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夏
目
漱
石
が
東
京
帝
国
大
学
の
講
師
と
し
て
英
文
学
の
講
義
を
し
て
い
た
の
は
、
明
治
三
十
六
年
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
後
に
『
文
学
論
』
と
し
て

纏
め
ら
れ
る
漱
石
の
、
文
学
的
意
識
に
対
す
る
彼
独
特
の
解
釈
は
、
き
わ
め
て
怜
悧
で
厳
格
な
も
の
だ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
漱
石
は
ま
た
同
時
期
に
、

極
め
て
曖
昧
で
、
不
可
解
な
詩
や
断
片
を
も
多
く
残
し
て
い
る
。
果
た
し
て
そ
の
齟
齬
は
何
な
の
か
。
夏
目
漱
石
に
お
け
る
「
意
識
」
受
容
の
問
題
を
、

特
に
「
文
学
論
」
と
の
関
わ
り
か
ら
考
察
す
る
。

一
、
不
可
解
な
は
が
き

漱
石
が
東
京
帝
国
大
学
で
「
文
学
論
」
の

一
）

講
義
を
進
め
て
い
た
最
中
の
明
治
三

十
七
年
二
月
八
日
、
寺
田
寅
彦
宛
に
、
不
可
解
な
は
が
き
を
送
っ
て
い
る
。
そ
こ

に
は
、
た
だ
一
編
の
短
い
詩
の
み
が
記
さ
れ
て
い
た
。

水
底
の
感

水
の
底
、
水
の
底
、
住
ま
ば
水
の
底
。

深
き
契
り
、
深
く
沈
め
て
、
永
く
す
ま
ん
、
君
と
我
。

黒
髪
の
、
長
き
乱
れ
、
藻
屑
も
つ
れ
て
、
ゆ
る
く
漾
ふ
。
夢
な
ら
ぬ
夢
の
命

か
。
暗
か
ら
ぬ
暗
き
あ
た
り
。

う
れ
し
水
底
。
清
き
吾
等
に
、
譏
り
遠
く
憂
透
ら
ず
。
有
耶
無
耶
の
心
ゆ
ら

ぎ
て
、
愛
の
影
ほ
の

二
）

見
ゆ
。

こ
の
詩
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
も
幾
つ
か
の
見
解
が
示
さ
れ
て

三
）

い
る
。

も
と
よ
り
、
こ
の
「
水
底
の
感
」
は
、
そ
の
筆
名
が
「
藤
村
操
女
子
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
華
厳
の
滝
に
身
を
静
め
た
当
時
の
事
件
が
想
起
さ
れ
る
が
、
こ
の
詩

と
藤
村
操
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
私
見
に
つ
い
て
は
、
こ
の
場
で
は
割
愛
す
る

と
し
て
、
こ
こ
に
表
れ
て
い
る
極
め
て
絵
画
的
な
る
印
象
、
そ
し
て
当
時
の
漱
石

の
「
意
識
」
と
い
う
も
の
に
対
す
る
見
解
に
つ
い
て
、
今
回
は
、「
文
学
論
」
と
の

一
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関
わ
り
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

先
に
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
漱
石
が
こ
の
不
可
解
な
詩
を
書
い
た
の
は
、
東
京

帝
国
大
学
で
、
後
に
現
在
我
々
が
こ
う
し
て
手
に
し
て
い
る
『
文
学
論
』
の
元
と

な
る
「
英
文
学

四
）

概
説
」
の
講
義
を
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
が
、
こ
の
詩
に
表
さ
れ

た
、
水
底
に
「
漾
ふ
」
イ
メ
ー
ジ
、
こ
の
極
め
て
曖
昧
な
、
抽
象
画
的
こ
の
情
景

に
つ
い
て
、
我
々
は
後
に
漱
石
の
作
品
『
草
枕
』
の
中
で
、
再
び
巡
り
あ
う
こ
と

に
な
る
。余

は
余
の
興
味
を
以
て
一
つ
の
風
流
な
土
座
衛
門
を
書
い
て
み
た
い
。
然

し
思
ふ
様
な
顔
は
さ
う
容
易
く
心
に
浮
か
ん
で
来
さ
う
に
も
な
い
。
湯
の
中

に
浮
い
た
ま
ま
、
今
度
は
土
座
衛
門
の
詩
を
作
っ
て
み
る
。

雨
が
降
っ
た
ら
濡
れ
る
だ
ろ

霜
が
お
り
た
ら
冷
た
か
ろ

土
の
し
た
で
は
暗
か
ろ
う

浮
か
ば
波
の
上

住
ま
ば
水
の
底

春
の
水
な
ら
ば
苦
は
な
か
ろ

と
口
の
う
ち
で
小
声
で
誦
し
つ
ゝ
漫
然
と
浮
い
て

五
）

い
る

『
草
枕
』
の
中
で
、「
水
に
浮
く
女
」
は
、
画
工
の
イ
メ
ー
ジ
に
映
る
。
も
と
よ

り
こ
れ
は
画
工
の
想
像
上
の
構
図
で
し
か
な
い
。
現
実
に
は
あ
り
え
な
い
異
空
間

の
「
美
」
を
（「
風
流
な
土
座
衛
門
」
が
「
美
」
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
自
体
を
含

め
）、
抽
象
化
し
た
水
底
の
揺
ら
ぎ
の
中
で
示
そ
う
と
す
る
絵
画
的
な
風
景
が
、
こ

の
「
草
枕
」
以
前
の
「
水
底
の
感
」
に
お
い
て
、「
夢
な
ら
ぬ
夢
」
や
「
暗
か
ら
ぬ

暗
き
」
と
い
う
明
ら
か
に
矛
盾
を
含
ん
だ
も
の
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

「
有
耶
無
耶
の
心
」「
愛
の
影
ほ
の
見
ゆ
」
な
ど
の
描
写
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

水
底
に
映
る
影
は
、
境
界
線
が
明
確
で
な
い
。
現
実
の
中
で
、
極
め
て
鮮
明
に
捉

え
ら
れ
る
実
線
は
、
こ
こ
で
は
、
移
ろ
い
、
揺
ら
ぎ
、
漂
い
、
朦
朧
と
色
を
滲
ま

せ
る
。六

）

写
生
で
外
形
を
、
実
線
と
し
て
写
し
取
る
の
で
は
な
く
、
極
め
て
曖
昧
に
対
象

を
抽
象
化
し
よ
う
と
す
る
、
そ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
が
伺
え
る
詩
を
、
文
学
論
講
義
の

最
中
に
漱
石
は
何
故
記
し
た
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
た
い
。

二
、
明
治
三
十
七
年
の
漱
石

ま
ず
、
そ
の
明
治
三
十
七
年
（
一
九
〇
四
）
年
当
時
の
漱
石
の
状
況
を
簡
単
に

振
り
返
る
。

漱
石
は
、
明
治
三
十
六
年
一
月
に
ロ
ン
ド
ン
よ
り
帰
国
、
東
京
市
本
郷
区
（
現

文
京
区
）
千
駄
木
に
転
居
、
第
一
高
等
学
校
、
東
京
帝
国
大
学
英
文
科
の
講
師
と

な
る
。

当
時
の
漱
石
は
、
小
泉
八
雲
の
後
任
と
し
て
教
壇
に
立
っ
た
が
、
例
え
ば
、
生

徒
の
一
人
金
子
健
二
の
回
想
に
よ
る
と
学
生
た
ち
か
ら
は
か
な
り
不
評
で
あ
っ
た

ら
し
い
。

「
皆
不
愉
快
の
思
ひ
を
し
た
。
小
泉
先
生
は
毎
年
一
般
講
義
に
必
ず
、
テ
ニ
ス

ン
の
詩
を
高
じ
て
居
ら
れ
た
の
で
、
私
た
ち
は
悦
ん
で
こ
れ
を
聴
い
て
ゐ
た
の
で

あ
る
が
、
今
度
は
夏
目
金
之
助
と
か
い
ふ
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
寄
稿
の
田
舎
高
等
学
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校
教
授
あ
が
り
の
先
生
が
、
高
等
学
校
あ
た
り
で
用
い
ら
れ
て
ゐ
る
（
略
）
作
を

