
は
じ
め
に

南
方
熊
楠
（
一
八
六
七
’
一
九
四
一
年
）
の
思
想
的
営
為
の
中
に
、
一
九
○

六
年
か
ら
二
○
年
に
及
ん
だ
「
神
社
合
祀
」
に
対
す
る
反
対
運
動
が
あ
っ
た
こ

（
１
１
）

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
南
方
が
こ
の
運
動
に
と
り
く
ん
だ
思
想
的
根
拠
は
、
必
ず
し
も
十

分
に
明
ら
か
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
こ
の
小
論
は
、
そ
の

思
想
的
根
拠
の
解
明
に
資
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
。

そ
れ
に
し
て
も
南
方
熊
楠
の
民
俗
学
的
あ
る
い
は
人
類
学
的
な
文
章
は
、
と

く
に
そ
の
生
存
中
に
公
刊
さ
れ
た
も
の
を
見
る
と
、
一
読
し
て
何
を
言
い
た
い

の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
岩
村
忍
氏
は
『
南
方
熊
楠
文

集
』
を
編
ん
だ
が
、
そ
れ
に
付
し
た
「
解
説
」
の
中
で
、

南
方
の
日
本
語
の
文
章
は
、
か
れ
自
ら
「
話
が
こ
う
長
く
な
る
と
、
読
者

あ
と
さ
き

の
み
か
は
、
熊
楠
自
身
も
何
だ
か
跡
先
が
分
ら
な
く
な
る
」
と
い
っ
て
い

（
○
＆
）

る
よ
う
に
放
縦
な
文
章
が
多
い
。

と
書
い
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
南
方
は
、
多
く
の
人
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
抜

群
の
記
憶
力
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
記
憶
力
の
一
端
は
語
学
の
才
能
に
も
現
れ

た
と
思
わ
れ
る
が
、
彼
自
身
は
、
在
英
中
は
「
十
八
、
九
の
語
を
自
在
に
読
」

南
方
熊
楠
に
お
け
る
普
遍
主
義
・
自
然
主
義
・
ナ
シ
ョ
ナ
、
ノ
ズ
ム

（
３
）
か
ぞ

ん
だ
（
八
、
川
）
し
、
「
小
生
、
大
英
博
物
館
で
写
せ
し
も
の
、
前
日
計
え
し

に
四
万
八
百
枚
あ
り
（
頁
に
あ
ら
ず
）
・
わ
が
邦
で
見
ら
れ
ぬ
も
の
多
く
、
ま

た
ア
ル
メ
ニ
ア
、
ア
ラ
ビ
ア
、
。
ヘ
ル
シ
ャ
等
の
語
で
、
わ
が
邦
人
の
読
永
得
ぬ

も
の
多
し
」
（
八
、
価
）
と
い
う
蓄
積
を
も
っ
て
い
た
か
ら
、
た
と
え
ば
「
お

は
ぐ
ろ
」
と
い
っ
た
よ
う
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
さ
え
、
お
び
た
だ
し
い
事
例
が

挙
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
南
方
自
身
も
こ
う
し
た
方
法
に
つ
い
て
「
小
生
は

書
き
か
け
た
ら
例
多
く
材
料
多
く
挙
ぐ
る
」
（
性
、
洲
）
と
言
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
多
く
の
例
を
南
方
は
、
「
思
い
つ
き
次
第
」
（
一
、
Ⅷ
）
、

「
手
当
り
次
第
」
（
一
、
弱
ま
た
三
棚
）
、
「
盲
滅
法
」
（
五
、
師
）
に
な

ら
べ
た
。
な
に
し
ろ
「
材
料
が
あ
ま
り
お
び
た
だ
し
く
て
ち
ょ
っ
と
採
択
に
困

る
」
（
五
、
側
）
と
い
う
状
況
で
あ
り
、
「
こ
ん
な
話
は
藻
塩
草
、
か
き
集
め

た
ら
限
り
な
き
」
（
四
、
柵
）
ほ
ど
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

た
し
か
に
南
方
の
諸
論
文
は
明
確
な
体
系
性
を
そ
な
え
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
ら
は
お
び
た
だ
し
い
話
の
単
な
る
羅

列
な
の
で
は
な
く
、
雑
学
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
。
鶴
見
和
子
氏
が
そ
の

