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は
じ
め
に

本
研
究
は
近
代
日
本
国
民
国
家
形
成
に
お
い
て
、
岩
倉
使
節
団
が
果
た
し
た
役
割
を
再
検
証
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
十
数
年
岩
倉
使
節
団
を
め
ぐ
る
研
究
は
大
流
行
し
て
き
た
が
、
そ
の
多
く
は
岩
倉
使
節
団
が
訪
れ
た
場
所
や
見
た
も
の
な
ど
を
明
ら

か
に
す
る
個
別
研
究
で
あ
っ
て
、
同
使
節
団
と
国
民
国
家
形
成
の
関
係
を
正
面
に
据
え
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か
し
一
年
半
に
わ
た
っ
て
政
府
首
脳
部
が
欧
米
を
巡
遊
し
、
帰
国
後
日
本
の
国
民
国
家
形
成
を
指
導
し
て
い
っ
た
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も

な
い
事
実
で
あ
る
。
し
か
も
彼
ら
の
多
く
は
初
の
西
欧
体
験
で
あ
っ
た
。
こ
の
巡
遊
を
通
じ
て
、
初
め
て
出
会
う
西
欧
の
「
文
明
」
の
前

で
彼
ら
が
い
か
な
る
衝
撃
を
受
け
て
い
っ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
乗
り
越
え
つ
つ
、
い
か
な
る
国
民
国
家
形
成
を
志
し
て

い
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
国
民
国
家
形
成
の
原
点
を
探
る
上
で
重
要
な
作
業
な
の
で
は
な
い
か
。

本
稿
で
は
こ
の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
西
部
の
大
荒
野
に
お
け
る
使
節
団
の
動
向
に
着
目
す
る
。
大
都
会
サ
ン

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
大
歓
迎
を
受
け
た
使
節
団
が
、
そ
の
後
一
ヶ
月
近
く
西
部
の
大
荒
野
を
旅
す
る
中
で
一
体
何
を
感
じ
、
何
を
考
え
る
に

至
っ
た
の
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
後
の
国
民
国
家
形
成
に
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
か
。
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本
研
究
の
特
色
は
、
そ
れ
を
探
る
た
め
に
、
文
献
・
史
料
を
紐
解
く
の
で
は
な
く
、
実
際
に
ア
メ
リ
カ
西
部
を
旅
す
る
こ
と
で
、
使
節

団
の
人
々
が
受
け
た
で
あ
ろ
う
衝
撃
を
追
体
験
し
て
み
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。
色
川
大
吉
以
来
、
こ
う
し
た
現
場
主
義
・
実
地
主
義

的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
す
る
研
究
も
少
な
く
な
っ
た
が
、
今
回
は
あ
え
て
そ
う
し
た
手
法
を
取
る
。
な
ぜ
な
ら
近
代
化
さ
れ
た
と
は
い
え
、
ア

メ
リ
カ
西
部
に
は
今
も
な
お
当
時
そ
の
ま
ま
の
大
荒
野
が
広
が
り
、
人
々
の
気
質
も
風
土
も
文
化
も
あ
る
程
度
原
形
を
と
ど
め
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
こ
を
旅
す
る
こ
と
で
使
節
団
の
人
々
の
心
象
風
景
に
少
し
で
も
近
づ
き
、
彼
ら
が
や
が
て
国
民
国
家
形
成
を
決
意
す
る
に

至
っ
た
過
程
を
理
解
し
た
い
と
考
え
る
。

以
下
第
一
章
で
は
こ
れ
ま
で
の
岩
倉
使
節
団
を
め
ぐ
る
研
究
を
整
理
し
、
筆
者
が
な
ぜ
そ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
す
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
る
に
至
っ
た
か
を
示
す
。
そ
し
て
第
二
章
で
は
実
際
に
ア
メ
リ
カ
西
部
の
大
荒
野
を
旅
す
る
中
で
私
た
ち
一
行
が
感
じ
た
こ
と
を
通

じ
て
、
使
節
団
の
人
々
の
受
け
た
衝
撃
と
そ
の
意
味
を
推
察
し
、
彼
ら
が
や
が
て
国
民
国
家
形
成
の
起
点
に
立
っ
て
い
く
過
程
を
明
ら
か

に
し
て
い
き
た
い
。

１．

岩
倉
使
節
団
の
研
究
史

本
章
で
は
、
特
に
戦
後
の
明
治
維
新
史
研
究
の
中
で
、
岩
倉
使
節
団
が
ど
の
よ
う
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
か
を
整

理
し
、
近
年
の
岩
倉
使
節
団
研
究
の
流
行
に
至
る
道
筋
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
本
研
究
が
そ
れ
に
対
し
て
何
を
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う

と
し
、
何
を
課
題
と
し
て
い
る
の
か
を
明
確
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

ａ
、
明
治
維
新
史
研
究
と
岩
倉
使
節
団

太
平
洋
戦
後
に
本
格
化
し
た
明
治
維
新
研
究
は
、
当
初
講
座
派
の
手
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
「
西
洋
中
心
主
義
的
な
世
界

史
像
」
で
あ
り
な
が
ら
、「
一
国
史
的
視
点
が
意
外
に
強
く
」、「
内
発
発
展
に
力
点
を
置
く
」
傾
向
が
強
か
っ
た
た
め
、
特
に
社
会
経
済
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史
的
研
究
に
大
き
な
成
果
を
残
し
た
。
そ
の
中
で
明
治
維
新
は
、〈
絶
対
主
義
政
権
の
成
立
＝
封
建
支
配
層
の
自
己
変
革
〉
で
あ
る
と
す

る
視
点
が
打
ち
出
さ
れ
、
そ
の
起
点
と
し
て
天
保
期
の
動
き
に
注
目
す
る
研
究
が
相
次
い
だq

。
当
然
こ
の
流
れ
か
ら
は
岩
倉
使
節
団
を
重

視
す
る
傾
向
は
生
み
出
さ
れ
ず
、
同
時
期
に
は
さ
し
て
見
る
べ
き
成
果
を
生
み
出
す
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

や
が
て
昭
和
三
十
年
代
に
入
る
と
、
対
外
的
契
機
（
具
体
的
に
は
外
圧
や
対
外
接
触
）
へ
研
究
の
主
力
が
移
行
し
て
い
く
。
い
わ
ゆ
る

昭
和
史
論
争
の
影
響
で
、
そ
れ
ま
で
の
社
会
経
済
史
偏
重
へ
疑
問
が
投
げ
掛
け
ら
れ
、
政
治
史
研
究
の
進
展
が
促
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の

中
か
ら
例
え
ば
ペ
リ
ー
来
航
を
近
代
の
対
外
危
機
の
象
徴
と
し
て
重
視
し
、
嘉
永
期
を
起
点
と
し
て
始
ま
っ
た
変
革
に
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
合

わ
せ
た
研
究
やw

、
同
時
期
に
西
南
雄
藩
に
お
い
て
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
新
し
い
政
治
主
体
の
分
析
を
進
め
て
い
く
研
究
な
ど
が
登
場
し

て
く
る
こ
と
と
な
るe

。
し
か
し
こ
こ
で
も
ま
だ
岩
倉
使
節
団
へ
の
重
視
は
生
ま
れ
な
い
。
総
じ
て
こ
の
時
期
の
研
究
は
、
新
政
府
成
立
後

の
動
き
に
関
し
て
は
弱
か
っ
た
。

そ
の
後
明
治
維
新
研
究
は
、
二
つ
の
潮
流
に
分
化
し
て
い
く
。
ま
ず
丸
山
真
男
を
中
心
と
す
る
人
々
は
、
維
新
の
動
力
を
、
経
済
社
会

の
変
化
か
ら
、
人
間
集
団
・
諸
階
層
多
岐
の
政
治
活
動
へ
移
行
さ
せ
て
検
討
を
深
め
、「
前
期
的
国
民
主
義
」
の
成
長
過
程
や
「
国
民
」

そ
の
も
の
の
形
成
を
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
実
際
に
は
特
定
の
政
治
エ
リ
ー
ト
や
代
表
的
思
想
家
の
研
究
を
進
め
て
い
っ
たr

。

一
方
で
佐
々
木
潤
之
助
に
代
表
さ
れ
る
人
々
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
底
流
に
あ
る
人
民
闘
争
史
観
を
継
承
し
、
政
治
エ
リ
ー
ト
や
代
表

的
思
想
家
の
研
究
に
傾
斜
す
る
前
者
の
動
向
を
批
判
し
つ
つ
、
民
衆
史
、
民
衆
思
想
史
の
研
究
に
取
り
組
ん
だt

。
そ
し
て
〈
欧
米
モ
デ
ル
〉

に
安
易
に
流
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
そ
れ
ま
で
の
研
究
動
向
に
批
判
を
加
え
つ
つ
、〈
自
己
モ
デ
ル
〉
の
構
築
を
次
第
に
課
題
と
す
る
よ
う
に

な
る
。

こ
の
両
者
の
潮
流
は
や
が
て
期
せ
ず
し
て
日
本
型
国
民
国
家
の
形
成
過
程
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
す
る
よ
う
に
な
る
。
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に

始
ま
っ
た
明
治
維
新
の
再
評
価
（「
近
代
化
論
」
の
登
場
）
に
も
影
響
を
受
け
、
そ
れ
へ
の
反
発
な
ど
か
ら
、
む
し
ろ
政
治
主
体
に
よ
る

民
衆
操
作
の
怖
さ
、
そ
の
中
で
民
衆
の
「
疎
外
」
状
況
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
過
程
な
ど
が
描
き
出
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
基
盤
は
「
近
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代
化
」
批
判
の
精
神
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
日
本
型
国
民
国
家
形
成
過
程
を
分
析
す
る
た
め
に
は
、
当
時
の
政
治
エ
リ
ー
ト
の
大
部
分
が
参
加
し
二
年
近
く
も
欧
米
を
歴
訪
し

た
岩
倉
使
節
団
の
影
響
力
、
す
な
わ
ち
そ
の
後
の
国
民
国
家
形
成
へ
の
道
筋
の
一
つ
の
起
点
と
し
て
の
使
節
団
の
役
割
が
、
こ
の
段
階
で

重
視
さ
れ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
の
だ
が
、
当
時
の
研
究
者
の
多
く
が
、「
西
欧
化
」「
近
代
化
」
に
対
し
て
否
定
的
な
見
方
を

し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
岩
倉
使
節
団
研
究
は
歴
史
学
の
主
要
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
現
代
に
至
る
ま
で
欠
落
し