テ
キ
ス
ト
に
私
用
す
る
の
だ
か
ら
、
我
々
を
馬
鹿
に
し
て
い
る
と
憤
っ
た
」（『
人

間
漱
石
』
よ
り
）
と
当
時
の
学
生
た
ち
の
様
子
を
綴
っ
て
い
る
。
漱
石
の
授
業
に

は
学
生
た
ち
は
か
な
り
の
反
感
を
抱
い
て
い
た
ら
し
い
。

「
或
者
は
頰
杖
を
し
た
ま
ゝ
に
新
し
い
講
義
者
の
講
義
を
聞
き
流
さ
う
と
し
た
、

或
者
は
、ベマ
ンマ
を
執
る
こ
と
さ
へ
な
く
て
居
眠
り
に
最
初
の
幾
時
間
を
過
ご
し
た
」

な
ど
と
も
記
さ
れ
、
江
藤
淳
は
、『
漱
石
と
そ
の
時
代
』の
中
で
、
英
文
学
を
講
義

す
る
漱
石
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

英
文
学
は
彼
に
と
っ
て
敵
で
は
あ
っ
て
も
恋
人
で
は
な
か
っ
た
。
夢
で
あ

る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
美
し
い
夢
で
は
な
く
て
悪
夢
で
あ
っ
た
。
彼
が
ハ
ー

ン
か
ら
植
え
付
け
ら
れ
た
学
生
た
ち
の
幻
想
を
赦
し
難
い
も
の
と
感
じ
て
い

た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
英
文
学
は
天
来
の
妙
音
で
は
な
く
、
彼
が
ロ

ン
ド
ン
で
日
常
茶
飯
事
の
う
ち
に
接
し
て
い
た
英
国
人
の
文
学
に
過
ぎ

七
）

な
い
。

夏
目
鏡
子
に
よ
れ
ば
、
漱
石
は
こ
の
頃
、
極
度
の
神
経
衰
弱
に
苛
ま
れ
て
お
り
、

「
あ
ん
な
に
無
茶
苦
茶
に
怒
る
人
ぢ
や
な
か
つ
た
の
だ
が
、
あ
ん
ま
り
勉
強
で
も

し
過
ぎ
て
、
ど
つ
か
身
体
な
り
頭
な
り
に
異
状
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」「
や

る
こ
と
な
す
こ
と
が
只
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
が
癪
に
障
る
の
か
女
中
を
追
い

出
し
て
し
ま
い
ま
す
」「
私
に
は
い
よ
い
よ
辛
く
あ
た
り
ま
す
」と
回
想
す
る
ほ
ど

に
、
ひ
ど
い
状
態
で
あ
っ
た
ら

八
）

し
い
。

漱
石
は
、
こ
う
し
た
状
況
、
ロ
ン
ド
ン
で
の
追
い
詰
め
ら
れ
た
精
神
状
態
の
中
、

極
め
て
緻
密
に
分
析
し
た
英
文
学
を
、
ま
さ
に
苦
渋
に
満
ち
た
表
情
で
講
義
し
て

い
た
そ
の
時
期
に
、「
水
底
の
感
」
を
記
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
、「
文
学
論
」
に
表
わ
さ
れ
た
「
意
識
」

そ
も
そ
も
、
漱
石
は
「
文
学
論
」
の
中
で
、「
意
識
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

捉
え
て
い
た
。

意
識
と
は
何
ぞ
や
と
は
心
理
学
上
容
易
な
ら
ざ
る
問
題
に
し
て
、
或
専
門

家
の
如
き
は
、
こ
れ
を
以
て
到
底
一
定
義
に
収
め
難
き
も
の
と
断
言
せ
し
程

な
れ
ば
、
心
理
学
の
研
究
に
あ
ら
ざ
る
こ
の
講
義
に
お
い
て
、
徒
ら
に
此
の

難
語
に
完
全
な
る
定
義
を
与
へ
ん
と
試
み
る
の
不
必
要
な
る
を
思
ふ
、
た
ゞ

意
識
な
る
も
の
の
概
念
の
幾
分
を
伝
ふ
れ
ば
足

九
）

れ
り
。

こ
の
意
識
に
つ
い
て
、

凡
そ
文
学
的
内
容
の
形
式
は
（
Ｆ
＋
ｆ
）
な
る
こ
と
を
要
す
、
Ｆ
は
焦
点

的
印
象
ま
た
は
観
念
を
意
味
し
、
ｆ
は
こ
れ
に
付
着
す
る
情
緒
を
意
味
す
。

さ
れ
ば
上
述
の
公
式
は
印
象
ま
た
は
観
念
の
二
方
面
即
ち
認
識
的
要
素
と
情

緒
的
要
素
と
の
結
合
を
し
め
し
た
る
も
の
と
言
い
得

十
）

べ
し
。

と
ま
と
め
、
文
学
を
公
式
「
Ｆ
＋
ｆ
」
に
よ
っ
て
解
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
を
行

う
。
す
な
わ
ち
、
人
間
が
何
か
を
感
じ
る
と
き
に
は
、
そ
の
意
識
に
は
焦
点
が
存

在
し
、
そ
の
増
加
減
少
に
よ
っ
て
、
認
識
過
程
が
示
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
ろ

う
。漱

石
は
「
文
学
論
」
冒
頭
で
、
意
識
の
焦
点
の
波
形
を
、
図
に
よ
っ
て
定
義
し

て
い
る
。
こ
れ
は
、
人
間
が
何
か
を
感
じ
る
と
き
に
は
、
そ
の
意
識
焦
点
に
一
点
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の
明
確
な
る
頂
点
が
存
在
し
、
そ
の
、
周
囲
は
、
極
め
て
不
鮮
明
な
認
識
と
領
域

で
し
か
な
い
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

意
識
は
、
突
然
、
あ
る
概
念
が
突
如
と
し
て
、
そ
こ
に
焦
点
化
さ
れ
認
識
さ
れ

る
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
外
的
事
物
、
ま
た
は
、
事
象
に
接
触
す
る
と
、
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
受
け
た
認
知
機
能
が
、
徐
々
に
（
接
触
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
）
増

加
し
、
対
象
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
こ
と
を
開
始
す
る
。
そ
の
後
、
的
確
に
、

明
確
に
、
自
覚
と
し
て
認
知
さ
れ
た
対
象
は
、
再
び
、
次
な
る
対
象
へ
と
移
行
し

始
め
る
に
し
た
が
っ
て
減
少
す
る
。
対
象
を
捉
え
る
際
の
意
識
は
、
断
片
と
し
て

存
在
し
、
そ
の
断
片
が
、
規
則
的
な
配
列
に
従
っ
て
、
次
第
に
増
加
し
、
ま
た
微

弱
に
な
る
。
そ
れ
を
漱
石
は
、
意
識
の
図
と
し
て
、
呈
示
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
い
わ
ば
、
意
識
の
認
知
行
動
に
、
階
層
的
な
段
階
が
存
在
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
認
知
行
為
は
、
意
識
の
非
常
に
細
か
い
断
片
に
よ
っ
て
、

構
成
、
実
行
さ
れ
て
い
る
と
い
う
見
方
と
考
え
ら
れ
る
。

「
文
学
論
」
冒
頭
部
で
示
さ
れ
る
意
識
の
捉
え
方
を
考
え
る
と
き
、
我
々
は
改

め
て
漱
石
を
離
れ
て
、「
意
識
と
は
何
ぞ
や
」と
い
う
定
義
を
確
認
し
て
お
く
必
要

も
あ
る
だ
ろ
う
。

意
識
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
捉
え
方
は

十
一
）

諸
説
あ
る
が
、
漱
石
の
意
識
を
考
え
る

と
き
、
そ
れ
は
、
ま
ず
、
第
一
に
デ
カ
ル
ト
の
理
論
に
非
常
に
近
い
も
の
と
受
け

と
れ
よ
う
。

デ
カ
ル
ト
は
、「
我
思
う
、
故
に
我
あ
り
」
と
い
う
言
葉
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

「
私
」と
い
う
も
の
へ
の
懐
疑
か
ら
出
発
し
、
や
が
て
、
最
終
的
に
は
、「
私
と
は

意
識
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。
こ
の
デ
カ
ル
ト
の

十
二
）

哲
学
は

、「
私
」
と

「
他
者
」、「
私
」
と
外
・「
事
物
」・「
世
界
」（
す
な
わ
ち
、「
私
」
以
外
）
が
極
め

て
明
確
に
存
在
し
、
そ
れ
ら
は
、「
私
」と
い
う
、
自
己
に
と
っ
て
の
み
確
実
な
る

「
意
識
」
と
い
う
機
能
に
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
立
す
る
。
す
な
わ
ち
、