『
南
方
熊
楠
』
の
「
初
版
は
し
が
き
」
で
、

わ
た
し
が
〔
こ
の
本
で
〕
な
し
え
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
「
理
論
が
な

太
田
哲
男
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い
」
と
判
定
さ
れ
て
い
た
南
方
の
作
品
群
の
底
に
、
し
っ
か
り
し
た
構
造

（
４
士
）

の
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
こ
と
で
あ
る
。

と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
一
定
の
「
構
造
」
を
そ
な
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
小
論
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
構
造
」
に
つ
い
て
詳
細
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き

な
い
け
れ
ど
も
、
南
方
が
神
社
合
祀
反
対
運
動
に
深
く
か
か
わ
っ
た
さ
い
の
、

そ
の
思
想
的
根
拠
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
に
し
ぼ
っ
て
書
い
て
ゑ
た
い
。

し
か
し
、
そ
れ
を
論
ず
る
前
に
、
神
社
合
祀
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た

か
略
記
し
て
お
き
た
い
。
神
社
合
祀
と
は
、
一
九
○
六
年
か
ら
開
始
さ
れ
、
一

村
一
（
神
）
社
を
原
則
と
し
、
そ
の
他
の
「
凡
俗
衆
」
の
建
て
た
「
淫
祠
小
社
」

を
こ
わ
し
「
神
社
の
尊
厳
」
を
保
持
す
べ
く
、
内
務
省
神
社
局
が
神
社
合
併
を

奨
励
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
民
（
Ｆ
Ｄ
〉

俗
神
道
的
な
神
社
を
「
規
模
が
と
と
の
わ
ず
、
崇
敬
・
奉
仕
に
欠
け
る
神
社
」

だ
と
し
て
破
壊
し
、
他
方
で
国
家
神
道
的
な
神
社
を
保
護
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
神
社
の
国
家
主
義
へ
の
一
元
化
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
神
社
合
祀
の
実
施
の
状
況
は
、
地
域
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
け
れ
ど

も
、
南
方
の
住
ん
で
い
た
和
歌
山
県
で
は
、
一
九
二
年
の
段
階
で
神
社
合
祀

の
ゆ
え
に
「
滅
却
」
し
た
神
社
の
数
は
五
、
五
四
七
に
の
ぼ
り
、
「
現
存
」
し

て
い
た
神
社
の
数
九
四
二
の
約
四
・
七
倍
に
な
る
、
と
い
う
「
む
ち
や
く
ち

や
」
な
有
様
で
あ
っ
た
。
（
七
、
州
）

さ
ら
に
ま
た
、
神
社
の
森
（
鎮
守
の
森
）
は
、
伝
統
的
に
伐
採
を
免
れ
て
き

て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
神
社
合
祀
に
と
も
な
い
、
そ
の
鎮
守
の
森
の
少
な

く
な
い
部
分
が
乱
伐
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
事
態
の
進
行
に
対
し
、
南
方
熊
楠
は
、
神
社
合
祀
反
対
運
動
に
挺

身
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
小
論
が
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
結
論
先
取
的
に
言
う
な
ら

ば
、
南
方
が
神
社
合
祀
反
対
運
動
に
挺
身
し
た
思
想
的
根
拠
に
は
、
第
一
に
、

彼
の
普
遍
主
義
的
な
歴
史
意
識
が
あ
り
、
第
二
に
、
彼
の
一
種
の
自
然
主
義
が

あ
り
、
第
三
に
、
彼
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
あ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
ま
ず
第
一
の
点
か
ら
見
て
行
く
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
の
第
一
の
点
は
、
南
方
の
学
問
Ｉ
そ
れ
を
南
方
学
と
呼
ぼ
う
Ｉ
の
方

法
論
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
、
こ
の
南
方
学
の
方
法
や
特
色
を
見
る

た
め
に
、
ま
ず
彼
の
二
つ
の
論
文
を
と
り
あ
げ
て
検
討
し
て
お
こ
う
。

〔
一
〕
「
西
暦
九
世
紀
の
支
那
書
に
載
せ
た
る
シ
ン
ダ
レ
ラ
物
語
（
異
な
れ

る
民
族
間
に
存
す
る
類
似
古
話
の
比
較
研
究
）
」
（
一
九
二
年
）
に
つ
い
て
。

こ
の
論
文
の
冒
頭
で
南
方
は
「
類
似
古
話
の
比
較
研
究
」
に
は
「
十
分
材
料

を
集
め
、
整
理
研
究
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
言
い
、
さ
ら
に