て
し
ま
っ
た
、
こ
の
使
節
団
を
め
ぐ
る
、
あ
る
種
の
研
究
の
空
白
が
存
在
し
て
い
る
。

七
十
年
代
以
降
に
入
り
、
維
新
史
研
究
に
新
た
な
動
向
が
生
ま
れ
て
く
る
中
で
、
岩
倉
使
節
団
も
初
め
て
こ
こ
に
大
き
く
脚
光
を
浴
び

る
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
石
井
孝
の
切
り
開
い
た
道
を
通
っ
て
、
国
際
関
係
・
対
外
交
渉
過
程
分
析
の
進
展
が
見
ら
れ
、
当
初
ペ
リ
ー
来
航
・
不
平
等
条
約

締
結
過
程
を
中
心
と
し
て
い
た
研
究
は
、
そ
の
前
後
に
展
開
し
始
め
た
。
そ
し
て
そ
の
流
れ
の
中
で
幕
末
の
使
節
団
、
留
学
生
な
ど
の
研

究
が
流
行
し
、
岩
倉
使
節
団
も
初
め
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
たy

。

一
方
、
丸
山
真
男
が
切
り
開
い
た
、
近
代
へ
の
移
行
の
中
で
生
じ
た
価
値
転
換
を
重
視
す
る
視
点
は
、
そ
の
後
形
を
変
え
な
が
ら
受
け

継
が
れ
、
西
洋
の
与
え
た
衝
撃
が
日
本
に
何
を
も
た
ら
し
た
の
か
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
佐
藤
誠
三
郎
『「
死
の
跳
躍
」
を
越
え
て
―
西

洋
の
衝
撃
と
日
本
―
』（
都
市
出
版
、
一
九
九
二
年
）
な
ど
、
ト
ッ
プ
リ
ー
ダ
ー
の
意
識
変
革
に
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
あ
て
た
研
究
が
出
現
す

る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
意
識
変
革
こ
そ
が
、
や
が
て
彼
ら
の
手
で
日
本
型
国
民
国
家
形
成
が
な
さ
れ
て
い
く
際
の
一
つ
の
大
き
な
動

機
付
け
と
な
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
岩
倉
使
節
団
の
研
究
も
こ
こ
で
大
き
く
進
展
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は

こ
の
段
階
で
も
ま
だ
そ
う
い
う
視
点
で
の
注
目
は
数
少
な
か
っ
た
。

む
し
ろ
こ
の
時
期
に
大
き
く
進
展
し
た
の
は
、
政
治
過
程
分
析
に
純
化
し
た
研
究
群
で
あ
り
、
山
川
出
版
社
の
『
年
報
・
近
代
日
本
研

究
』
を
主
要
誌
と
し
、
坂
野
潤
治
、
宮
地
正
人
ら
を
中
心
に
詳
細
な
過
程
分
析
が
相
次
い
だ
。
そ
し
て
こ
の
中
か
ら
、
明
治
六
年
政
変
の
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前
段
階
と
し
て
岩
倉
使
節
団
が
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
時
代
の
影
響
を
受
け
つ
つ
多
様
な
展
開
を
遂
げ
て
き
た
歴
史
学
は
、
い
よ
い
よ
国
民
国
家
論
の
隆
盛
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。

ｂ
、
国
民
国
家
論
の
登
場

八
十
年
代
以
降
急
速
に
広
ま
っ
た
国
民
国
家
論
は
、
当
初
フ
ラ
ン
ス
史
研
究
家
で
あ
る
西
川
長
夫
ら
に
よ
り
西
欧
歴
史
理
論
の
導
入
と

い
う
形
で
進
め
ら
れ
た
が
、
次
第
に
日
本
型
国
民
国
家
の
特
質
と
そ
の
形
成
過
程
を
追
う
議
論
へ
と
変
化
を
遂
げ
て
い
っ
た
。

こ
の
国
民
国
家
論
に
は
様
々
な
分
野
か
ら
研
究
者
の
参
入
が
見
ら
れ
、
そ
の
後
次
第
に
研
究
は
細
分
化
し
、
文
化
・
社
会
・
思
想
な
ど

あ
ら
ゆ
る
テ
ー
マ
を
題
材
と
し
て
日
本
型
国
民
国
家
の
形
成
が
論
じ
ら
れ
る
状
況
を
生
み
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
明
治
維
新
を
何
ら
か
の

変
革
と
と
ら
え
る
人
な
ら
、
誰
も
が
安
易
に
入
っ
て
こ
ら
れ
る
広
さ
を
持
つ
理
論
で
あ
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
各
自
の
解
釈
に
基
づ
き
、

自
分
の
問
題
関
心
の
理
論
化
に
利
用
可
能
な
便
利
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
そ
う
し
た
窓
口
の
広
さ
は
、
次
の
二
つ
の
点
で
問
題
点
を
生
じ
て
い
る
。

第
一
に
、
共
通
の
概
念
規
定
な
ど
が
皆
無
で
あ
る
た
め
、
国
民
国
家
論
相
互
の
議
論
が
噛
み
合
わ
な
い
ケ
ー
ス
が
多
々
見
ら
れ
る
。

第
二
に
、
明
治
維
新
以
降
の
「
近
代
化
」
を
ど
う
評
価
す
る
か
、
と
い
う
発
想
の
原
点
に
近
い
部
分
で
す
ら
共
通
の
理
解
を
持
た
な
い

た
め
、
こ
の
国
民
国
家
形
成
過
程
を
マ
イ
ナ
ス
に
評
価
す
る
人
と
プ
ラ
ス
に
評
価
す
る
人
が
混
在
し
、
そ
う
し
た
立
場
の
違
い
が
、
議
論

に
微
妙
な
不
協
和
音
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
例
え
ば
前
者
に
関
し
て
い
え
ば
、
今
西
一
な
ど
こ
う
し
た
動
き
を
民
衆
に
と
っ
て
の
マ
イ
ナ

ス
の
始
点
（
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
疎
外
」
の
始
ま
り
）
と
と
ら
え
、
そ
れ
が
社
会
の
各
分
野
で
い
か
に
演
出
さ
れ
、

作
ら
れ
た
か
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
七
十
年
代
以
来
の
主
要
研
究
動
向
で
あ
る
民
衆
と
国
家
の
相
剋
の
一
つ
の
展
開
と
し
て
と
ら
え
ら
れ

て
い
る
。
一
方
で
後
者
は
、
特
に
技
術
史
分
野
の
人
々
な
ど
を
中
心
に
、
日
本
の
各
分
野
が
い
か
に
し
て
近
代
化
（
＝
進
歩
）
し
た
か
を

解
明
し
て
い
く
た
め
の
基
礎
作
業
と
し
て
こ
の
理
論
を
導
入
し
、
具
体
的
な
装
置
の
導
入
や
、
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
人
の
功
績
が
評
価
の
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対
象
と
な
る
傾
向
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
現
在
で
は
「
国
民
国
家
論
」「
日
本
型
国
民
国
家
の
形
成
」
は
大
流
行
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
議
論
の
ベ
ー
ス
と
な
る

共
通
の
基
盤
も
な
く
、
各
自
の
視
点
が
ば
ら
ば
ら
に
交
錯
す
る
中
で
、「
な
ん
と
な
く
」
理
解
が
成
立
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
拭

え
な
い
。
そ
し
て
こ
う
し
た
視
点
の
交
錯
は
、
そ
の
ま
ま
岩
倉
使
節
団
研
究
に
お
い
て
も
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ｃ
、
岩
倉
使
節
団
の
研
究
史
と
本
研
究
の
課
題

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
戦
後
歴
史
学
の
展
開
の
中
で
、
岩
倉
使
節
団
研
究
が
ど
の
よ
う
な
取
り
上
げ
ら
れ
方
を
し
て
き
た
か
を
整
理
し

て
み
よ
う
。
そ
し
て
そ
こ
に
ひ
そ
む
問
題
点
と
、
そ
れ
に
対
し
て
本
研
究
が
何
を
付
加
し
、
何
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
明
ら

か
に
し
た
い
。

ま
ず
維
新
史
研
究
の
初
期
段
階
で
は
、
岩
倉
使
節
団
は
、
外
交
史
の
一
部
と
し
て
描
か
れ
て
き
た
。
例
え
ば
高
校
の
教
科
書
で
よ
く
見

ら
れ
る
よ
う
な
、「
条
約
改
正
の
第
一
歩
だ
っ
た
が
、
失
敗
し
た
」
と
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
う
し
た
状
況
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
一
九
七
五
年
に
岩
倉
使
節
団
の
公
式
記
録
で
あ
る
と
こ
ろ
の
『
欧
米
回
覧
実
記
』

（
そ
れ
ま
で
は
奇
観
本
で
あ
っ
て
滅
多
に
入
手
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
）
が
復
刻
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
後
岩
波
文
庫

版
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
同
史
料
を
た
や
す
く
座
右
に
置
け
る
こ
と
と
な
っ
た
各
研
究
者
が
、
競
っ
て
そ
の
分
析
に
参

入
し
、
岩
倉
使
節
団
研
究
は
突
然
爆
発
的
に
研
究
が
進
み
、
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
過
程
で
、
岩
倉
使
節
団
は
単
な
る
条
約
改
正
の
一
使
節
団
と
い
う
位
置
付
け
を
超
え
、
政
府
首
脳
の
多
く
が
揃
っ
て
欧
米
を
歴
訪

し
た
最
初
で
最
後
の
大
使
節
団
と
し
て
、
そ
の
後
の
近
代
国
家
（
日
本
型
国
民
国
家
）
形
成
上
の
役
割
を
再
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

特
に
欧
米
の
文
化
・
技
術
・
知
識
な
ど
の
吸
収
に
ど
の
よ
う
な
効
果
が
あ
っ
た
か
が
議
論
の
中
心
に
な
っ
て
い
っ
た
。

こ
の
皮
切
り
と
な
っ
た
の
は
大
久
保
利
謙
編
『
岩
倉
使
節
の
研
究
』（
宗
高
書
房
、
一
九
七
六
年
）
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
岩
倉
使
節
団
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は
日
本
の
近
代
国
家
形
成
に
大
き
な
寄
与
を
果
た
し
た
と
の
立
場
を
明
確
に
打
ち
出
し
、
こ
の
使
節
団
が
、
（1）
何
を
見
て
、
ど
う
感
じ
た

の
か
、
（2）
何
を
取
り
入
れ
、
何
を
取
り
入
れ
な
か
っ
た
の
か
を
テ
ー
マ
に
行
わ
れ
た
こ
の
共
同
研
究
は
、
そ
の
後
の
岩
倉
使
節
団
研
究
に

大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
、
従
来
と
は
違
う
メ
ン
バ
ー
の
多
数
参
入
と
そ
れ
に
よ
る
研
究
の
学
際
化
・
国
際
化
、
さ
ら
に
研
究
の
果
た
し