「
私
」と
、
そ
れ
以
外
の
事
物
と
の
間
に
は
、
常
に
、「
意
識
」と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー

が
あ
り
、「
私
」
以
外
の
「
他
」「
他
者
」
は
常
に
、
そ
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
、

私
の
中
に
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
意
識

認
識
は
、
意
識
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
の
内
側
に
、
自
己
、
外
側
に
、「
他
者
」・「
世

界
」
が
存
在
す
る
。

こ
う
し
た
捉
え
方
を
改
め
て
漱
石
的
見
解
か
ら
考
え
な
お
し
て
み
る
と
、
意
識

を
「
心
理
学
上
容
易
な
ら
ざ
る
問
題
」
と
し
な
が
ら
も
、
先
に
示
し
た
よ
う
な
意

識
の
増
加
減
弱
の
図
に
示
す
よ
う
に
、
全
て
を
「
私
」
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
が
認

知
し
、
そ
れ
を
自
身
の
中
に
対
象
化
す
る
、
と
い
う
態
度
を
示
し
て
い
る
点
で
、

漱
石
も
ま
た
、
意
識
を
認
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。（
漱
石
は
デ
カ

ル
ト
に
つ
い
て
、「
猫
」
の
中
で
も
引
用
し
て

十
三
）

い
る
。）

先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
文
学
論
冒
頭
で
、
意
識
を
、
対
象
を
認
識
す
る
機

能
的
役
割
を
持
つ
も
の
と
し
て
定
義
す
る
そ
の
意
識
構
造
こ
そ
が
、
デ
カ
ル
ト
の

い
う
性
格
、
す
な
わ
ち
、
フ
ィ
ル
タ
ー
の
構
造
そ
れ
自
体
を
示
し
て
い
る
と
考
え

る
こ
と
が
出
来
る
。

意
識
は
、「
時
々
刻
々
は
一
個
の
波
形
」
で
あ
っ
て
、
我
々
の
意
識
的
経
験
は
、

常
に
そ
の
「
心
的
波
形
」
の
連
続
で
あ
り
、「
か
く
順
次
に
消
え
順
次
に
現
は
る
る
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幾
多
の
小
波
形
」
の
集
合
体
で
あ
る
と
、
漱
石
は
、「
文
学
論
」
で
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
漱
石
が
「
文
学
論
」
に
お
い
て
、「
意
識
」
が
対
象
を
捉
え
る
と
き

に
見
せ
る
、
極
め
て
段
階
的
、
分
析
的
、
緻
密
な
捉
え
方
は
、
意
識
、
そ
れ
自
体

も
ま
た
、
非
常
に
断
片
的
で
、
機
械
的
な
る
印
象
を
も
つ
も
の
と
理
解
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
非
常
に
緻
密
な
断
片
的
分
析
は
、
極
め
て
デ
ジ
タ
ル
な
、
緻
密
な
分

析
の
よ
う
に
さ
え
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

さ
て
、
こ
う
し
て
漱
石
は
、
意
識
断
片
の
増
加
・
減
少
に
よ
っ
て
、
対
象
化
さ

れ
る
事
物
を
自
己
内
に
認
知
す
る
、
と
い
う
態
度
か
ら
始
ま
り
、
更
に
、
文
学
そ

の
も
の
に
つ
い
て
を

「
Ｆ
＋
ｆ
」

と
定
義
し
た
。

文
学
論
の
中
で
、
漱
石
の
定
義
す
る
「
Ｆ
」
が
、「
焦
点
的
印
象
」
と
「
観
念
」

が
極
め
て
広
範
囲
な
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
す
る
と
、「
Ｆ
」の
示
す
概

念
の
う
ち
、「
印
象
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
Ｆ
」
は
、
た
と
え
ば
、
媒
体
に
対
し
て

の
、
い
わ
ば
、「
光
線
」
の
よ
う
な
役
割
を
有
し
、
自
覚
的
認
知
機
能
と
し
て
（
自

己
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
た
反
映
の
「
結
果
」）
と
し
て
、
あ
る
概
念
が
比
較

的
明
確
に
認
知
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
観
念
」と
し
て
の「
Ｆ
」は
、（「
吾

人
が
有
す
る
三
角
形
の
概
念
の
如
く
」
と
漱
石
が
説
明
を
加
え
て
い
る
よ
う
に
）、

我
々
の
外
部
に
存
在
す
る
（
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
）
あ
る
事
象
に
つ
い
て
、

個
人
の
内
面
世
界
に
構
築
さ
れ
て
い
る
、極
め
て
抽
象
的
領
域
に
位
置
す
る
も
の
、

と
言
え
る
。

け
れ
ど
も
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
「
観
念
」
が
、
個
人
の
中
で
、
極
め
て
「
抽

象
的
」
な
る
領
域
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ま
ず
、
こ
と
ば

と
の
密
接
な
つ
な
が
り
を
持
つ
が
ゆ
え
の
前
提
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。
一
連
の
観
念
、
と
い
う
も
の
は
、
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
中
に
、
客
観
化

さ
れ
、
体
系
つ
け
ら
れ
る
、
と
い
う
過
程
を
経
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
の
観
念
は
、

構
築
さ
れ
得
な
い
、
と
い
う
自
明
の
理
が
そ
こ
に
は
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

漱
石
が
三
角
形
の
概
念
を
持
ち
出
す
よ
う
に
、
あ
る
感
覚
的
な
像
が
、
言
葉
や
文

化
な
ど
の
、
個
人
の
周
囲
か
ら
の
情
報
に
よ
っ
て
、
個
人
の
中
に
一
般
化
さ
れ
、

構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
一
見
す
る
と
極
め
て
個
人
的
な
心
的
作
用
に
思
わ
れ

る
に
も
関
わ
ら
ず
、
人
間
が
社
会
的
に
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
心
的
活

動
の
中
に
齎
さ
れ
て
い
る
極
め
て
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
持
っ
て

い
る
。

印
象
も
、
観
念
も
、
総
ず
れ
ば
、「
意
識
的
経
験
」
す
な
わ
ち
、
外
界
の
現
象
・

対
象
に
対
す
る
自
覚
的
認
知
「
反
映
」
と
い
う
点
で
同
じ
で
あ
り
、
一
方
両
者
は

（
具
体
と
抽
象
と
い
う
点
に
お
い
て
）
そ
の
像
自
体
は
両
極
的
位
置
に
あ
る
。

ま
た
、
情
念
や
心
情
を
表
す

ｆ
」は
、（
漱
石
は
、
文
学
論
の
中
で
、「
そ
れ
に

付
随
す
る
情
緒
」
と
規
定
し
て
い
る
の
だ
が
）「
Ｆ
」
が
増
加
す
る
に
従
っ
て
同
時

に
増
加
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
の
で
、
決
し
て
「
ｆ
」
の
み
で
、
独
立
し
て
存
在

す
る
の
で
は
な
く
、
常
に
「
Ｆ
＋
ｆ
」
と
い
う
形
式
と
し
て
あ
る
と
す
る
。
さ
ら

に
は
、
文
学
の
実
質
は
、
そ
の
「
ｆ
」
に
よ
っ
て
こ
そ
、
成
立
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
も
強
調
す
る
。

要
す
る
に
、
非
常
に
具
体
的
、
現
実
的
（
そ
し
て
、
か
な
り
主
観
性
を
持
つ
）

「
印
象
」
と
、
個
人
的
・
抽
象
的
に
、
内
面
に
存
在
す
る
（
か
な
り
客
観
性
を
有

す
る
）「
観
念
」
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
発
生
す
る
「
情
緒
」
と
の
全
て
を

総
合
さ
せ
て
、
漱
石
は
文
学
を
捉
え
よ
う
と
試
み
て
い
る
の
が
漱
石
の
文
学
論
な
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の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
文
学
論
に
お
け
る
漱
石
の
「
意
識
」
の
意
味
が
、
こ
う
し
て
対
象
に

対
す
る
認
知
・
認
識
に
深
く
関
わ
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、（
ｆ
は
あ
く

ま
で
も
Ｆ
に
付
随
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
の
定
義
か
ら
）、
例
え
ば
、
心
的
現
象
そ