古
話
に
お
い
て
も
、
記
録
せ
る
時
代
の
先
後
は
、
必
ず
し
も
そ
の
話
が

し
ゆ
っ
た
い
と
ト
な

出
来
せ
し
早
晩
と
偕
わ
ず
。
し
か
し
な
が
ら
、
斉
し
く
文
筆
の
用
を

知
り
お
り
た
る
諸
国
民
に
つ
い
て
、
同
種
古
話
の
記
録
の
先
後
と
、
類
似

せ
る
諸
点
の
多
寡
を
察
す
れ
ば
、
大
要
そ
の
諄
の
、
先
だ
っ
て
い
ず
れ
の

国
に
も
っ
ぱ
ら
行
な
わ
れ
出
で
た
る
を
知
る
に
難
か
ら
じ
。
（
二
、
Ⅲ
）

と
方
法
論
的
な
こ
と
を
書
い
た
あ
と
、
こ
こ
で
は
「
古
話
の
同
似
せ
る
も
の
の

記
録
、
東
洋
が
西
洋
よ
り
古
き
二
、
三
の
例
」
（
二
、
Ⅲ
）
と
し
て
具
体
例
が

並
べ
ら
れ
る
。
次
に
そ
れ
を
見
て
ゑ
よ
う
。

①
一
五
二
五
年
頃
に
初
め
て
刊
行
さ
れ
た
あ
る
英
文
の
本
に
、
要
約
す
る
と

「
そ
の
妻
の
腹
に
羊
の
画
を
え
が
い
た
男
の
話
」
と
で
も
言
う
べ
き
話
が
見
え

■■■■■■
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る
。
南
方
が
英
国
の
友
人
に
類
話
は
な
い
か
と
問
い
あ
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
伊
、

仏
、
独
諸
国
に
類
話
が
あ
る
と
の
返
事
だ
っ
た
が
、
そ
れ
は
ど
れ
も
十
六
世
紀

よ
り
古
い
話
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
け
れ
ど
も
南
方
に
よ
れ
ば
、
十
三
世
紀

の
無
住
『
沙
石
集
』
に
は
、
「
こ
の
話
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
前
後
の
結
構
、
欧

州
の
諸
話
に
比
し
て
一
層
詳
細
な
り
」
と
い
う
。
南
方
は
そ
こ
か
ら
、
こ
の
話

は
「
惟
う
に
、
根
本
は
小
乗
仏
典
よ
り
出
で
し
な
ら
ん
」
と
結
論
す
る
。

②
Ｇ
・
Ｌ
・
？
コ
ム
の
『
歴
史
科
学
と
し
て
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ァ
』
（
一
九
○
八

年
）
に
、
「
う
と
ん
ぜ
ら
れ
た
老
父
」
と
で
も
名
付
く
べ
き
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

の
古
話
が
出
て
い
る
。
他
方
、
南
方
に
よ
れ
ば
『
史
記
』
陸
寶
伝
に
同
様
の
話

が
出
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
彼
は
、

に
わ
か
に
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
古
話
が
、
支
那
の
陸
貿
伝
に
基
づ
く