な
い
細
分
化
が
始
ま
っ
たu

。
こ
の
流
れ
は
や
が
て
日
本
型
国
民
国
家
形
成
の
起
点
を
こ
の
使
節
団
に
求
め
る
視
点
を
生
み
出
しi

、
国
民
国

家
論
の
隆
盛
と
共
に
幅
広
く
論
議
が
な
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
多
く
の
国
民
国
家
論
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
傾
向
の
研
究
も
次
第
に
細
分
化
し
て
い
き
、
岩
倉
使
節
団
を

契
機
と
し
て
社
会
の
ど
の
分
野
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
の
個
別
分
析
が
著
し
く
増
加
し
、
全
体
と
し
て
岩
倉
使
節
団
の
果
た
し
た
役

割
を
論
じ
る
視
点
が
薄
く
な
っ
て
き
て
い
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
特
に
そ
の
後
の
日
本
の
「
近
代
化
」
を
リ
ー
ド
し
て
い
っ
た
大
久
保
、

伊
藤
ら
政
府
首
脳
部
が
こ
の
使
節
団
へ
の
参
加
を
通
じ
て
受
け
た
衝
撃
、
そ
こ
か
ら
始
ま
る
政
府
構
想
の
変
容
と
い
っ
た
分
野
に
関
し
て

は
、
極
め
て
研
究
の
蓄
積
が
薄
い
。

ま
た
久
米
邦
武
の
執
筆
し
た
『
米
欧
回
覧
実
記
』
に
寄
り
掛
か
り
す
ぎ
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
視
点
の
み
を
忠
実
に
引
用
し
な
が
ら
、

「
岩
倉
使
節
団
の
見
た
○
○
」
と
い
っ
た
分
析
を
行
っ
て
い
る
も
の
が
枚
挙
に
暇
な
い
が
、
筆
者
の
久
米
自
身
も
初
め
て
の
欧
米
に
衝
撃

を
受
け
つ
つ
、
必
死
で
そ
れ
を
消
化
吸
収
し
、
最
終
的
に
帰
国
後
よ
う
や
く
達
し
得
た
境
地
が
こ
の
史
料
に
示
さ
れ
た
世
界
で
あ
っ
た
と

い
う
点
は
忘
れ
て
は
な
ら
ず
、
現
今
の
研
究
に
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
な
『
米
欧
回
覧
実
記
』
の
無
批
判
で
の
使
用
は
極
め
て
危
険
だ
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
久
米
に
関
し
て
も
使
節
団
へ
の
参
加
を
通
じ
て
受
け
た
衝
撃
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
他
の
政
治
指
導
者

同
様
に
と
い
う
よ
り
そ
れ
以
上
の
重
要
さ
を
持
っ
て
検
討
に
あ
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

一
方
で
、
明
治
初
期
政
治
史
研
究
か
ら
も
使
節
団
の
再
評
価
は
与
え
ら
れ
た
。
特
に
そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
、「
明
治
六
年
政
変
」

の
前
段
階
と
し
て
こ
の
使
節
団
を
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
使
節
団
と
留
守
政
府
の
対
立
を
、
思
想
で
は
な
く
権
力
闘
争
で
描
こ

う
と
し
た
毛
利
敏
彦o

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
こ
う
し
た
研
究
で
は
、
岩
倉
使
節
団
は
単
な
る
政
治
上
の
出
来
事
で
あ
っ
て
、
政
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府
首
脳
部
が
欧
米
歴
訪
の
中
で
何
を
学
び
、
自
分
達
の
政
治
構
想
を
ど
の
よ
う
に
変
容
さ
せ
つ
つ
組
み
立
て
て
い
っ
た
か
と
い
う
思
想
史

的
分
析
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
坂
野
潤
治
は
、
こ
の
対
立
を
国
家
構
想
の
違
い
か
ら
描
こ
う
と
し
た
が!0

、
結
果
的
に
ど
の
よ
う
な
構
想
と
な
っ
た
か
に

つ
い
て
は
検
討
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
は
毛
利
同
様
に
極
め
て
分
析
が
薄
い
。
総
じ
て
政
治
史
分
野
の
研
究
者
の
多

く
が
、
政
治
過
程
分
析
に
偏
重
し
て
き
た
こ
と
の
弱
点
は
こ
こ
に
あ
り
、
登
場
人
物
の
思
想
史
的
な
分
析
が
欠
落
し
て
い
る
た
め
に
岩
倉

使
節
団
の
果
た
し
て
き
た
役
割
が
押
さ
え
き
れ
て
い
な
い
所
が
あ
る
。

以
上
の
整
理
か
ら
、
今
後
の
岩
倉
使
節
団
研
究
に
不
可
欠
な
要
素
は
明
ら
か
と
な
る
。

第
一
に
、
そ
の
後
の
日
本
の
「
近
代
化
」「
国
民
国
家
形
成
」
の
中
心
的
役
割
を
担
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
大
久
保
、
伊
藤
ら
政
府
首

脳
陣
が
こ
の
欧
米
歴
訪
を
通
じ
て
い
か
に
衝
撃
を
受
け
、
自
ら
の
思
想
を
変
容
さ
せ
つ
つ
、
日
本
の
未
来
像
を
ど
の
よ
う
に
構
築
し
て
い

っ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
日
本
型
国
民
国
家
形
成
に
お
い
て
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
て
い
っ
た
か
が
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。こ

う
し
た
検
討
に
つ
い
て
は
、
不
思
議
と
そ
の
後
政
府
の
中
心
を
離
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
木
戸
孝
允
に
関
し
て
の
み
は
あ
る
の
だ
が!1

、

ま
だ
絶
対
的
に
そ
の
蓄
積
が
足
り
な
い
。

第
二
に
、『
米
欧
回
覧
実
記
』
と
い
う
一
級
史
料
の
史
料
批
判
が
進
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、
久
米
の
い
う

一
人
の
歴
史
学
者
の
認
識
が
、
初
の
欧
米
歴
訪
の
中
で
ど
の
よ
う
な
変
化
を
遂
げ
、
そ
れ
が
最
終
的
に
い
か
な
る
欧
米
観
と
な
っ
て
帰
結

し
て
い
っ
た
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
久
米
は
他
の
理
事
官
と
違
っ
て
、
あ
る
種
目
だ
け
に
目
を
奪
わ
れ
る
こ
と

な
く
、
使
節
団
全
体
の
動
向
に
目
を
配
り
、
ま
た
「
欧
米
と
は
何
か
」
と
い
う
一
番
大
き
な
命
題
と
向
き
合
い
続
け
た
人
物
で
あ
る
。
そ

れ
だ
け
に
彼
の
欧
米
理
解
が
ど
の
よ
う
に
進
み
、
最
終
的
に
ど
の
よ
う
な
形
に
落
ち
着
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
極
端
な
話
、

今
後
の
岩
倉
使
節
団
研
究
の
在
り
方
す
ら
左
右
す
る
だ
け
の
重
要
性
を
持
つ
も
の
と
考
え
て
い
る
。
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さ
て
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
到
着
し
た
使
節
団
は
、
当
初
近
代
文
明
の
粋
の
よ
う
な
都
会
の
中
で
、
徹
底
し
た
歓
迎
を
受
け
、
地
に
足

の
つ
か
な
い
状
態
に
追
い
や
ら
れ
た
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
段
階
で
あ
る
程
度
冷
静
だ
っ
た
の

は
木
戸
く
ら
い
で
、
後
は
初
め
て
触
れ
た
欧
米
に
圧
倒
さ
れ
る
か
、
極
端
な
嫌
悪
感
を
催
す
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
か
な
り
極
端
な
精
神
状

態
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
。『
米
欧
回
覧
実
記
』
で
は
そ
の
冒
頭
か
ら
冷
静
な
タ
ッ
チ
で
の
記
述
が
続
く
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
帰
国
後

に
そ
れ
ま
で
の
行
程
を
振
り
返
っ
て
再
構
築
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
肝
心
の
久
米
自
身
も
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
入
り
し
た
直
後
か
ら
か
な

り
高
揚
し
た
感
情
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
使
節
団
は
い
つ
冷
静
に
な
っ
て
、
欧
米
の
文
明
を
単
な
る
あ
こ
が
れ
の
対
象
か
ら
相
対
化
す
べ
き
相
手
へ
と
変
化
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
彼
ら
の
い
か
な
る
体
験
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し

て
そ
う
し
た
相
対
化
の
中
で
、
彼
ら
は
日
本
の
未
来
像
を
ど
の
よ
う
に
模
索
し
、
構
築
し
て
い
っ
た
の
か
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
「
日
本
型
」

国
民
国
家
形
成
が
、
そ
の
主
た
る
担
い
手
た
ち
に
よ
っ
て
、
単
な
る
西
欧
の
模
倣
・
導
入
を
超
え
た
、
一
つ
の
「
確
信
」
と
し
て
成
立
し
、

そ
の
原
型
が
作
ら
れ
て
い
っ
た
瞬
間
を
解
き
明
か
す
こ
と
に
つ
な
が
る
。そ
し
て
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
も
っ
と
も
欠
落
し
、

エ
ア
ー
ポ
ケ
ッ
ト
と
な
っ
て
き
た
部
分
で
も
あ
る
。

本
研
究
は
、
以
上
の
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
岩
倉
使
節
団
を
一
つ
の
萌
芽
と
し
て
日
本
型
国
民
国
家
形
成
の
原
風
景
が
ど
の
よ
う
に
構

築
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
冷
徹
な
視
点
で
欧
米
文
化
を
い
ち
早
く
相
対
化
し
、
使
節
団
全
体

の
方
向
性
を
あ
る
程
度
規
定
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
、
考
証
家
久
米
邦
武
の
欧
米
理
解
が
い
つ
の
段
階
で
ど
の
よ
う
に
し
て
完
成
に

至
っ
て
い
っ
た
か
、
そ
れ
が
後
の
日
本
型
国
民
国
家
形
成
と
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
解
明
し
た
い
と
考
え
て

い
る
。
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岩
倉
使
節
団
を
追
っ
て
―
北
米
大
陸
横
断
―

本
研
究
の
特
色
は
、
研
究
分
担
者
の
三
名
が
、
岩
倉
使
節
団
の
た
ど
っ
た
ル
ー
ト
を
追
っ
て
実
際
に
北
米
大
陸
横
断
を
試
み
た
と
こ
ろ

に
あ
る
。
当
時
か
ら
一
〇
〇
年
以
上
の
歳
月
は
流
れ
た
も
の
の
、
自
然
の
風
景
、
産
業
、
人
々
の
意
識
、
風
土
、
文
化
な
ど
に
は
、
依
然