の
も
の
に
つ
い
て
は
、ま
だ
独
立
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、

こ
の
文
学
論
の
「
意
識
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

ユ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
芸
術
家
は
、
人
間
の
意
識
の
最
も
深
層
に
あ
る
集
合
意
識

の
中
の
「
原
像
」
で
物
語
る
、
と
い
う
が
、
こ
の
時
期
の
漱
石
の
意
識
認
識
に
つ

い
て
言
え
ば
、
ま
さ
に
、
そ
の
、「
深
層
」
部
分
の
「
原
像
」、
後
の
漱
石
文
学
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
、
あ
の
極
め
て
曖
昧
な
る
心
理
領
域
の
中
心
に
踏
み
込
ん
で
行

こ
う
と
す
る
試
み
は
、
ま
だ
「
文
学
論
」
の
中
に
は
見
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
、
先
に

も
言
及
し
た
よ
う
に
、
文
学
に
対
す
る
意
識
の
体
系
的
、「
科
学
的
」解
明
に
終
始

す
る
。

そ
れ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
様
々
な
、
文
学
的
内
容
の
分

類
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
、
す
べ
て
、「
Ｆ
＋
ｆ
」
と
い
う
部
分

的
な
も
の
に
付
着

し
、
関
連
し
て
生
じ
る
情
緒
、
経
験
主
義
的
感
情
の
分
析
に
の
み
注
目
点
が
置
か

れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
講
義
を
続
け
る
最
中
、
ま
さ
に
そ
の
同
時
期
に
、
漱
石
は
、
そ
れ
と

全
く
対
照
的
な
る
「
混
沌
」
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
先
行
の
極
め
て
絵
画
的
世
界
を
髣

髴
と
さ
せ
る
詩
を
記
し
て
い
た
と
い
う
の
が
、極
め
て
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。

先
に
示
し
た
、
文
学
論
に
お
け
る
「
意
識
の
波
」
は
、
常
に
、
意
識
の
「
断
片
」

と
し
て
存
在
し
、
文
学
に
お
け
る
感
情
、
印
象
に
付
着
す
る
情
緒
の
「
ｆ
」
は
、

対
象
の
認
識
に
か
か
わ
り
増
加
し
、
減
少
す
る
。

け
れ
ど
も
、
そ
の
Ｆ
が
如
何

に
対
象
に
焦
点
化
さ
れ
て
い
く
の
か
を
、
改
め
て
、
美
的
観
念
に
対
す
る
「
Ｆ
」

と
し
て
捉
え
る
と
、
漱
石
の
、
こ
の
時
期
の
「
水
底
」
の
混
沌
の
イ
メ
ー
ジ
が
見

え
て
く
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

三
、「
文
学
論
」
に
表
わ
さ
れ
た
「
意
識
」
⑵

漱
石
は
、「
Ｆ
」（
焦
点
）
は
絶
え
ず
、
流
れ
て
い
く
「
意
識
の
波
」
の
一
点
に
過

ぎ
な
い
、
い
わ
ゆ
る
「
集
合
意
識
の
一
部
分
」
と
捉
え
る
。

第
三
篇
「
文
学
的
内
容
の
特
質
」
の
中
で
、

言
語
の
能
力
（
狭
く
言
え
ば
文
章
の
力
）
は
此
無
限
の
意
識
連
鎖
の
う
ち

を
此
所
彼
所
と
意
識
的
に
、
或
は
無
意
識
的
に
辿
り
歩
き
て
吾
人
思
想
の
伝

導
器
と
な
る
に
あ
り
。
即
ち
吾
人
の
心
の
曲
線
の
絶
え
ざ
る
波
形
を
こ
れ
に

相
当
す
る
記
号
に
て
書
き
改
む
る
に
あ
ら
ず
し
て
、
此
長
き
波
の
一
部
分
を

断
片
的
に
縫
ひ
拾
ふ
も
の
と
云
ふ
が
適
当
な
る

十
四
）

べ
し

と
、
文
学
の
特
性
に
つ
い
て
纏
め
、
意
識
の
個
々
の
断
片
を
、
言
語
に
よ
っ
て
表

現
し
た
も
の
を
文
学
と
見
る
。

け
れ
ど
も
、そ
の
よ
う
に
意
識
を
言
語
化
す
る
作
業
で
あ
る
文
学
を
、「
文
学
論
」

と
し
て
書
き
進
め
る
途
中
で
、
漱
石
は
一
旦
、「
文
芸
」
と
「
科
学
」
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
捉
え
な
お
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
の
で
、
注
目
し
た
い
。

そ
れ
は
、
第
三
篇
冒
頭
で
、
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余
は
こ
の
講
義
の
冒
頭
に
於
て
意
識
の
意
義
を
説
き
、
一
個
人
一
瞬
間
の

意
識
を
検
し
て
そ
の
波
動
的
性
質
を
発
見
し
、
ま
た
一
刻
の
意
識
に
は
最
も

鋭
敏
な
る
頂
点
あ
る
を
示
し
、
そ
の
鋭
敏
な
る
頂
点
を
お
れ
ば
、
そ
の
明
暗

強
弱
の
度
を
減
じ
て
所
謂
識
末
な
る
も
の
と
な
り
、
遂
に
微
細
な
る
識
域
以

下
の
意
識
に
映
る
も
の
な
る
を
論
じ

十
五
）

た
り

と
、
改
め
て
、
科
学
と
文
学
と
の
相
違
に
つ
い
て
第
一
章
「
文
学
的
Ｆ
と
科
学
的

Ｆ
と
の
比
較
一
般
」に
つ
い
て
、
捉
え
な
お
し
て
い
る
個
所
で
あ
る
。「
焦
点
的
意

識
の
集
合
」、
と
い
う
観
点
か
ら
、
文
学
を
究
め
て
冷
静
に
、
科
学
的
に
分
析
し
よ

う
と
す
る
一
方
で
、
科
学
と
文
学
と
の
相
違
、
す
な
わ
ち
、
明
確
に
分
析
で
き
う

る
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
曖
昧
な
も
の
と
の
矛
盾
に
着
目
し
よ
う
と
す
る
。

ま
た
、
更
に
文
学
と
科
学
と
の
違
い
に
つ
い
て
、
漱
石
は
、
次
の
よ
う
に
も
述

べ
る

凡
そ
科
学
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
叙
述
に
し
て
説
明
に
あ
ら
ず
と
は
科

学
者
の
自
白
に
よ
り
明
ら
か
な
り
。
語
を
換
え
て
云
へ
ば
科
学
はH

o
w

の

疑
問
を
解
け
ど
もW

h
y

に
応
ず
る
能
は
ず
、
否
こ
れ
に
応
ず
る
権
利
な
し

と
自
認
す
る
も
の

十
六
）

な
り
。

と
し
た
う
え
で
、
改
め
て
文
学
に
つ
い
て
、

文
学
に
あ
り
て
は
科
学
に
於
け
る
が
如
く
此
のH

o
w

を
絶
え
ず
其
念

頭
に
置
く
の
必
要
な
し
。
世
に
存
す
る
物
象
の
相
は
動
に
し
て
静
止
す
る
も

の
あ
る
こ
と
な
し
。
絵
の
具
箱
を
携
え
て
郊
外
に
出
ず
る
も
の
は
同
じ
木
、

同
じ
野
、
同
じ
空
が
如
何
に
日
光
の
作
用
に
よ
り
千
変
万
化
す
る
か
を
知
る

べ
し
。（
中
略
）然
り
な
が
ら
文
芸
家
は
此
終
局
な
き
連
鎖
を
随
意
に
切
り
と

り
、
之
を
永
久
的
な
る
か
の
如
く
に
表
出
す
る
権
利
を
有
す
る
も
の
な
り
。

無
限
無
窮
の
発
展
に
支
配
せ
ら
る
る
人
事
自
然
の
局
部
を
随
意
に
切
り
放
ち

て
「
時
」
に
関
係
な
き
断
面
を
描
き
出
す
の
特
許
を

十
七
）

有
す
。

な
ど
と
、
科
学
者
の
差
異
を
確
認
す
る
。

文
学
者
科
学
者
間
の
差
異
は
其
態
度
に
あ
り
。
科
学
者
が
事
物
に
対
す
る

態
度
は
解
剖
的
な
り
。（
略
）由
来
吾
人
は
常
に
通
俗
な
る
見
解
を
以
て
、
天

下
の
事
物
は
悉
く
全
形
に
於
て
存
在
す
る
も
の
な
り
と
信
ず
。
即
ち
人
は
人

に
し
て
、
馬
は
馬
な
り
と
思
ふ
。
然
る
に
科
学
者
は
決
し
て
此
人
或
は
馬
の

全
形
を
見
て
其
侭
に
満
足
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
必
ず
や
そ
の
成
分
を
分
析