と
断
ぜ
ず
と
い
え
ど
も
、
子
が
成
長
し
て
親
を
厭
う
の
情
状
を
叙
せ
る
こ

の
類
の
記
録
は
、
東
洋
が
西
洋
よ
り
早
く
、
（
二
、
Ⅲ
）

云
々
と
書
い
て
い
る
。

③
『
デ
カ
メ
ロ
ン
』
の
第
七
日
第
九
課
に
見
え
る
「
淫
婦
リ
ジ
ァ
」
の
話
を

め
ぐ
り
、
ク
ラ
ウ
ス
ト
ン
と
い
う
人
は
そ
の
類
話
を
集
め
て
、
欧
州
に
は
十
二

世
紀
以
前
に
こ
の
話
を
記
し
た
も
の
な
し
、
と
結
論
し
た
。
し
か
し
南
方
は

『
韓
非
子
』
（
紀
元
前
三
世
紀
の
作
）
の
巻
一
○
に
こ
れ
に
似
た
話
を
見
い
だ

し
、
英
国
の
雑
誌
『
ノ
ー
ッ
・
エ
ン
ド
・
キ
ー
リ
ス
』
に
そ
の
こ
と
を
書
い
た
。

Ａ
・
Ｃ
・
リ
ー
と
い
う
人
は
こ
の
南
方
の
文
章
を
見
て
「
古
話
の
学
す
る
者
、

一
斉
に
南
方
氏
の
発
見
を
感
謝
す
べ
し
」
と
言
っ
た
と
い
う
。

以
上
に
三
つ
記
し
た
よ
う
な
例
を
あ
げ
た
あ
と
、
次
に
シ
ン
デ
レ
ラ
物
語
に

話
は
移
る
。

南
方
は
ま
ず
こ
の
話
は
西
洋
に
ひ
ろ
く
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
そ
の
類
話
も

多
い
と
し
て
、
Ｃ
・
・
ヘ
ド
ロ
ソ
『
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
民
話
」
（
ロ
ン
ド
ン
、
一
八

八
二
年
）
に
載
せ
る
三
○
の
古
話
の
う
ち
の
三
つ
が
シ
ン
デ
レ
ラ
物
語
に
類
す

る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
英
国
の
里
俗
学
会
が
、
か
つ
て
広
く
諸
国
に
存
す
る

シ
ン
デ
レ
ラ
物
語
の
諸
種
を
集
め
て
出
版
し
た
本
が
あ
る
。
南
方
自
身
は
こ
の

本
を
読
ま
な
か
っ
た
と
書
い
て
い
る
が
、
彼
の
友
人
に
聞
く
と
、
そ
の
中
に
は

中
国
の
シ
ン
デ
レ
ラ
物
語
は
は
い
っ
て
い
な
い
と
い
う
。
そ
こ
で
彼
は
、
在
米

中
に
唐
代
（
九
世
紀
）
の
『
酉
陽
雑
俎
』
続
集
巻
一
に
「
支
那
の
シ
ン
ダ
レ
ラ

物
語
あ
る
を
見
出
し
」
（
二
、
棚
）
て
い
た
こ
と
を
記
し
、
こ
の
論
文
を
草
し

た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
『
酉
陽
雑
俎
』
の
史
料
的
価
値
に
つ
い
て
い
く

つ
か
の
側
面
か
ら
検
討
し
た
上
で
、
こ
の
「
支
那
の
シ
ン
ダ
レ
ラ
物
語
」
（
葉

限
の
物
語
）
は
、
「
往
古
南
支
那
土
俗
の
特
色
を
写
せ
る
点
多
く
」
、
「
そ
の

里
俗
古
話
学
上
の
価
値
」
も
高
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
（
二
、
剛
）

南
方
の
シ
ン
デ
レ
ラ
物
語
に
つ
い
て
の
論
文
の
内
容
は
以
上
の
よ
う
な
も
の

（
役
Ｕ
）

で
あ
る
。
山
室
静
氏
『
世
界
の
シ
ン
デ
レ
ラ
物
語
』
に
よ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
の
シ
ン
デ
レ
ラ
物
語
研
究
の
画
期
を
な
し
た
の
は
、
コ
ッ
ク
ス
女
史
の
『
三

四
五
の
異
型
か
ら
見
た
八
シ
ン
デ
レ
ラ
Ｖ
八
猫
の
皮
Ｖ
八
藺
草
の
頭
巾
Ｖ
』

（
一
八
九
三
年
）
だ
と
い
う
。
こ
の
本
の
出
版
は
南
方
の
在
英
時
代
と
重
な

る
。
南
方
が
こ
の
本
を
読
ん
で
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
南

方
の
こ
の
論
文
そ
の
も
の
が
、
シ
ン
デ
レ
ラ
物
語
に
つ
い
て
の
研
究
の
状
況
を

彼
な
り
に
把
握
し
た
上
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

〔
二
〕
次
に
南
方
の
作
品
の
中
で
最
も
著
名
で
あ
る
『
十
二
支
考
』
に
収
め

て
あ
る
「
犬
に
関
す
る
民
俗
と
伝
説
」
（
一
九
一
三
年
）
を
見
よ
う
。
南
方
は

こ
の
論
文
で
犬
に
関
す
る
民
俗
と
伝
説
を
並
べ
て
行
く
が
、
そ
の
中
に
「
犬
が

大
蛇
を
殺
し
て
主
人
を
助
け
た
話
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
こ
の
話
の
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種
々
の
「
異
態
」
（
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
）
が
並
べ
ら
れ
て
行
く
が
、
そ
の
出