と
し
て
変
わ
ら
ぬ
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
を
実
際
に
肌
で
感
じ
な
が
ら
、
使
節
団
の
た
ど
っ
た
足
跡
を
詳
細
に
追
い
か
け
て
、
約
一
か
月
ほ

ど
を
か
け
て
ゆ
っ
く
り
と
大
陸
横
断
す
る
こ
と
で
、『
米
欧
回
覧
実
記
』
の
記
述
だ
け
で
は
つ
か
み
き
れ
な
い
、
使
節
団
の
人
々
の
内
面

の
変
化
、
意
識
の
変
遷
を
追
体
験
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
そ
の
最
大
の
狙
い
で
あ
っ
た
。

か
つ
て
色
川
大
吉
は
、
秩
父
事
件
の
研
究
を
行
う
に
際
し
て
、
実
際
に
お
腹
の
す
い
た
状
態
で
、
薄
着
で
極
寒
の
秩
父
盆
地
に
立
っ
て

み
て
、
当
時
の
民
衆
た
ち
が
挙
兵
す
る
に
至
っ
た
感
情
の
動
き
を
追
体
験
し
て
み
た
と
い
う
。
昨
今
歴
史
学
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
漠

然
と
し
た
研
究
手
法
は
な
る
べ
く
排
除
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
史
料
を
優
先
さ
せ
た
実
証
手
法
が
多
く
用
い
ら
れ
る
が
、
岩
倉
使
節
団
の

よ
う
に
、
外
国
に
出
か
け
た
日
本
人
が
、
何
を
見
て
、
何
を
感
じ
、
い
か
な
る
衝
撃
を
受
け
、
ど
の
よ
う
に
考
え
を
変
化
さ
せ
て
い
っ
た

か
を
知
る
た
め
に
は
、
実
際
に
そ
の
風
景
の
中
に
身
を
置
い
て
み
る
こ
と
が
不
可
欠
な
の
で
は
な
い
か
。
本
研
究
で
は
こ
う
し
た
考
え
に

基
づ
き
、
色
川
大
吉
的
手
法
を
継
承
し
つ
つ
、
併
せ
て
全
米
各
地
に
残
さ
れ
た
新
聞
史
料
そ
の
他
の
収
集
に
つ
と
め
る
こ
と
と
し
た
。

こ
う
し
た
試
み
は
過
去
の
研
究
者
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
岩
倉
使
節
団
研
究
の
草
分
け
田
中
彰
氏
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
か
ら
始
め
て
、
使
節
団
の
訪
れ
た
主
要
な
都
市
を
め
ぐ
り
、
そ
の
成
果
を
『
脱
亜
の
明
治
維
新
』!2

に
ま
と
め
て
い
る
。
し
か
し
割
合

短
期
間
に
、
岩
倉
使
節
団
の
全
行
程
を
カ
バ
ー
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
都
市
か
ら
都
市
へ
と
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
渡
り
歩
く
こ
と
と
な
り
、

例
え
ば
ア
メ
リ
カ
西
部
の
荒
野
の
中
で
、
使
節
団
が
何
を
見
て
、
何
を
感
じ
た
の
か
と
い
っ
た
部
分
は
、
ほ
と
ん
ど
欠
落
し
て
い
る
。
最

初
に
述
べ
て
お
く
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
こ
う
し
た
移
動
の
途
中
に
こ
そ
、
使
節
団
が
文
明
の
来
襲
に
対
し
て
冷
静
さ
を
取
り
戻
し
、
欧
米

を
相
対
化
し
て
い
け
た
最
大
の
鍵
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
本
研
究
の
よ
う
に
デ
ィ
テ
ー
ル
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
の
実
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地
踏
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
私
た
ち
は
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。

私
た
ち
三
名
は
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
東
ア
ジ
ア
学
部
長
マ
ー
テ
ィ
ン
・
コ
ル
カ
ッ
ト
氏
（『
米
欧
回
覧
実
記
』
の
英
訳
者
と
し
て
知

ら
れ
る
日
本
史
の
専
門
家
）
の
協
力
を
仰
ぎ
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
ワ
ゴ
ン
車
一
台
を
借
り
、
同
氏
と
そ
の
夫
人
、
並
び
に
京
都
大
学

名
誉
教
授
大
山
喬
平
氏
を
加
え
、
総
勢
六
名
の
調
査
団
を
編
成
し
、
使
節
団
の
た
ど
っ
た
ル
ー
ト
に
忠
実
に
後
を
追
い
、
彼
ら
の
訪
れ
た

場
所
は
な
る
べ
く
訪
ね
て
み
る
こ
と
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
旅
を
続
け
た
。

そ
れ
で
は
そ
の
成
果
に
つ
い
て
、
報
告
し
て
い
き
た
い
。

ａ
、
文
明
の
「
衝
撃
」
〜
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

一
九
九
八
年
八
月
末
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
降
り
立
っ
た
私
た
ち
一
行
は
、
使
節
団
の
宿
泊
し
た
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
、
食
事
を
し
た

ク
リ
ッ
プ
ハ
ウ
ス
、
彼
ら
の
見
た
ウ
ッ
ド
ワ
ー
ド
パ
ー
ク
、
ア
ル
カ
ト
ラ
ズ
砲
台
な
ど
を
訪
ね
、
そ
の
関
連
史
料
を
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

市
立
図
書
館
の
歴
史
資
料
室
で
収
集
し
た
。

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
は
当
時
か
ら
ア
メ
リ
カ
有
数
の
大
都
市
で
あ
り
、
こ
こ
で
大
歓
迎
を
受
け
た
使
節
団
は
天
に
も
上
る
気
持
ち
に
な

る
。
例
え
ば
宿
泊
先
の
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
に
つ
い
て
、『
米
欧
回
覧
実
記
』
は
そ
の
高
層
な
る
こ
と
、
装
飾
の
美
し
き
、
灯
明
の
輝
か
し

さ
を
称
え
つ
つ
、「
部
屋
客
座
ヲ
飾
リ
タ
ル
カ
ー
ペ
ッ
ト
チ
ェ
ア
、
爛
燦
ト
シ
テ
目
ヲ
眩
シ
」（『
回
覧
実
記
』
岩
波
文
庫
版
、
（　）一
79
頁
）
と

ま
さ
し
く
「
目
眩
ま
し
」
状
態
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
を
正
直
に
述
べ
て
い
る
。
こ
の
段
階
で
冷
静
さ
を
失
っ
て
い
な
か
っ
た
の
は
、
事
前

に
欧
米
に
関
す
る
情
報
を
熟
知
し
、
ロ
ン
ド
ン
帰
り
の
井
上
馨
ら
に
話
を
聞
い
て
い
た
木
戸
孝
允
く
ら
い
で
あ
り
、
そ
の
他
の
人
々
は
ク

リ
ッ
プ
ハ
ウ
ス
（
現
在
も
営
業
を
続
け
て
い
る
ク
ラ
シ
ッ
ク
な
豪
華
レ
ス
ト
ラ
ン
）
な
ど
で
接
待
攻
勢
に
会
い
、
予
想
も
し
な
い
歓
迎
ぶ

り
に
酔
い
し
れ
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
大
都
会
ぶ
り
に
目
を
奪
わ
れ
続
け
て
い
た
。

そ
れ
で
も
随
行
の
各
理
事
官
、
書
記
官
ら
は
彼
ら
の
任
務
を
果
た
す
べ
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
取
り
調
べ
に
従
事
し
て
行
く
の
で
あ
る
が
、
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見
る
も
の
聞
く
も
の
す
べ
て
が
圧
倒
的
な
存
在
感
を
持
っ
て
彼
ら
に
迫
り
、
そ
の
消
化
吸
収
に
追
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

彼
ら
の
見
た
ウ
ッ
ド
ワ
ー
ド
公
園
は
現
在
は
市
街
地
と
な
っ
て
い
た
が
、
史
料
館
で
見
つ
け
た
当
時
の
写
真
、
記
録
に
よ
れ
ば
、
当
時

と
し
て
は
か
な
り
の
規
模
と
設
備
を
持
ち
、
博
物
館
、
美
術
館
、
動
物
園
、
植
物
園
に
野
外
劇
場
な
ど
を
併
設
し
た
総
合
レ
ク
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
施
設
で
あ
っ
た
。
当
時
の
日
本
に
は
、
こ
う
し
た
市
民
の
た
め
の
総
合
施
設
が
一
つ
も
存
在
し
な
い
こ
と
、
し
か
し
な
が
ら
サ
ン
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
で
は
日
曜
日
に
な
る
と
人
々
が
大
挙
し
て
こ
の
公
園
を
訪
れ
、
社
会
教
育
上
実
に
有
用
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
使
節
団
は
驚

い
て
い
る
（『ILLU

ST
R

A
T

E
D

G
U

ID
E

and
C

atalogue
W

oodw
ard’s

G
ardens

』1875

）。

こ
う
し
た
文
明
の
「
衝
撃
」
は
そ
の
後
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
州
都
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
に
至
る
ま
で
一
貫
と
し
て
続
く
こ
と
に
な
る
。

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
を
出
た
一
行
は
、
郊
外
の
ス
ト
ッ
ク
ト
ン
の
町
で
当
時
最
新
の
精
神
病
院
を
見
学
す
る
。
現
在
も
当
時
の
ま
ま
の

姿
を
残
し
て
い
る
同
病
院
は
、
緑
に
包
ま
れ
て
美
し
い
施
設
の
点
在
す
る
素
晴
ら
し
い
環
境
で
あ
り
、
現
在
の
日
本
の
精
神
病
院
を
知
っ

て
い
る
私
た
ち
に
と
っ
て
も
感
動
的
な
施
設
で
あ
っ
た
。
ま
し
て
精
神
病
者
が
出
れ
ば
座
敷
牢
に
入
れ
る
程
度
の
対
処
法
し
か
持
た
な
か

っ
た
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
ど
れ
ほ
ど
の
衝
撃
が
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。『
米
欧
回
覧
実
記
』
は
こ
こ
で
も
か
な
り
の
ス
ペ
ー
ス
を

割
い
て
、
そ
の
設
備
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
（『
回
覧
実
記
』
岩
波
文
庫
版
、
（　）一
115
頁
）。

サ
ク
ラ
メ
ン
ト
に
入
る
と
彼
ら
は
今
度
は
立
憲
政
治
、
特
に
地
方
分
権
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
州
政
府
、
議
会
の

建
物
は
現
在
で
も
当
時
の
ま
ま
残
り
、
そ
の
ま
ま
政
治
の
場
と
し
て
使
用
さ
れ
つ
つ
、
人
々
に
傍
聴
の
機
会
を
与
え
る
な
ど
一
般
市
民
に