し
、
其
各
性
質
を
究
め
ざ
れ
ば
已
ま
ず
。
即
ち
一
物
に
対
す
る
科
学
者
の
態

度
は
破
壊
的
に
し
て
、
自
然
界
に
於
て
完
全
形
に
存
在
す
る
者
を
、
細
か
に

切
り
離
ち
て
其
極
致
に
至
ら
ざ
れ
ば
止
ま
ず
。（
略
）文
学
者
の
行
う
解
剖
は

常
に
全
局
の
活
動
を
目
的
と
す
る
も
の
に
し
て
、
各
部
と
し
て
各
部
を
吟
味

す
る
が
如
き
は
、
全
く
此
の
目
的
を
助
長
す
る
の
効
果
あ
つ
て
始
め
て
存
在

を
許
す
べ
き

十
八
）

の
み
。

と
、
科
学
者
の
解
剖
と
、
文
学
者
の
解
剖
の
差
異
を
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
部
分
は
、
か
な
り
興
味
深
く
読
め
る
の
で
あ
っ
て
、
漱
石
は
こ
こ
で
、

「
科
学
者
が
理
性
に
訴
え
て
黒
白
を
争
う
」の
に
対
し
、
文
学
者
は
、「
生
命
の
源

泉
た
る
感
情
」
を
、
そ
の
分
析
に
用
い
て
い
る
と
す
る
。

漱
石
は
、
文
学
者
も
、
科
学
者
と
同
様
の
態
度
を
以
っ
て
文
学
に
臨
む
こ
と
は

否
定
し
な
い
が
、
そ
の
態
度
は
、「
感
情
」
つ
ま
り
、「
Ｆ
」
に
付
随
す
る
「
ｆ
」

を
重
視
す
る
と
見
る
。
す
な
わ
ち
、
感
情
「
ｆ
」
は
、
何
度
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
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「
認
知
」「
概
念
」
の
「
Ｆ
」
に
伴
い
、
出
現
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
科
学
者
が

「
Ｆ
」
の
み
に
注
目
す
る
と
こ
ろ
を
、
文
学
者
は
、
そ
こ
に
、「
ｆ
」
を
常
に
重
視

し
、
思
考
活
動
を
行
う
、
と
し
て
い
る
。
感
情
を
も
、
そ
の
分
析
の
対
象
と
し
て

捉
え
よ
う
と
す
る
態
度
と
も
い
え

十
九
）

よ
う
。

こ
の
よ
う
に
「
意
識
」
を
捉
え
よ
う
と
す
る
講
義
の
最
中
、
書
か
れ
た
「
水
底

の
感
」
を
考
え
る
と
、
当
時
の
漱
石
が
更
に
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

水
の
底
、
水
の
底
、
住
ま
ば
水
の
底
。

こ
の
「
水
」
は
、
何
を
意
味
す
る
か
。

も
ち
ろ
ん
、
当
時
、
藤
村
が
飛
び
込
ん
だ
華
厳
の
滝
の
水
底
を
こ
こ
に
想
起
す

る
こ
と
は
簡
単
で
あ
る
が
、
ま
た
別
の
角
度
か
ら
見
れ
ば
、「
意
識
」と
い
う
、
自

己
と
、
外
部
と
を
繫
ぐ
役
割
を
す
る
フ
ィ
ル
タ
ー
が
、
常
に
、
自
己
か
ら
、
自
己

以
外
の
外
部
、
言
語
化
さ
れ
た
対
象
に
の
み
反
映
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
の

意
識
そ
の
も
の
が
、
認
知
機
能
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
以
外
の
、
別
の
空
間
を
持
つ

も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
、
当
時
の
漱
石
の
い
わ
ば
、
迷
い
に
も
に
た
、
別
の

「
自
己
」
存
在
へ
の
、
ま
だ
は
っ
き
り
と
し
な
い
疑
問
が
感
じ
ら
れ
る
。

意
識
は
、
単
に
フ
ィ
ル
タ
ー
と
し
て
の
機
能
、
認
知
機
能
の
み
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
意
識
そ
れ
自
体
に
、
い
わ
ば
、
別
の
層
が
存
在
し
、
漂
う
。
こ
れ
が
、「
文

学
論
」
に
お
い
て
極
め
て
緻
密
に
そ
の
「
波
形
」
を
分
析
す
る
中
で
、
漱
石
に
、

新
た
に
生
れ
始
め
た
疑
問
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
思
え
る
。

（
序
文
の
中
で
も
漱
石
は
、
後
に
、
こ
の
「
文
学
論
」
に
つ
い
て
、「
文
学
書
を

読
ん
で
文
学
の
如
何
な
る
も
の
な
る
か
を
知
ら
ん
と
す
る
は
血
を
以
て
血
を
洗
ふ

が
如
き
手
段
た
る
を
信
じ
た
れ
ば
な
り
。
余
は
心
理
学
的
に
文
学
は
如
何
な
る
必

要
が
あ
っ
て
、
此
世
に
生
れ
、
発
達
し
、
廃
頽
す
る
か
を
極
め
ん
と
誓
へ
り
。
社

会
的
に
文
学
は
如
何
な
る
必
要
あ
つ
て
存
在
し
、
隆
興
し
、
衰
滅
す
る
か
を
究
め

ん
と
誓
へ
り
」
と
当
時
の
心
境
を
語
り
な
が
ら
も
、
後
に
、
こ
の
自
著
を
「
文
学

の
講
義
と
し
て
は
余
り
に
理
路
に
傾
き
過
ぎ
て
、
純
文
学
の
区
域
を
離
れ
た
る
の

感
あ
り
」
と
自
ら
を
省
み
て
い
る
。）

ま
た
、「
水
底
の
感
」に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
当
時
の
漱
石
の
揺
ら
ぎ
の
心
境
を

察
す
る
、
別
の
資
料
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
も
の
も
あ
げ
ら
れ
る
。

「
水
底
の
感
」
が
書
か
れ
た
の
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
明
治
三
十
七
（
一

九
〇
四
）
年
で
あ
る
が
、
そ
の
前
年
、
明
治
三
十
六
年
（
一
九
〇
三
）
頃
に
漱
石

は
、
幾
つ
か
の
英
詩
を
書
き
残
し
て
い
る
。

そ
こ
に
は
現
実
と
も
夢
と
も
着
か
な
い
、
不
思
議
な
空
間
が
幾
つ
も

二
十
）

描
写
さ
れ

て
い
る
。

そ
れ
に
つ
い
て
例
え
ば
、
先
に
も
取
り
上
げ
た
、
漱
石
の
生
い
立
ち
と
軌
跡
に

詳
し
い
江
藤
淳
な
ど
は
、「
金
之
助
の
記
憶
の
奥
底
に
隠
れ
て
い
る
女
の
投
影
」「
幻

影
の
女
を
追
い
求
め
る
金
之
助
」
の
「
存
在
し
な
い
も
の
へ
の
手
紙
」
な
ど
と
指

摘
す
る
。（
こ
れ
は
、
江
藤
が
「
水
底
の
感
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
嫂
へ
の
思

慕
と
の
見
方
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
当
時
の
漱
石
の
心
境
が
、
そ
う
し
た

恋
愛
か
ら
の
痛
手
や
思
慕
へ
と
繫
が
っ
て
い
る
と
す
る
）
け
れ
ど
も
、
ほ
ぼ
、
同

じ
時
期
に
「
文
学
論
」
に
お
け
る
「
心
理
学
的
な
問
題
」
で
あ
る
は
ず
の
「
意
識
」

を
、
先
の
よ
う
に
き
わ
め
て
分
析
的
に
論
じ
な
が
ら
、
一
方
に
於
て
、
書
か
れ
た

「
水
底
」
の
詩
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
漱
石
の
意
識
、
心
理
へ
の
見
方
が
、
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た
と
え
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
恋
愛
の
モ
チ
ー
フ
が
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、
当