典
を
次
に
書
い
て
み
る
と
、

１
．
『
淵
鑑
類
函
』
四
三
六
〔
清
代
の
百
科
辞
典
〕

２
．
『
今
昔
物
語
』
二
九

３
．
『
和
漢
三
才
図
会
』
六
九
〔
江
戸
時
代
の
一
種
の
百
科
辞
典
〕

４
．
↓
ヘ
ー
リ
ン
グ
・
グ
ー
ル
ド
の
『
中
世
志
怪
』
お
よ
び
ク
ラ
ウ
ス
ト
ン

ポ
ピ
ェ
ヲ
ル
テ
イ
ル
ス
・
エ
ン
ド
・
フ
イ
ク
シ
ョ
ン
ス

『
俗
談
お
よ
び
稗
史
の
移
動
変
遷
』

５
．
中
世
欧
州
の
教
訓
書
『
ゲ
ス
タ
・
ロ
マ
ノ
ル
ム
』

６
．
．
ヘ
ル
シ
ャ
の
『
シ
ン
ジ
バ
ッ
ド
』

７
．
馬
場
文
耕
『
近
世
江
都
著
聞
集
』
四

と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
南
方
は
こ
の
よ
う
に
類
似
の
話
を
並
べ
、
「
こ
れ
ら

の
話
、
種
々
異
態
あ
れ
ど
、
も
と
仏
説
に
出
た
の
だ
」
（
一
、
州
）
と
し
て
『
摩

訶
僧
祇
律
』
の
話
を
引
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
話
の
微
妙
な
ズ
レ
を

逐
一
書
い
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
（
ま
た
そ
の
必
要
も
な
か
ろ
う
）
か
ら
、

南
方
が
挙
げ
て
い
る
「
異
態
」
の
一
つ
の
ゑ
を
写
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、

天
正
年
中
、
領
主
宇
津
佐
門
五
郎
忠
茂
、
猟
し
て
山
に
入
る
。
家
に
白

あ
る

犬
あ
っ
て
従
い
走
り
行
く
。
一
樹
下
に
到
り
、
忠
茂
に
わ
か
に
眠
り
を
催

す
。
犬
か
た
わ
ら
に
あ
っ
て
衣
の
裾
を
咬
え
て
引
く
。
や
や
さ
め
て
ま
た

寝
れ
ば
犬
し
き
り
に
枕
頭
に
吠
ゆ
。
忠
茂
、
熟
睡
を
妨
ぐ
る
を
怒
り
、
腰

刀
を
抜
い
て
犬
の
頭
を
切
る
に
、
樹
梢
に
飛
ん
で
大
蛇
の
頭
に
昨
い
つ

く
。
主
こ
れ
を
見
て
驚
き
、
蛇
を
切
り
裂
い
て
家
に
還
り
、
犬
の
忠
情
を

感
じ
、
頭
尾
を
両
和
田
村
に
埋
め
、
祠
を
立
て
て
こ
れ
を
祭
る
。
（
一
、

棚
）

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
『
摩
訶
僧
祇
律
』
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
話
の
い
わ
ば

原
型
た
る
話
を
記
し
た
あ
と
に
、

げ
あ
き
ら
か

時
に
空
中
に
天
あ
り
、
喝
を
説
い
て
い
わ
く
、
「
よ
ろ
し
く
審
諦
に

観
察
す
べ
し
、
に
わ
か
な
る
威
怒
を
行
な
う
な
か
れ
・
善
友
の
恩
愛
離

お
う
が
い
ま
こ
と
い
た
ま

れ
、
狂
害
は
信
に
傷
苦
し
」
。
（
一
、
川
）

と
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

〔
三
〕
さ
て
以
上
で
南
方
の
二
つ
の
論
文
の
概
略
を
記
し
た
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
を
手
が
か
り
に
し
て
南
方
学
の
方
法
や
特
色
を
考
え
て
象
る
こ
と
に
し
よ