開
か
れ
た
場
所
に
な
っ
て
い
る
。
現
代
の
私
た
ち
に
と
っ
て
も
、
思
わ
ず
記
念
写
真
を
た
く
さ
ん
取
り
た
く
な
る
ほ
ど
美
し
い
施
設
で
あ

っ
た
が
、
当
時
の
使
節
団
に
と
っ
て
は
そ
の
驚
き
は
現
代
に
数
倍
す
る
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
は
こ
れ
が
た
か
が
「
一
藩
」
の
藩
庁
に
過
ぎ

な
い
こ
と
を
知
っ
て
、
愕
然
と
し
て
い
る
。

か
く
し
て
「
文
明
」
は
彼
ら
の
前
に
圧
倒
的
な
存
在
感
を
も
っ
て
立
ち
は
だ
か
っ
た
。
さ
す
が
に
冷
静
な
記
述
で
知
ら
れ
る
『
米
欧
回

覧
実
記
』
も
、
こ
こ
ま
で
は
ひ
た
す
ら
詳
細
な
記
述
を
繰
り
返
す
の
み
で
あ
り
、
使
節
団
一
行
の
受
け
た
衝
撃
の
深
さ
を
う
か
が
い
知
る
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こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
で
は
そ
う
し
た
衝
撃
は
、
い
つ
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
き
っ
か
け
に
薄
れ
、
や
が
て
彼
ら
使
節
団
の
間
に
文
明
を
相
対
化
す
る
視
線

が
生
ま
れ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
う
少
し
彼
ら
と
と
も
に
旅
を
し
て
い
こ
う
。

ｂ
、
文
明
の
裏
側
〜
ネ
バ
ダ
州

サ
ク
ラ
メ
ン
ト
を
出
る
と
、
道
は
が
ぜ
ん
山
道
と
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
有
名
な
シ
ェ
ラ
ネ
バ
ダ
山
脈
の
峻
険
が
立
ち
は
だ
か
っ
て
く

る
が
、
こ
れ
こ
そ
ア
メ
リ
カ
の
大
陸
横
断
鉄
道
開
通
に
至
る
最
大
の
難
関
、
難
所
で
あ
っ
た
。
大
陸
横
断
鉄
道
が
完
成
し
、
ア
メ
リ
カ
大

陸
を
東
西
に
つ
な
ぐ
大
動
脈
が
完
成
し
た
の
は
使
節
団
が
当
地
を
訪
れ
る
わ
ず
か
数
年
前
の
こ
と
で
あ
り
、
彼
ら
は
完
成
し
た
ば
か
り
の

鉄
道
を
特
別
の
車
両
に
乗
っ
て
旅
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

サ
ク
ラ
メ
ン
ト
の
鉄
道
博
物
館
で
は
そ
の
当
時
の
史
料
が
多
数
展
示
さ
れ
、シ
ェ
ラ
ネ
バ
ダ
越
え
の
苦
労
が
切
々
と
語
ら
れ
て
い
た
が
、

そ
れ
は
使
節
団
に
も
分
か
っ
て
い
た
よ
う
で
、
雪
山
の
中
の
ト
ン
ネ
ル
で
一
夜
を
明
か
し
つ
つ
、
彼
ら
は
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
鉄
道
を
通
し

た
こ
と
に
つ
い
て
感
心
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
使
節
団
は
ア
メ
リ
カ
の
大
自
然
の
中
で
、「
文
明
」
が
形
作
ら
れ
て
い
っ
た
際
の
「
苦
労
」
を
知
る
こ
と
と
な
る
。
自
分
達

が
圧
倒
さ
れ
た
「
文
明
」
も
簡
単
に
は
作
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
苦
労
を
重
ね
な
が
ら
少
し
ず
つ
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を

知
り
、
彼
ら
の
中
で
文
明
は
圧
倒
的
な
存
在
か
ら
一
つ
の
目
標
へ
と
切
り
替
わ
る
。
こ
こ
に
相
対
化
の
第
一
歩
が
見
ら
れ
る
。

シ
ェ
ラ
ネ
バ
ダ
山
脈
を
抜
け
る
と
、
今
度
は
ひ
た
す
ら
砂
漠
が
続
く
。
さ
し
も
の
『
米
欧
回
覧
実
記
』
も
、
こ
の
荒
涼
と
し
た
光
景
に

は
次
第
に
口
数
が
重
く
な
っ
て
い
く
。
風
景
描
写
の
代
表
的
な
も
の
は
次
の
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。（『
回
覧
実
記
』
岩
波
文
庫
版
138
頁
）。

山
は
み
な
巉
嶄
た
る
岩
嶂
に
て
、
土
色
黄
赭
に
草
木
も
生
せ
す
、
枯
燥
し
て
潤
沢
な
し
、
皴
皺
は
奇
劈
を
露
し
、
湖
に
映
し
て
気
色

671

九
一

岩
倉
使
節
団
と
国
民
国
家
形
成



を
な
せ
と
も
、
索
然
と
し
て
風
致
な
し
、
四
顧
の
野
は
、
蒼
々
莽
々
と
し
て
、
漠
野
の
光
景
、
殊
に
荒
寥
を
覚
え
た
り

私
た
ち
「
文
明
世
界
」
の
住
人
た
ち
に
と
っ
て
も
、
こ
こ
を
抜
け
る
ま
で
の
数
日
間
は
衝
撃
的
だ
っ
た
。
草
木
は
一
本
も
生
え
ず
、
山

は
岩
肌
を
む
き
出
し
に
さ
ら
し
、
そ
こ
へ
夕
陽
が
差
し
掛
か
る
と
山
全
体
が
紅
く
燃
え
、
そ
の
中
を
白
頭
鷲
や
ら
禿
鷹
ら
が
舞
う
光
景
は
、

筆
舌
に
尽
く
し
が
た
く
、
た
だ
た
だ
呆
然
と
た
た
ず
む
の
み
だ
っ
た
。
当
然
な
が
ら
主
要
な
産
業
は
今
で
も
牧
畜
と
鉱
山
ぐ
ら
い
し
か
な

く
、
刺
激
を
求
め
る
人
々
は
唯
一
の
楽
し
み
で
あ
る
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
興
じ
る
。
そ
の
た
め
ネ
バ
ダ
州
に
お
い
て
は
、
ラ
ス
ベ
ガ
ス
や
リ
ノ

を
筆
頭
に
、
街
と
い
う
街
に
カ
ジ
ノ
が
あ
り
、
他
に
娯
楽
施
設
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
凄
ま
じ
い
と
こ
ろ
ば
か
り
だ
っ
た
。

重
要
な
の
は
、
こ
の
風
景
が
お
そ
ら
く
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
使
節
団
の
目
に
映
っ
て
い
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
比
べ

れ
ば
間
違
い
な
く
当
時
の
日
本
の
風
景
の
方
が
ま
し
だ
っ
た
は
ず
だ
っ
た
。
先
に
引
用
し
た
彼
ら
の
記
述
も
そ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
。
サ

ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
と
い
う
文
明
の
粋
の
よ
う
な
町
か
ら
い
き
な
り
こ
ん
な
凄
い
所
に
放
り
出
さ
れ
た
使
節
団
は
、
あ
き
れ
、
驚
き
な
が
ら

次
第
に
冷
静
さ
を
取
り
戻
し
て
い
く
。

そ
う
し
た
冷
静
さ
は
、
各
地
で
人
々
と
出
会
っ
た
経
験
に
よ
っ
て
も
も
た
ら
さ
れ
た
。

途
中
の
町
で
彼
ら
は
劇
場
に
立
ち
寄
る
。
こ
の
劇
場
は
出
し
物
が
不
人
気
で
、
ほ
と
ん
ど
人
が
入
っ
て
い
な
い
悲
惨
な
状
況
だ
っ
た
の

だ
が
、
使
節
団
の
観
劇
予
約
を
受
け
る
と
、
劇
場
主
は
す
か
さ
ず
新
聞
に
広
告
を
打
ち
、「
確
か
に
こ
の
出
し
物
は
ひ
ど
い
、
だ
が
明
日

だ
け
は
来
る
価
値
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
日
本
人
と
い
う
珍
し
い
も
の
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
だ
」
と
宣
伝
、
こ
れ
が
功
を
奏
し
て
、

当
日
は
満
員
の
入
り
だ
っ
た
と
い
う
話
が
、
当
時
の
新
聞
に
記
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
ま
で
彼
ら
は
劇
場
に
い
く
に
し
て
も
、
最
高
の
芸
術
を
楽
し
む
人
達
の
間
に
、
一
時
の
客
と
し
て
訪
れ
た
だ
け
で
あ
り
、
そ
こ
に

は
彼
ら
と
は
異
質
の
娯
楽
空
間
が
厳
然
と
し
て
広
が
っ
て
い
た
。
だ
が
わ
ず
か
数
百
里
都
会
を
離
れ
た
だ
け
で
、
突
然
自
分
達
が
娯
楽
空

間
の
主
役
に
な
っ
て
し
ま
う
事
実
を
知
っ
た
時
、
彼
ら
の
間
で
文
明
の
意
味
は
音
を
立
て
て
変
容
し
て
い
っ
た
。
教
養
が
あ
る
優
れ
た
民
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族
ア
メ
リ
カ
人
。
そ
れ
は
こ
の
国
す
べ
て
を
覆
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
地
域
差
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
を

ど
う
に
か
一
つ
の
国
と
し
て
ま
と
め
上
げ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
の
「
苦
労
」
を
彼
ら
は
知
る
。

翻
っ
て
考
え
る
に
、
当
時
の
日
本
も
同
様
に
長
い
封
建
制
度
の
影
響
で
、
統
一
し
た
も
の
の
ま
だ
一
つ
の
国
と
は
と
て
も
い
え
な
い
ほ

ど
、
各
地
の
社
会
も
思
想
も
文
化
も
風
俗
も
人
情
も
異
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
い
か
に
し
て
一
つ
の
標
準
を
設
定
し
て
、
そ
の
下
で
国
民

統
合
を
進
め
て
い
く
か
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
大
き
な
課
題
だ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
日
本
型
国
民
国
家
形
成
と
い
わ
れ
る
も
の
の
原

点
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
西
部
の
劇
場
で
出
会
っ
た
、
出
し
物
そ
っ
ち
の
け
で
彼
ら
使
節
団
の
一
挙
手
一
動
作
に
注
目
す
る
人
々
の
姿
は
、
彼
ら
が
サ

ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
出
会
っ
た
「
文
明
」
の
衝
撃
を
少
し
ず
つ
薄
め
て
い
く
。
そ
し
て
冷
静
さ
を
取
り
戻
し
て
い
っ
た
使
節
団
は
、
次
第

に
ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
の
文
明
化
の
歴
史
を
相
対
的
に
眺
め
る
ゆ
と
り
を
生
み
出
し
て
い
く
。
延
々
と
続
く
車
窓
の
荒
涼
と
し
た
風
景
の