時
の
彼
の
心
の
状
態
は
、「
意
識
」と
い
う
も
の
が
、
文
学
に
表
さ
れ
、
そ
れ
を
文

学
者
と
し
て
分
析
す
る
上
で
も
、
緻
密
で
断
片
的
な
も
の
で
は
な
く
、
ど
こ
か
、

漂
う
、
曖
昧
な
、
混
沌
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
捉
え
は
じ
め
て
い
た
と
い

う
推
測
は
可
能
で
あ
る
。

さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
は
、
同
明
治
三
十
七
年
に
は
、「
マ
ク
ベ
ス
の
幽
霊
に

つ
い
て
」
と
い
う
題
で
次
の
よ
う
な
文
章
も
漱
石
は
残
し
て
い
る
。

自
然
の
法
則
に
乖
離
し
、
物
界
の
原
理
に
背
馳
し
、
若
し
く
は
現
代
科
学
上

の
智
識
に
よ
り
て
開
明
し
が
た
き
事
物
を
収
め
て
詩
料
文
品
と
な
す
事
あ

り
。
暫
く
命
名
し
て
超
自
然
の
文
素
と
謂
ふ
。
此
の
文
素
の
要
用
に
し
て
操

觚
者
の
閑
却
し
能
は
ざ
る
所
以
を
述
べ
、
或
い
は
仮
令
必
須
の
文
素
な
ら
ざ

る
も
、
猶
詩

の
一
角
に
據
つ
て
優
に
科
学
の
包
囲
を
冷
徹
し
た
る
理
由
を

論
ず
る
は
、
頗
る
興
味
あ
る
問
題
に
し
て
、
学
徒
研
鑚
の
労
に
値
す
る
も
の

二
十
一
）

な
り
。

「
自
然
の
法
則
」
か
ら
は
乖
離
し
た
「
現
代
科
学
の
智
識
」
に
は
捉
え
が
た
い

現
象
と
し
て
の
幽
霊
、
そ
れ
は
、
彼
が
、
現
実
の
事
物
、
世
界
そ
の
も
の
を
認
識

す
る
意
識
の
み
で
は
な
い
、
別
の
空
間
に
漂
う
も
の
で
あ
る
と
す
る
見
方
を
次
第

に
深
め
て
い
た
証
と
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
当
時
の
心
情
を
推
測
す
る
上
で
は
、
明
治
三
十
七
・
八
年
頃
の
断
片
に

次
の
よ
う
に
書
か
れ
た
部
分
も
あ
る
の
で
、
注
目
し
た
い
。

彼
の
世
界
は
光
明
の
天
に
あ
ら
ず
幽
冥
の
府
に
あ
ら
ず
昊
天
の
例
日
群
像
を

て
ら
し
て

魑
魅
の
影
を
潜
む
黄
泉
の
黯
澹
四
辺
を
包
囲
し
て
眼
を
遮
る
も

の
な
し
。
鬼
前
に
跳
躍
す
れ
ど
も
見
ず
人
の
世
に
住
む
明
な
ら
ば
極
め
て
明

な
る
を
要
す
暗
け

原て
真
に
暗
き
を
要
す
只
彼
の
住
む
世
界
は
昼
に
あ
ら
ず
夜

に
あ
ら
ず
昼
と
夜
と
の
境
な
り
見
る
程
の
も
の

原も
の
見
え
ざ
る
は
な
く
て
見

る
程
の
も
の
慥
に
見
ゆ
る
は
な
し
彼
の
世
界
は
方
の
つ
か
ぬ
世
界
な
り
夢
を

結
原昌

し
て

原魔
睡
剤
を
以
て
之
をsa

tu
ra
te

セ
ル
が
如
し
未
だ
地
獄
に
入
ら

ず
去
り
と
て
天
国
に
上
ら
ず

々
と
し
て
其
間
を
行
く
茫
と
し
て
際
限
な

く
而
も
達
す
る
処
天
と
地
と
合
す
る
を
見
て
つ
い
に
こ
ゝ
に
達
す
る
能
は
ざ

る

二
十
二
）

が
如
し

人
間
の
性
格
も
、
心
理
も
、
断
片
と
し
て
分
析
で
き
る
と
い
う
文
学
分
析
に
対

し
、
漱
石
は
、
こ
の
時
期
の
断
片
の
中
で
、「
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
性
格
」を
、
こ
う
記

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
こ
そ
、
後
に
、
漱
石
が
「
坑
夫
」
の
中
で
そ
の
主
人
公
に
言
わ
し
め
る

「
そ
も
そ
も
性
格
な
ん
て
纏
ま
っ
た
も
の
な
ど
あ
り
や
し
な
い
」
と
い
う
見
解
に

繫
が
っ
て
行
く
も
の
で
あ
り
、
類
型
と
し
て
分
類
で
き
る
は
ず
の「
文
学
的
内
容
」

が
、
一
方
に
お
い
て
は
、
極
め
て
曖
昧
で
、
不
可
解
な
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
思
い
が
、
こ
の
時
期
に
書
か
れ
た
断
片
に
は
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

具
体
と
、
抽
象
。
明
確
と
不
可
解
。「
文
学
論
」に
お
け
る
態
度
、
か
の
異
国
の

地
に
お
い
て
、
ど
う
あ
っ
て
も
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
国
民
性
や
風
土
と

い
っ
た
、
内
部
に
根
ざ
す
分
析
不
可
能
な
世
界
へ
の
挑
戦
で
あ
っ
た
は
ず
の
姿
勢

そ
の
も
の
が
、
こ
の
と
き
か
ら
既
に
揺
ら
ぎ
は
じ
め
て
い
た
。
曖
昧
な
部
分
、
解

明
不
可
能
な
部
分
の
存
在
に
目
を
向
け
始
め
、
漱
石
の
意
識
へ
の
目
は
こ
の
時
点

で
改
め
て
開
か
れ
始
め
た
と
も
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
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か
つ
て
自
ら
を
縛
り
付
け
て
い
た
「
儒
教
」
的
枠
組
み
、「
役
割
」
と
「
位
置
」、

幼
少
期
、「
無
用
の
人
と
な
る
こ
と
な
か
れ
」の
教
え
の
中
で
怯
え
つ
つ
、
自
ら
の

位
置
を
必
死
で
模
索
し
、
き
わ
め
て
人
間
的
な
も
の
か
ら
疎
外
さ
れ
続
け
て
い
た

そ
れ
ま
で
の
漱
石
が
、
見
つ
け
出
し
た
「
文
学
」
の
法
則
。
け
れ
ど
も
決
し
て
、

割
り
切
る
こ
と
の
出
来
な
い
、
も
っ
と
別
の
闇
、
も
が
け
ば
も
が
く
ほ
ど
に
深
く

な
る
、
意
識
の
焦
点
と
は
別
の
自
己
の
存
在
、
そ
れ
を
改
め
て
自
覚
し
た
と
き
、

漱
石
は
、「
意
識
」
を
新
た
な
視
線
で
捉
え
る
。

水
底
に
漂
う
よ
う
に
、
お
ぼ
ろ
げ
で
、
不
可
解
で
、
し
か
も
逃
れ
る
こ
と
す
ら

出
来
な
い
、
自
ら
の
分
ら
ぬ
部
分
、
そ
ん
な
意
識
存
在
を
、
拒
絶
す
る
こ
と
の
出

来
な
い
自
身
に
漱
石
は
気
付
い
て
い
る
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
よ
う
に
も
受
け
取
れ

る
。異

国
の
地
か
ら
日
本
に
、
帰
る
べ
き
場
所
に
帰
っ
て
き
た
と
い
う
の
に
、
そ
れ

が
微
塵
も
感
じ
ら
れ
な
い
孤
立
感
、
疎
外
感
、
自
身
の
内
部
、
き
っ
ぱ
り
と
割
り

切
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
そ
の
齟
齬
が
、「
文
学
論
」
と
「
水
底
の
感
」
と
の

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
。

ま
た
、
こ
こ
で
は
詳
細
に
つ
い
て
は
割
愛
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
同
時
に
、
漱
石

が
、
留
学
中
に
触
れ
て
い
た
、
Ｓ
Ｐ
Ｒ
（
心
霊
研
究
協
会
）
か
ら
の
示
唆
を
も
否

定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
『
宗
教
経
験
の
諸
相
』
な
ど
に
よ
っ