う
。
以
上
の
二
つ
の
論
文
で
目
に
つ
く
点
は
何
か
。

、
、
、

そ
れ
は
第
一
に
、
と
り
扱
わ
れ
て
い
る
史
料
・
典
拠
た
る
文
献
の
巾
の
広
さ

で
あ
る
。
今
こ
こ
に
言
及
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
け
を
並
べ
て
み
て
も
、
イ
ギ
リ

ス
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
イ
タ
リ
ア
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
イ
ン
ド
、
・
ヘ
ル
シ
ャ
、

中
国
、
日
本
と
い
う
よ
う
な
多
様
さ
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
多
様
さ
が
、
い
わ

ば
地
球
的
規
模
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。

特
に
強
調
す
べ
き
点
は
、
こ
う
し
た
諸
史
料
が
対
等
の
位
潰
に
置
か
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
近
代
日
本
に
お
い
て
は
、
自
己
の
欧
米
体
験
を
ふ
ま

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
を
対
象
化
す
る
と
い
う
知
識
人
た
ち
は
少
な
く
な
か

っ
た
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
欧
米
・
対
・
日
本
は
、
客
観
的
な
比
較
の
対
象
で

あ
っ
た
と
い
う
よ
り
、
ど
ち
ら
か
の
側
に
ｌ
た
い
て
い
の
場
合
は
欧
米
の
側

に
Ｉ
価
値
的
な
優
位
を
認
め
る
こ
と
を
暗
黙
の
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
場

合
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
南
方
学
に
お
い
て
は
（
南

方
の
十
数
年
に
わ
た
る
外
国
で
の
生
活
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
そ
れ
ゆ

え
に
）
、
特
定
の
国
家
な
り
民
族
な
り
に
価
値
的
な
優
勢
を
お
く
こ
と
を
ア
・
プ

リ
オ
リ
に
前
提
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
完
全
に
排
除
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
で

あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
シ
ン
デ
レ
ラ
物
語
に
関
す
る
論
文
の
方
で
は
「
西
洋
」
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よ
り
も
「
東
洋
」
に
対
す
る
思
い
入
れ
が
あ
る
、
と
は
言
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
、
「
東
洋
」
と
い
っ
て
も
日
本
だ
け
で
な
く
イ
ン
ド

や
中
国
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
と
し
て
も
、
「
西
洋
」
の
方

で
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ル
ー
マ
ニ
ア
な
ど
に
も
言
及
さ
れ

て
い
て
、
ふ
つ
う
に
言
う
欧
米
・
対
・
日
本
（
あ
る
い
は
東
洋
）
と
い
う
対
照

と
は
異
な
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

南
方
は
「
仏
眼
も
て
観
れ
ば
」
（
一
、
祠
）
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
が
、

そ
れ
は
一
方
で
は
、
彼
の
論
じ
た
対
象
が
ｌ
今
世
紀
初
頭
と
い
う
時
期
的
制

約
は
あ
る
が
ｌ
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ひ
ろ
が
り
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
と
と

も
に
、
他
方
で
は
、
ど
の
よ
う
な
地
域
の
も
の
で
あ
れ
民
族
の
も
の
で
あ
れ
対

等
な
も
の
と
見
て
い
く
と
い
う
い
わ
ば
人
類
的
視
点
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
よ

る
で
あ
ろ
う
。

、
、
、

、
、
、
、
、
、
、

第
二
に
注
目
す
べ
き
点
は
、
こ
の
「
仏
眼
も
て
観
れ
ば
」
と
い
う
視
点
の
存

在
に
関
連
す
る
こ
と
だ
が
、
そ
し
て
先
に
概
観
し
た
二
論
文
だ
け
で
は
十
分
に

明
示
的
と
は
言
え
な
い
が
、
南
方
は
こ
の
論
文
に
い
う
よ
う
な
種
々
の
「
異

、
、
、
、

態
」
（
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
乙
を
書
き
つ
ら
ね
る
こ
と
を
通
じ
て
、
人
間
の
も