中
で
、
そ
う
し
た
考
え
事
を
す
る
時
間
は
彼
ら
に
い
く
ら
で
も
与
え
ら
れ
て
い
た
。

同
様
な
体
験
は
他
に
も
あ
っ
た
。
ネ
バ
ダ
州
の
バ
ト
ル
マ
ウ
ン
テ
ン
と
い
う
人
口
わ
ず
か
数
百
人
の
町
で
私
た
ち
一
行
は
宿
泊
し
、
翌

朝
町
の
小
さ
な
小
さ
な
開
拓
史
料
館
を
訪
ね
た
が
、
ほ
と
ん
ど
掘
っ
立
て
小
屋
同
然
の
そ
の
史
料
館
に
は
驚
く
な
か
れ
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル

ム
リ
ー
ダ
ー
が
あ
り
、
岩
倉
使
節
団
が
通
過
し
た
当
時
の
新
聞
記
事
が
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
と
な
っ
て
保
存
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
見
て

い
く
と
、
使
節
団
が
こ
の
町
を
訪
れ
た
際
の
記
事
が
あ
り
、
彼
ら
の
行
動
記
録
に
続
い
て
「W

hat
Japan

is

」（『T
he

R
eno

C
resent

』

Feb.
10,
1872

）
と
い
う
特
集
記
事
が
組
ま
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
よ
く
読
む
と
よ
く
分
か
る
の
は
、
当
時
の
こ
の
町
の
人
は
日
本
と
い
う
国

に
つ
い
て
の
知
識
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
に
つ
い
て
の
情
報
の
大
部
分
は
、
彼
ら
に
随
行
し
て
い
た
日
本
公

使
デ
ロ
ン
グ
が
新
聞
記
者
に
語
っ
て
聞
か
せ
た
こ
と
で
あ
り
（「The

Jap
」

.Feb.
3.
1872

）、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
彼
ら
に
は
何
一
つ

と
し
て
分
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
こ
の
あ
た
り
の
多
く
の
人
に
と
っ
て
ア
ジ
ア
人
と
は
イ
コ
ー
ル
中
国
人
で
あ
り
、
使
節
団
に
つ
い

て
の
新
聞
記
事
の
中
に
は
、
彼
ら
を
中
国
政
府
か
ら
派
遣
さ
れ
た
と
書
い
て
い
る
も
の
す
ら
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
レ
ベ
ル
の
人
々
と
の
出

673

九
三

岩
倉
使
節
団
と
国
民
国
家
形
成



会
い
も
、
使
節
団
に
先
の
劇
場
体
験
と
同
様
の
感
懐
を
与
え
た
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
う
し
た
感
懐
の
決
定
打
と
な
っ
た
の
は
、
紛
れ
も
な
く
モ
ル
モ
ン
教
徒
と
ア
メ
リ
カ
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
と
の
出
会
い
だ
っ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
節
を
改
め
て
論
じ
て
い
こ
う
。

ｃ．

同
化
の
方
程
式
〜
モ
ル
モ
ン
教
徒
と
ア
メ
リ
カ
イ
ン
デ
ィ
ア
ン

ネ
バ
ダ
州
の
砂
漠
と
荒
野
を
越
え
た
使
節
団
一
行
は
、
や
が
て
ユ
タ
州
に
入
る
。
こ
の
ユ
タ
州
は
現
在
こ
そ
州
で
あ
る
が
、
当
時
は
ま

だ
部
で
あ
っ
て
、
州
の
仲
間
入
り
を
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
こ
の
地
が
異
教
徒
の
住
む
土
地
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

教
祖
ブ
リ
ガ
ム
ヤ
ン
グ
に
率
い
ら
れ
た
モ
ル
モ
ン
教
徒
の
一
行
が
こ
の
土
地
に
た
ど
り
着
い
た
の
は
、
使
節
団
が
こ
の
地
を
訪
れ
る
わ

ず
か
数
年
前
の
こ
と
だ
っ
た
。
同
じ
キ
リ
ス
ト
教
の
一
派
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
排
他
的
な
教
義
か
ら
人
々
の
攻
撃
に
あ
い
続
け
た
彼
ら

が
、
安
住
の
地
を
求
め
て
各
地
を
流
転
し
な
が
ら
、
よ
う
や
く
こ
の
土
地
に
た
ど
り
着
い
た
の
は
西
暦
一
八
四
一
年
の
こ
と
で
あ
り
、
そ

れ
か
ら
わ
ず
か
二
三
十
年
の
間
に
彼
ら
は
巨
大
な
宗
教
都
市
を
築
き
上
げ
よ
う
と
し
て
い
た
。

使
節
団
一
行
が
州
都
ソ
ル
ト
レ
ー
ク
を
訪
れ
た
時
に
は
、
中
心
と
な
る
テ
ン
プ
ル
は
ま
だ
工
事
中
の
段
階
だ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
こ
の

教
団
の
持
つ
勢
力
の
大
き
さ
に
驚
き
、
さ
ら
に
教
祖
ブ
リ
ガ
ム
ヤ
ン
グ
に
面
会
し
て
、
妻
が
十
六
人
、
子
供
が
四
十
八
人
い
る
こ
と
な
ど

を
知
り
、
自
分
達
の
知
る
キ
リ
ス
ト
教
と
は
ま
っ
た
く
異
端
の
宗
教
の
存
在
に
愕
然
と
し
て
い
る
。

こ
の
段
階
で
す
で
に
完
全
に
冷
静
さ
を
取
り
戻
し
つ
つ
あ
っ
た
久
米
邦
武
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
を
振
り
返
り
つ
つ
、
そ
れ
が
布
教

と
称
し
つ
つ
ア
ジ
ア
各
国
の
植
民
地
化
を
進
め
て
き
た
こ
と
、
旧
土
人
（
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
）
に
対
し
て
も
「
何
ら
の
自
治
も
正
義
も
与
へ

ぬ
し
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
種
族
の
オ
レ
ゴ
ン
部
族
に
対
し
て
は
砲
台
を
築
い
て
之
を
排
除
し
た
」
と
非
難
し
、
こ
れ
こ
そ
が
キ
リ
ス
ト
教
国

民
の
「
真
相
」
だ
と
ま
で
論
じ
て
い
る!3

。
そ
し
て
そ
う
し
た
宗
教
だ
か
ら
こ
そ
、
改
革
の
必
要
が
あ
っ
て
各
宗
派
が
生
ま
れ
、
つ
い
に
は

こ
の
モ
ル
モ
ン
教
の
よ
う
な
「
邪
教
淫
祠
」!4

が
興
る
に
至
っ
た
の
だ
と
論
じ
て
い
る
。
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モ
ル
モ
ン
教
に
つ
い
て
は
、
私
た
ち
一
行
も
、
ソ
ル
ト
レ
ー
ク
市
の
歴
史
史
料
館
、
モ
ル
モ
ン
教
博
物
館
や
ブ
リ
ガ
ム
ヤ
ン
グ
大
な
ど

を
訪
ね
て
様
々
な
資
料
を
収
集
し
た
が
、
使
節
団
の
来
訪
当
時
は
か
な
り
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
教
義
を
展
開
し
て
い
た
よ
う
で
、
例
え

ば
一
夫
七
妻
理
論!5

や
現
在
も
続
く
カ
フ
ェ
イ
ン
や
ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
の
禁
止
の
よ
う
に
、
明
ら
か
に
キ
リ
ス
ト
教
と
は
一
線
を
か
く
す
内

容
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
中
央
政
府
か
ら
弾
圧
を
受
け
、
ブ
リ
ガ
ム
ヤ
ン
グ
も
自
宅
軟
禁
中
（
使
節
団
が
去
っ
た
翌
年
脱
走
）

で
あ
り
、
現
在
の
教
徒
以
外
へ
の
布
教
禁
止
と
い
う
処
分
も
な
さ
れ
る
な
ど
か
な
り
厳
し
い
状
況
下
に
置
か
れ
て
い
た
。

ソ
ル
ト
レ
ー
ク
の
町
は
、
大
地
が
大
量
の
塩
分
を
含
ん
で
白
く
、
農
業
な
ど
に
は
適
さ
な
い
た
め
、
こ
の
地
の
産
業
は
鉱
山
（
銅
と
銀
）

と
牧
畜
、
そ
し
て
そ
れ
を
利
し
た
羅
紗
製
造
で
あ
っ
た
。
ブ
リ
ガ
ム
ヤ
ン
グ
は
そ
の
大
部
分
を
掌
中
に
収
め
、
莫
大
な
利
益
を
得
て
、
そ
れ

を
教
団
の
経
営
に
注
ぎ
込
ん
で
い
た
。
草
木
の
生
え
ぬ
最
果
て
の
地
に
聖
な
る
宗
教
空
間
を
現
出
す
る
た
め
に
は
教
団
の
施
設
が
み
す
ぼ
ら

し
い
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。従
っ
て
建
設
中
の
テ
ン
プ
ル
も
す
で
に
作
ら
れ
て
い
た
他
の
教
団
施
設
も
豪
華
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
段
階
で
も
は
や
そ
う
し
た
飾
ら
れ
た
「
文
明
」
に
は
一
切
目
を
向
け
て
い
な
い
久
米
の
姿
に
、
そ
こ
ま
で
の
ネ
バ
ダ
の
荒
野
が
も
た
ら

し
た
役
割
の
大
き
さ
を
思
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
久
米
は
む
し
ろ
こ
う
し
た
「
邪
教
淫
祠
」
を
も
含
み
込
み
つ
つ
「
文
明
」
が
成
立
し

て
い
く
過
程
に
目
を
向
け
る
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
宗
教
各
派
に
対
す
る
厳
し
い
対
応
と
国
家
宗
教
の
形
成
で
あ
り
、
そ
れ
は
様
々
な
民
衆
宗

教
の
混
在
す
る
日
本
を
一
つ
の
国
民
国
家
に
仕
上
げ
て
い
く
た
め
に
不
可
欠
な
装
置
と
し
て
導
入
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

さ
て
そ
れ
で
は
次
に
、
使
節
団
と
ア
メ
リ
カ
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
論
じ
て
い
こ
う
。
ネ
バ
ダ
州
に
入
っ
た
あ
た
り
か

ら
、
使
節
団
の
一
行
は
不
思
議
な
形
状
を
し
た
部
落
が
点
在
す
る
こ
と
に
気
付
き
始
め
る
。『
回
顧
録
』
で
は
久
米
は
そ
の
様
子
を
次
の