て
自
ら
体
得
し
よ
う
と
し
て
い
た
、
通
常
の
意
識
（
こ
の
場
合
は
、
認
知
機
能
と

し
て
の
意
識
）
を
超
越
し
た
、
未
知
な
る
意
識
空
間
へ
の
関
心
、
不
可
解
な
る
部

分
へ
の
関
心
な
ど
も
、
後
の
漱
石
文
学
を
支
え
る
基
盤
と
な
っ
て
い
く
。

漱
石
は
、
意
識
を
、
文
芸
を
、
そ
し
て
、
文
学
を
断
片
と
し
て
、
時
々
刻
々
と

変
化
す
る
個
々
の
粒
子
と
捉
え
る
こ
と
を
目
標
と
し
、「
文
学
論
」を
書
い
て
い
た
。

そ
れ
は
確
か
に
事
実
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
時
期
書
か
れ
た
「
水
底
の
感
」
と
い
う
詩
の
存
在
、
そ
し
て
、

当
時
の
別
の
断
片
や
詩
、
そ
し
て
、
当
時
の
漱
石
の
東
京
で
の
生
活
そ
の
も
の
な

ど
か
ら
私
は
、
ど
う
し
て
も
、
そ
う
し
た
漱
石
の
「
文
学
論
」
へ
の
態
度
の
そ
の

奥
の
部
分
に
、
別
の
視
線
が
在
る
よ
う
に
感
じ
て
な
ら
な
い
。

何
度
も
取
り
上
げ
る
よ
う
に
、
漱
石
は
、
意
識
を
、
意
識
の
波
を
「
断
片
」
と

し
て
捉
え
、
そ
の
強
弱
を
以
っ
て
、
認
知
作
用
に
よ
っ
て
、
意
識
化
す
る
こ
と
を

文
学
と
し
て
表
し
た
。
け
れ
ど
も
、
意
識
断
片
は
、
た
だ
、
認
知
機
能
と
し
て
の

断
片
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
く
、
断
片
と
断
片
と
の
間
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
間
に

は
限
り
な
く
存
在
す
る
、
感
情
の
複
雑
な
、
融
解
し
た
部
分
が
あ
る
、
と
い
う
こ

と
に
、「
科
学
」的
視
点
か
ら
文
学
を
論
じ
な
が
ら
も
、
彼
は
、
抱
き
初
め
て
い
た

の
で
あ
る
。

英
国
留
学
中
に
、
英
文
学
に
対
峙
す
る
た
び
に
感
じ
て
い
た「
血
で
血
を
洗
う
」

感
覚
。
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
自
分
の
「
異
国
人
」「
異
文
化
」
と

し
て
の
疎
外
感
を
敢
え
て
逆
に
利
用
す
る
が
如
く
、
極
め
て
、
冷
静
に
、
緻
密
な

る
分
析
を
推
し
進
め
た
漱
石
。
け
れ
ど
も
彼
に
生
じ
た
大
き
な
矛
盾
。

そ
れ
は
、
単
な
る
「
意
識
の
波
」、
そ
し
て
、
そ
れ
を
構
築
す
る
「
断
片
」
な

ど
で
は
、
置
き
換
え
る
こ
と
の
出
来
な
い
、
不
明
確
に
、
解
け
合
う
曖
昧
な
部
分

の
存
在
で
あ
り
、
意
識
の
み
が
独
立
し
て
漂
う
外
部
か
ら
は
閉
じ
た
世
界
で
も
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あ
っ
た
。

階
層
的
で
あ
る
は
ず
の
意
識
の
構
図
、
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
も
っ
と
曖
昧
で
、

如
何
な
る
裂
け
目
も
境
界
も
存
在
し
な
い
よ
う
な
、
解
け
た
揺
ら
ぎ
の
世
界
で
あ

る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
文
学
は
、
そ
ん
な
人
間
の
意
識
を
反
映
す
る
以
上
、「
Ｆ
＋
ｆ
」

の
み
で
は
、
到
底
解
析
す
る
こ
と
の
不
可
能
な
、
更
に
曖
昧
な
、
自
己
自
身
に
さ

え
不
可
解
な
る
領
域
で
も
あ
ろ
う
。
そ
の
矛
盾
が
「
混
沌
」
と
し
て
、
こ
う
し
た

「
水
底
の
感
」
に
表
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

藤
村
操
の
死
を
契
機
と
し
て
、
水
、
と
い
う
混
沌
、
揺
ら
ぎ
、
水
底
に
想
い
を

馳
せ
た
漱
石
は
、
対
象
を
認
識
す
る
断
片
が
増
加
し
減
少
す
る
「
Ｆ
＋
ｆ
」
の
意

識
認
識
を
、
類
型
化
し
て
い
く
作
業
の
中
で
、
抽
象
的
で
あ
る
文
学
に
、
科
学
的

分
析
を
施
す
の
で
は
な
い
文
学
と
意
識
の
あ
り
方
、
意
識
状
態
の
模
索
か
ら
、
自

ら
筆
を
と
り
「
水
」
を
描
い
た
の
で
あ
っ
た
。「
文
学
論
」
の
意
識
の
中
に
は
、
そ

ん
な
漱
石
の
次
な
る
契
機
が
こ
う
し
て
内
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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注一

「
文
学
論
」
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
明
治
三
十
六
年
九
月
か
ら
三
十
八
年

六
月
ま
で
、
東
京
帝
国
大
学
で
講
義
さ
れ
た
「
英
文
学
概
説
」
が
そ
の
元
で
あ

り
、
明
治
四
十
年
五
月
に
大
倉
書
店
か
ら
発
行
さ
れ
た
。

二

夏
目
漱
石
『
漱
石
全
集

第
十
七
巻
』（
一
九
九
六
・
一
、
岩
波
書
店
・

五
二
九
頁
）

三

例
え
ば
、
越
智
治
雄
は
、「
こ
れ
は
女
性
か
ら
の
夢
の
境
域
へ
の
誘
い
」（
越

智
治
雄
「
漱
石
と
夢
の
極
点
」、『
国
文
学
』
昭
和
四
九
・
一
一
）
と
し
て
漱
石

の
、
夢
の
世
界
を
重
視
し
た
見
方
を
示
し
、
江
藤
淳
は
、「
嫂
登
世
」
に
対
す

る
金
之
助
の
思
慕
に
拘
っ
て
、「
水
底
」
を
彼
が
必
死
に
模
索
し
て
い
た
薄
明

の
世
界
の
安
息
」（
江
藤
淳『
漱
石
と
そ
の
時
代
・
第
二
部
』（
昭
和
四
五
・
八
・

新
潮
））
だ
と
分
析
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
が
、
寺
田
寅
彦
宛
私
信
に
書
か
れ
た

葉
書
で
あ
る
こ
と
を
重
視
し
て
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
、
結
核
の
た
め
に
夭
逝

し
た
寅
彦
の
妻
夏
子
へ
の
、
寅
彦
の
深
き
思
い
を
土
台
に
し
て
、
漱
石
が
こ
の

詩
を
書
い
た
と
す
る
藤
井
淑
禎
の
論
（
藤
井
叔
禎
「
先
立
つ
女
を
め
ぐ
っ
て

｜「
水
底
の
感
」
と
「
琴
の
そ
ら
音
」（『
不
如
帰
の
時
代
－
水
底
の
漱
石
と
青

年
達
』
平
成
二
・
三
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
））
も
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
当
時

漱
石
が
水
彩
画
に
凝
っ
て
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
浪
漫
主
義
の
ワ
ッ
ツ
の
素
描
を

し
き
り
に
模
写
し
て
い
た
こ
と
な
ど
と
の
関
連
か
ら
、
詩
の
具
体
的
解
釈
を

否
定
し
て
、
そ
こ
に
抽
象
性
を
見
た
上
で
、「
漱
石
の
心
情
が
イ
マ
ジ
ネ
ー

シ
ョ
ン
の
中
で
解
放
さ
れ
、
自
由
に
飛
翔
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
」と

い
う
中
島
国
彦
の
論
（
中
島
国
彦
『
夏
目
漱
石
の
手
紙
』
平
成
六
・
四
、
大
修

館
書
店
）
も
あ
る
。

四

東
京
帝
国
大
学
で
の
漱
石
の
「
英
文
学
概
説
」
の
授
業
は
、
そ
の
前
任
者
で

あ
る
小
泉
八
雲
（
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ヘ
ル
ン
）
の
人
気
が
あ
ま
り
に
も
高
か
っ