よ
う
に
記
し
て
い
る!6

。

山
岡
の
崖
下
に
土
人
が
穴
居
し
て
小
村
を
な
し
て
い
る
が
、
住
居
の
内
景
は
草
を
束
ね
て
上
部
を
覆
い
、
内
部
は
球
形
を
な
し
、
其

の
半
球
は
地
を
掘
っ
て
入
り
、
半
球
は
草
を
被
う
て
い
る
と
い
ふ
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こ
の
土
人
達
に
興
味
を
持
っ
た
久
米
ら
は
、
駅
の
売
店
で
彼
ら
を
描
い
た
絵
葉
書
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
購
入
し
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
人
か
ら

彼
ら
に
つ
い
て
情
報
を
求
め
る
な
ど
、
随
所
で
知
識
を
仕
入
れ
た
。
そ
し
て
そ
う
し
た
好
奇
心
に
一
気
に
火
が
つ
く
事
件
が
起
き
る
。
そ

れ
は
ソ
ル
ト
レ
ー
ク
郊
外
の
ダ
グ
ラ
ス
砲
台
を
一
行
が
訪
ね
た
際
に
、
そ
こ
の
将
校
か
ら
東
久
世
通
禧
侍
従
長
が
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
つ
い

て
説
明
を
受
け
、
古
来
千
島
方
面
に
居
た
現
住
民
が
、
そ
の
後
ベ
ー
リ
ン
グ
海
を
渡
っ
て
ア
ラ
ス
カ
に
入
り
、
現
在
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の

祖
先
に
な
っ
た
と
の
情
報
を
得
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
議
論
は
沸
騰
、
ま
さ
か
あ
の
大
海
を
ア
イ
ヌ
が
渡
る
と
は
思
え
な
い
、

い
や
彼
ら
の
顔
立
ち
は
確
か
に
私
た
ち
に
似
て
い
る
と
い
っ
た
会
話
が
交
わ
さ
れ
つ
つ
、
次
第
に
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
は
ア
イ
ヌ
の
末
裔
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
に
話
が
ま
と
ま
っ
て
い
く
（『
回
顧
録
』
214
〜
215
頁
）。

久
米
は
『
回
顧
録
』
に
そ
の
説
を
引
き
つ
つ
、
つ
い
に
は
「
我
が
奥
羽
地
方
で
古
代
か
ら
熟
蝦
夷
、
鹿
蝦
夷
、
津
軽
蝦
夷
等
と
数
種
の

民
族
が
時
代
に
つ
い
て
変
る
様
で
あ
る
の
で
、
蝦
夷
は
消
え
る
人
種
と
い
は
れ
て
い
る
が
、
消
え
る
訳
は
な
い
、
他
に
転
移
す
る
の
で
あ

ら
う
。
蝦
夷
、
肅
慎
の
民
族
は
、
或
る
程
度
ま
で
其
の
地
に
土
着
繁
息
し
、
利
便
の
良
地
を
覚
め
る
と
、
之
に
転
徒
す
る
の
で
、
古
代
よ

り
白
令
（
ベ
ー
リ
ン
グ
）
海
峡
の
陸
路
と
、
千
島
の
舟
路
に
依
り
、
軽
く
米
大
陸
に
進
入
し
た
こ
と
は
疑
な
い
」
と
の
結
論
に
達
し
て
い

く
の
で
あ
る!7

。

か
く
し
て
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
問
題
は
、
少
な
く
と
も
使
節
団
の
意
識
の
中
で
は
、
き
わ
め
て
自
分
達
に
密
接
な
問
題
へ
と
発
展
す
る
。
ア

メ
リ
カ
と
い
う
国
が
こ
う
し
た
人
々
を
ど
の
よ
う
に
し
て
統
合
し
、
同
化
さ
せ
「
国
民
」
に
仕
上
げ
て
い
く
か
。
そ
こ
に
彼
ら
は
興
味
を

持
ち
始
め
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
彼
ら
は
、
ネ
バ
ダ
州
の
砂
漠
の
中
で
、
次
第
に
冷
静
さ
を
取
り
戻
し
、
ア
メ
リ
カ
と
そ
の
「
文
明
」
を
相
対
化
す
る

余
裕
を
得
た
。
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
が
、
多
く
の
風
習
と
文
化
と
宗
教
と
思
想
の
違
い
を
持
つ
人
々
を
抱
え
つ
つ
、
そ
れ
を
統
合

し
、
一
つ
の
「
国
民
」
に
仕
上
げ
て
い
け
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
に
つ
い
て
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
モ
ル
モ
ン
教
と
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
を
題
材

に
、
そ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
と
な
る
、
あ
る
種
の
確
信
に
至
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
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ｄ
、
岩
倉
使
節
団
と
国
民
国
家
形
成

久
米
は
こ
の
旅
行
の
か
な
り
初
期
か
ら
、
学
校
制
度
、
と
い
う
よ
り
も
幅
広
い
意
味
で
の
社
会
教
育
制
度
に
着
目
し
、
そ
れ
へ
の
視
察

を
繰
り
返
し
て
い
る
。
そ
し
て
多
種
多
様
な
学
校
が
身
分
に
合
わ
せ
て
点
在
し
て
い
る
日
本
の
状
況
と
比
べ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
学
校
制
度

が
か
な
り
統
一
的
な
シ
ス
テ
ム
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
そ
れ
が
一
つ
の
「
国
民
」
を
生
み
出
し
て
い
く
上
で
、
何
ら
か
の
効
果
を

発
揮
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
感
じ
る
に
至
っ
て
い
る
。

し
か
し
「
文
明
」
の
た
め
の
装
置
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
広
大
な
ア
メ
リ
カ
大
陸
を
文
明
化
し
て
い
く
た
め
の
装
置
の
一
つ
に
、

大
動
脈
と
な
る
鉄
道
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
も
、
彼
ら
は
知
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
切
り
開
か
れ
た
土
地
に
軍
隊
を

導
入
し
て
、
そ
の
土
地
の
国
土
化
に
抵
抗
す
る
異
種
の
存
在
を
排
除
し
つ
つ
、
い
か
に
し
て
街
を
形
成
し
、
そ
こ
に
集
っ
た
人
々
を
同
化

さ
せ
て
い
く
か
、
そ
の
仕
組
み
に
つ
い
て
も
次
第
に
知
識
を
得
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
と
い
う
文
明
を
相
対
化
し
、
そ
の
形
成
過
程
を
分
析
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ま
ぎ
れ
も
な

く
ア
メ
リ
カ
西
部
の
荒
野
を
旅
し
た
数
週
間
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
当
初
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
文
明
と
の
出
会
い
、
衝
撃
に
打
ち

の
め
さ
れ
た
彼
ら
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
そ
の
化
け
の
皮
を
は
ぐ
光
景
に
触
れ
、
ア
メ
リ
カ
が
必
ず
し
も
最
初
か
ら
文
明
国
で
は
な
か
っ

た
こ
と
、
そ
の
形
成
過
程
は
苦
難
の
連
続
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
冷
静
さ
を
取
り
戻
す
と
と
も
に
、
そ
の
秘
密
、
す
な
わ
ち
ま
っ
た
く

文
化
も
思
想
も
宗
教
も
風
習
も
そ
し
て
人
種
す
ら
違
う
人
々
を
一
つ
の
「
国
民
」
に
仕
上
げ
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
知
り
た
い
と
願
う
よ

う
に
な
る
。

ソ
ル
ト
レ
ー
ク
か
ら
ク
レ
ス
ト
ン
高
原
を
経
て
コ
ロ
ン
ボ
の
街
に
入
っ
た
時
、そ
こ
は
ま
だ
ま
だ
開
拓
途
上
の
小
さ
な
村
で
あ
っ
た
が
、

一
人
の
男
と
出
会
い
、
そ
の
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
が
、
そ
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
た
。
彼
は
久
米
に
こ
う
い
っ
た
の
で
あ
る!8

。

当
村
は
す
で
に
寺
院
三
宇
と
学
校
を
一
つ
建
て
、
次
の
小
村
も
寺
院
は
す
で
に
建
て
、
学
校
を
建
て
る
評
議
中
で
あ
る
。
寺
と
学
校
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が
建
つ
頃
に
は
必
ず
売
春
婦
の
巣
窟
が
出
来
る
。
三
つ
揃
う
と
荒
野
が
文
明
の
巷
に
な
る
。

久
米
は
こ
の
言
葉
に
驚
き
、
書
き
記
し
、
そ
し
て
思
索
を
重
ね
て
い
く
う
ち
に
最
終
的
に
次
の
よ
う
な
結
論
に
至
っ
た!9

。

人
種
の
衰
減
が
事
実
に
お
い
て
起
る
場
合
は
甚
だ
稀
で
あ
る
。
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
せ
よ
、
ア
イ
ヌ
に
せ
よ
、
決
し
て
衰
減
し
た
の
で

は
な
い
。
衰
減
し
た
も
の
は
彼
等
旧
来
の
生
活
態
度
で
あ
る
。
彼
等
の
服
装
や
言
葉
が
新
来
者
と
同
様
に
な
り
、
一
寺
に
会
し
て
同

じ
宗
旨
の
説
教
を
聞
く
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
若
し
も
彼
等
が
全
く
衰
減
し
た
も
の
と
認
め
る
な
ら
ば
、
我
々
が
斬
髪
し
、
洋
装
し
、

洋
食
し
て
い
る
の
は
日
本
人
の
衰
減
と
見
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
我
々
の
中
で
キ
リ
ス
ト
教
を
遵
奉
し
、
洗
礼
を
受
け
た
者
で
も
、

其
の
稟
性
は
日
本
人
で
、
本
物
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
キ
リ
ス
ト
教
に
同
化
で
き
て
い
な
い
。

そ
れ
な
ら
ば
何
も
恐
れ
る
こ
と
は
な
い
。
日
本
人
が
日
本
人
で
あ
り
さ
え
す
る
の
な
ら
、
ど
ん
ど
ん
外
来
の
優
れ
た
文
化
や
習
慣
を
導

入
し
、
積
極
的
に
そ
れ
ま
で
と
は
違
う
一
つ
の
統
一
し
た
文
化
を
創
設
し
、
新
し
く
「
国
民
」
を
創
設
し
て
い
け
ば
い
い
。

そ
の
こ
と
に
気
付
い
た
久
米
た
ち
に
と
っ
て
、
残
り
の
旅
の
意
味
は
定
ま
っ
た
。
後
は
ど
こ
の
国
の
ど
の
方
法
が
日
本
に
一
番
向
く
か

を
比
較
検
討
し
て
い
く
だ
け
で
あ
る
。
か
く
し
て
岩
倉
使
節
団
の
基
本
姿
勢
は
定
ま
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
瞬
間
に
日
本
型
国
民
国
家
形
成

へ
向
け
た
動
き
は
明
確
に
一
つ
の
方
向
性
を
持
ち
始
め
た
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