た
た
め
、
学
生
た
ち
か
ら
は
、
か
な
り
の
反
感
を
持
っ
て
迎
え
ら
れ
て
い
た
。

漱
石
に
と
っ
て
こ
の
講
義
は
苦
痛
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

（
小
生
は
学
校
へ
出
て
駄
弁
を
弄
し
居
候
大
学
の
講
義
わ
か
ら
ぬ
ゆ
え
に
て

大
分
不
評
判
。（
略
）
大
学
の
方
は
此
学
期
に
試
験
を
し
て
み
て
其
模
様
次
第

に
て
考
案
を
立
て
考
案
次
第
に
て
は
小
生
は
辞
任
を
申
し
出
る
覚
悟
に
候
）

五

夏
目
漱
石
『
漱
石
全
集

第
二
巻
』（
一
九
九
四
・
二
、
岩
波
書
店
・
八
六
頁
）

六

英
文
学
概
説
の
講
義
を
進
め
る
漱
石
が
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
か
ら
、
絵
画

を
自
ら
書
き
始
め
て
い
る
。

夏
目
鏡
子
の
「
漱
石
の
思
い
出
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

十
一
月
ご
ろ
一
番
頭
の
悪
か
っ
た
最
中
、
自
分
で
絵
の
具
を
か
っ
て

ま
い
り
ま
し
て
、
し
き
り
に
水
彩
画
を
書
き
ま
し
た
。
私
た
ち
が
観
て

も
、
そ
の
頃
の
画
は
す
こ
ぶ
る
下
手
で
、
何
を
書
い
た
ん
だ
か
さ
っ
ぱ

り
わ
か
ら
な
い
も
の
な
ど
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
数
は
な

か
な
か
ど
っ
さ
り
で
き
ま
し
た
よ
う
で
す
。
も
ち
ろ
ん
お
お
き
い
も
の

も
な
い
よ
う
で
し
て
、
多
く
は
小
品
で
す
が
、
わ
け
て
も
多
い
の
は
は

が
き
に
書
い
た
画
で
す
。
橋
口
貢
さ
ん
と
始
終
自
筆
の
絵
葉
書
の
交
換

を
し
た
も
の
ら
し
く
、
い
つ
ぞ
や
橋
口
さ
ん
の
と
こ
ろ
か
ら
そ
の
ア
ル

バ
ム
を
拝
借
し
て
た
く
さ
ん
あ
る
の
に
驚
き
ま
し
た
。

七

江
藤
淳
『
漱
石
と
そ
の
時
代
・
第
2
部
』（
昭
和
四
五
・
八
・
新
潮
）

八

夏
目
鏡
子
述
・
松
岡
譲
『
漱
石
の
思
ひ
出
』（
昭
和
四
・
一
〇
、
改
造
社
）

九

夏
目
漱
石
『
漱
石
全
集

第
十
四
巻
』（
一
九
九
五
・
八
、
岩
波
書
店
・
二
九

頁
）

十

前
同

十
一

意
識
の
捉
え
方
に
つ
い
て
は
、
一
概
に
、
そ
し
て
端
的
に
述
べ
る
こ
と
は

出
来
な
い
。

唯
物
論
的
見
解
と
し
て
捉
え
れ
ば
、
物
質
が
唯
一
の
実
体
で
、
当
然
、
意

識
は
実
体
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、「
属
性
」で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で

は
な
く
、
意
識
を
も
っ
て
い
る
人
間
の
み
に
存
在
す
る
、
高
度
の
組
織
化
さ

れ
た
「
物
質
」
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
体
を
離
れ
て
存

在
し
な
い
、
い
わ
ゆ
る
「
機
能
」
と
も
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
弁
証
法
的
見
解
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
全
て
の
事
物
を
発
展
的
に

捉
え
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
社
会
発
展
の
中
で
の
人
間
の
意
識
の
様
相
が
そ
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の
成
立
過
程
で
、
相
対
的
に
捉
え
ら
れ
る
。

十
二

「
私
と
は
な
ん
で
あ
る
の
か
。
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
考
え
る
も

の
と
は
な
ん
で
あ
る
か
。
す
な
わ
ち
、
疑
い
、
理
解
し
、
肯
定
し
、
否
定
し
、

意
志
し
、
意
志
し
な
い
、
な
お
ま
た
、
想
像
し
、
感
覚
す
る
も
の
で
あ
る
」

と
い
う
「
私
」
の
発
見
が
存
在
す
る
。

十
三
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
部
分
が
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
は
「
余
は
思
考
す
、
故
に
余
は
存
在
す
」
と
い
ふ
三
つ
子
に
で

も
分
る
様
な
真
理
を
考
え
出
す
の
に
十
何
年
か
懸
つ
た
さ
う
だ
。（『
漱
石
全

集

第
一
巻
』
二
八
八
頁
）

十
四

夏
目
漱
石
『
漱
石
全
集

第
十
四
巻
』（
一
九
九
五
・
八
、
岩
波
書
店
・

二
二
一
頁
）

十
五

前
同
・
二
二
四
頁

十
六

前
同
・
二
二
四
頁

十
七

前
同

十
八

前
同

十
九

当
初
か
ら
、
こ
の
漱
石
の
「
文
学
論
」
に
つ
い
て
、
小
宮
が
、「
元
来
、
こ

の
『
文
学
論
』
は
、「
学
理
的
」
に
、
客
観
的
に
、
科
学
的
に
、
文
芸
そ
の
も

の
を
研
究
し
よ
う
と
し
た
も
の
」
と
述
べ
て
い
る
。

方
法
こ
そ
違
え
ど
も
、
文
学
を
、
科
学
者
的
態
度
で
分
析
す
る
と
い
う
こ

と
を
こ
こ
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
意
識
の
減
弱
作
用
と
い
う
も
の
に
つ

い
て
、
漱
石
が
絵
画
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
。

か
のT

u
rn
er

の
晩
年
の
作
を
見
よ
。
彼
が
描
き
し
海
は
燦
爛
と
し

て
絵
具
箱
を
覆
し
た
る
海
の
如
し
。
彼
の
雨
中
を
進
行
す
る
汽
車
を
描

く
や
溟
濠
と
し
て
色
彩
あ
る
水
上
を
行
く
汽
車
の
如
し
。
此
海
、
此
陸

は
自
然
界
に
あ
り
て
見
出
す
能
は
ざ
る
底
の
も
の
に
し
て
、
し
か
も
充

分
に
文
芸
上
の
真
を
具
有
し
、
自
然
に
対
す
る
要
求
以
上
の
要
求
を
満

た
し
得
る
が
ゆ
え
に
、
換
言
す
れ
ば
、
吾
人
は
こ
ゝ
に
確
乎
た
る
生
命

を
認
む
る
が
故
に
、
彼
の
画
は
科
学
上
真
な
ら
ざ
れ
ど
も
文
芸
上
に
醇

乎
と
し
て
真
な
る
も
の
と
云
ふ
を
得
る
な
り
。（『
文
学
論
』二
五
四
頁
）

こ
の
「
雨
、
上
記
、
速
度
」
は
タ
ー
ナ
ー
の
代
表
的
な
作
品
と
し
て
有
名

な
一
点
で
、
ブ
ル
ー
ネ
ル
鉄
橋
の
上
を
雨
と
霧
の
中
を
疾
走
す
る
汽
車
を
描

い
た
も
の
、
漱
石
は
こ
の
絵
に
つ
い
て
、「
科
学
上
真
な
ら
ざ
れ
ど
も
、
文
芸

上
に
て
真
な
る
も
の
、」
と
し
て
あ
げ
る
。

二
十

夏
目
漱
石
『
漱
石
全
集

第
十
二
巻
』（
一
九
九
五
・
二
、
一
六
三
｜
一
八

七
頁
参
照
）

二
十
一

夏
目
漱
石
『
漱
石
全
集

第
十
三
巻
』（
一
九
九
五
・
二
、
一
〇
九
頁
）

二
十
二

夏
目
漱
石『
漱
石
全
集

第
十
九
巻
』（
一
九
九
五
・
一
一
、
一
三
九
頁
）
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