岩
倉
使
節
団
は
や
が
て
オ
マ
ハ
の
街
に
つ
く
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
以
来
久
し
振
り
に
出
会
う
文
明
の
街
を
見
て
、
久
米
は
こ
れ
こ
そ

大
西
洋
文
明
が
西
へ
向
か
っ
て
伸
び
た
終
点
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
以
東
が
「
米
国
文
明
の
地
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る@0

。

し
か
し
こ
れ
ま
で
の
「
人
外
の
境
地
」
を
旅
行
し
た
こ
と
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
時
間
が
あ
っ
て
こ

そ
、
彼
ら
は
文
明
の
意
味
に
気
付
き
、
そ
れ
を
相
対
化
し
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
論
が
国
民
国
家
形
成
の
原
型
で
あ
っ
た
こ
と

に
我
々
は
も
う
少
し
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注q

奈
良
本
辰
也
『
近
世
封
建
社
会
史
論
』（
要
書
房
、
一
九
四
八
年
）。
遠
山
茂
樹
『
明
治
維
新
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
一
年
）。
井
上
清
『
日
本

現
代
史
Ⅰ
　
明
治
維
新
』（
東
大
出
版
会
、
一
九
五
一
年
）
な
ど
。

w

石
井
孝
『
明
治
維
新
の
国
際
的
環
境
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
七
年
）
な
ど
。
遠
山
茂
樹
「
時
代
区
分
論
」（
旧
版
『
岩
波
講
座
　
別
巻
１
』）

で
は
、
維
新
の
始
期
を
封
建
支
配
層
内
部
の
絶
対
主
義
化
に
み
る
な
ら
天
保
期
、
外
圧
に
見
る
な
ら
嘉
永
期
と
し
て
い
る
。

e

田
中
彰
『
明
治
維
新
政
治
史
研
究
』（
青
木
書
店
、
一
九
六
三
年
）、
芝
原
拓
自
『
明
治
維
新
の
権
力
基
盤
』（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
五
年
）

な
ど
。

r

丸
山
真
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』（
東
大
出
版
会
、
一
九
五
二
年
）『
現
代
政
治
の
思
想
と
行
動
』（
未
来
社
、
一
九
五
四
年
）
な
ど
。
鹿
野

政
直
『
日
本
近
代
思
想
の
形
成
』（
新
評
論
社
、
一
九
五
六
年
）
も
。

t

佐
々
木
潤
之
助
『
幕
末
社
会
論
』（
塙
書
房
、
一
九
六
九
年
）、
高
木
俊
輔
『
明
治
維
新
草
莽
運
動
史
』（
勁
草
書
房
、
一
九
七
四
年
）、
色
川
大

吉
『
新
編
明
治
精
神
史
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
六
九
年
）、
安
丸
良
夫
『
日
本
の
近
代
化
と
民
衆
思
想
』（
青
木
書
店
、
一
九
七
四
年
）
な
ど
。
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y

石
附
実
『
近
代
日
本
の
海
外
留
学
史
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
七
二
年
）
な
ど
。
犬
塚
孝
明
・
宮
永
孝
な
ど
こ
の
分
野
の
追
随
研
究
者
は
多

い
。
ま
た
来
日
外
国
人
に
関
し
て
も
、
梅
渓
昇
ら
の
御
雇
い
外
国
人
研
究
を
始
め
と
し
て
続
々
と
公
刊
さ
れ
続
け
て
い
る
が
、
彼
ら
が
「
近
代
化
」

に
果
た
し
た
役
割
を
否
定
的
に
み
よ
う
と
す
る
研
究
も
出
始
め
て
い
る
。

u

田
中
彰
・
高
田
誠
二
編
『「
米
欧
回
覧
実
記
」
の
学
際
的
研
究
』（
北
大
図
書
出
版
会
、
一
九
九
三
年
）
な
ど
多
数
。
ま
た
細
分
化
で
い
え
ば
、

岩
倉
翔
子
編
『
岩
倉
使
節
団
と
イ
タ
リ
ア
』（
京
大
学
術
出
版
会
、
一
九
九
七
年
）
や
高
田
誠
二
『
維
新
の
科
学
精
神
』（
朝
日
選
書
527
、
一
九
九

五
年
）
な
ど
が
あ
る
。

i

西
川
長
夫
・
松
宮
秀
治
編
『「
米
欧
回
覧
実
記
」
を
読
む
』（
法
律
文
化
社
、
一
九
九
五
年
）
な
ど
。

o

毛
利
敏
彦
『
明
治
六
年
政
変
の
研
究
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
八
年
）

!0

坂
野
潤
治
『
近
代
日
本
の
国
家
構
想
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）

!1

宮
永
孝
『
白
い
崖
の
国
を
た
ず
ね
て
―
木
戸
孝
允
の
み
た
イ
ギ
リ
ス
―
』（
集
英
社
、
一
九
九
七
年
）、
五
十
嵐
暁
郎
『
明
治
維
新
の
思
想
』（
世

織
書
房
、
一
九
九
六
年
）
な
ど
。

!2

田
中
彰
『
脱
亜
の
明
治
維
新
』
日
本
放
送
協
会
、
一
九
八
四
年

!3

『
久
米
博
士
九
十
年
回
顧
録
　
下
巻
』
宗
高
書
房
、
一
九
八
五
年
（
早
大
出
版
部
、
昭
和
九
年
の
復
刻
）
219
頁

!4

同
222
頁

!5

現
世
で
七
人
の
妻
を
持
て
な
い
も
の
は
、
天
国
に
行
け
な
い
と
す
る
考
え
方
。
富
を
持
ち
、
力
と
人
望
の
あ
る
人
の
み
が
多
く
の
妻
を
得
て
最

終
的
に
も
救
わ
れ
る
と
い
う
、
そ
う
で
な
い
も
の
か
ら
す
れ
ば
か
な
り
絶
望
的
な
教
義
。

!6

前
注
!3
『
回
顧
録
』
206
頁

!7

同
211
頁

!8

同
225
頁

!9

同
238
頁

@0

同
227
頁
。『
実
記
』
文
庫
版
（　）一
161
頁
に
も
「
オ
マ
ハ
ニ
至
テ
、
始
テ
人
境
ニ
届い
た

ル
ヲ
覚
フ
」
と
あ
る
。
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（
付
記
）
本
稿
は
、
一
九
九
八
年
夏
に
、
杉
橋
隆
夫
、
本
郷
真
紹
、
山
崎
有
恒
の
三
名
で
企
画
実
施
し
た
、
岩
倉
使
節
団
の
足
跡
（
特
に
ア
メ
リ
カ
西

部
に
お
け
る
）
を
追
う
、
実
地
調
査
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
私
的
な
話
で
恐
縮
で
は
あ
る
が
、
家
根
祥
多
教
授
の
生
前
、
上
記
三
名
と
家
根
氏
の

四
名
で
宴
を
囲
む
機
会
が
何
度
か
あ
り
、
そ
の
際
文
献
史
学
を
専
攻
す
る
私
た
ち
に
家
根
教
授
が
繰
り
返
し
説
か
れ
た
の
が
、
現
場
に
出
る
こ
と
の

大
切
さ
で
あ
っ
た
。
私
た
ち
は
、
そ
の
頃
岩
倉
使
節
団
に
つ
い
て
共
同
研
究
を
企
画
し
て
い
た
が
、
家
根
氏
の
言
葉
を
受
け
て
、
実
際
に
使
節
団
が

歩
い
た
道
の
り
を
同
じ
よ
う
に
旅
し
て
み
よ
う
と
思
い
立
つ
に
至
っ
た
。
そ
し
て
実
際
に
ア
メ
リ
カ
西
部
の
大
荒
野
を
旅
し
、
そ
の
寂
寥
た
る
光
景

を
見
て
い
く
こ
と
で
、
使
節
団
の
メ
ン
バ
ー
が
受
け
た
衝
撃
、
特
に
最
初
に
訪
れ
た
大
都
会
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
と
の
落
差
に
つ
い
て
思
い
を
馳

せ
る
に
至
っ
た
。
本
稿
は
、
そ
う
し
た
道
中
で
の
会
話
を
ヒ
ン
ト
・
ア
イ
デ
ア
と
し
、
そ
れ
に
山
崎
が
史
料
調
査
を
加
え
て
立
体
的
に
再
構
成
し
、

さ
ら
に
過
去
の
研
究
史
に
お
け
る
岩
倉
使
節
団
の
扱
わ
れ
方
と
そ
の
問
題
点
を
加
え
る
こ
と
で
論
文
と
し
て
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
（
ラ
フ
ス
ケ
ッ

チ
で
は
あ
る
が
）。
今
回
、『
立
命
館
文
学
』
で
故
家
根
祥
多
教
授
の
追
悼
特
集
号
が
組
ま
れ
る
と
聞
き
、
本
稿
を
掲
載
し
よ
う
と
考
え
た
理
由
は
、

氏
の
言
葉
が
こ
う
し
た
研
究
の
一
つ
の
原
点
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
ら
た
め
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
と
共
に
、
そ
の
ご
冥
福
を
謹
ん
で
お

祈
り
申
し
上
げ
た
い
。

た
し
か
に
現
在
の
文
献
史
学
の
世
界
に
お
い
て
、
現
場
主
義
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
二
三
の
例
外
を
除
け
ば
極
め
て
少
な
い
。
し
か
し
あ
る
種
の
研

究
テ
ー
マ
、
例
え
ば
本
研
究
の
よ
う
に
、
異
文
化
と
の
出
会
い
の
中
で
人
々
が
受
け
た
衝
撃
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
場
合
な
ど
は
、
実
際
に
彼
ら
と

同
じ
場
所
に
身
を
置
い
て
み
る
こ
と
で
、
彼
ら
の
心
象
風
景
に
シ
ン
ク
ロ
し
て
い
く
こ
と
も
、
そ
れ
な
り
に
有
効
な
手
段
と
な
り
う
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
今
後
そ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
多
く
出
現
す
る
こ
と
を
願
っ
て
擱
筆
す
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
本
稿
は
、
一
九
九
八
年
度
立
命
館
大
学
学
術
研
究
助
成
（
一
般
）「
久
米
邦
武
の
思
想
形
成
に
お
け
る
海
外
体
験
の
影
響
」（
研
究
代
表
者

杉
橋
隆
夫
）
の
成
果
の
一
部
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
改
め
て
付
記
す
る
と
共
に
、
助
成
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
関
係
諸
機
関
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ

る
次
第
で
あ
る
。

（
本
学
文
学
部
教
授
）

（
本
学
文
学
部
教
授
）

（
本
学
文
学
部
助
教
授
）
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岩
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使
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民
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形
成