、
、
、
、
、
、
、

つ
普
遍
的
な
も
の
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
は
先
に
挙
げ
た
二
つ
の
論
文
に
即
し
て
言
う
だ
け
で
は
不
十
分
だ
と

思
わ
れ
る
の
で
、
南
方
の
諸
論
文
の
中
か
ら
、
こ
の
点
が
明
瞭
に
出
て
い
る
と

こ
ろ
を
何
箇
所
か
引
用
し
て
ゑ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

①
本
邦
と
支
那
と
西
ア
ジ
ア
と
の
人
が
、
期
せ
ざ
る
に
同
じ
く
こ
の
ぎ
わ

、
、
、
、
た
が
、
、
、
、
、

め
て
相
似
た
る
三
話
を
作
り
：
．
…
た
る
は
、
時
千
載
を
差
え
、
道
万
里
を

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

隔
つ
と
い
え
ど
も
、
人
情
は
兄
弟
な
る
を
証
す
る
に
余
り
あ
り
と
い
う
べ

し
。
（
三
、
認
。
、
点
は
引
用
者
。
以
下
同
じ
。
）

②
今
諸
方
の
古
話
を
比
較
す
る
に
、
遼
遠
相
関
せ
ざ
る
地
に
箇
々
特
生
し

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
が
ら
、
人
情
と
範
囲
の
同
じ
き
よ
り
、
酷
似
偶
合
の
談
を
生
ぜ
る
あ
り
。

（
三
、
虹
）

、
、
、
、
、
、
、
、
、

③
古
今
東
西
人
情
は
兄
弟
な
れ
ば
：
．
…
（
一
、
剛
）

④
範
囲
さ
え
あ
ま
り
に
違
い
な
き
限
り
は
、
衆
人
の
考
え
や
所
行
は
、
大

抵
、
東
西
万
里
を
距
て
な
が
ら
、
兄
弟
な
り
と
存
ぜ
ら
れ
候
・
（
八
、
靴
）

こ
の
よ
う
な
引
用
か
ら
見
て
も
、
人
間
の
も
つ
普
遍
性
ｌ
そ
れ
は
必
ず
し

も
仙
値
的
に
善
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
ｌ
の
探
求
を
こ
そ
、
南
方
学

は
め
ざ
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
人
間
性
ｌ
イ
ギ

リ
ス
哲
学
ふ
う
に
言
う
な
ら
、
冒
日
目
息
目
．
①
で
あ
る
Ｉ
の
探
求
学
で
あ

、
、
、
、
、
、
、

る
。
そ
し
て
そ
の
探
求
学
を
「
仏
眼
も
て
観
れ
ば
」
と
い
う
見
地
か
ら
行
な
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
南
方
学
は
冒
日
四
．
己
禺
員
①
の
普
遍
性
の
探
求
学
と
な
っ

、
、
、
、

た
。
一
の
は
じ
め
の
と
こ
ろ
で
南
方
学
の
普
遍
主
義
的
性
格
に
つ
い
て
言
及
し

た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
あ
い
に
お
い
て
で
あ
る
。

、
、
、

第
三
に
は
し
か
し
、
歴
史
性
の
問
題
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
た
ん
な
る
普

遍
主
義
的
探
求
を
す
る
だ
け
の
話
で
あ
る
な
ら
ば
、
先
に
〔
一
〕
に
お
い
て
見

、
、

た
よ
う
な
「
古
話
の
先
後
」
を
問
題
に
す
る
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ

古
話
の
先
後
（
ど
ち
ら
が
古
く
か
ら
あ
る
話
か
）
に
こ
だ
わ
っ
た
か
と
い
う
理

由
は
も
ち
ろ
ん
い
く
つ
か
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
け
れ
ど
も
、
根
本
的
に
は

そ
の
古
話
の
歴
史
性
が
南
方
に
よ
っ
て
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
冒
日
自
己
四
目
『
の
の
普
遍
性
は
、
一
方
で
古
話
が
地
域
的
に
様
々

に
変
様
す
る
中
で
成
立
し
た
「
異
態
」
が
、
そ
れ
ら
相
互
間
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の

相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
一
性
を
保
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
と
と

も
に
、
他
方
で
は
歴
史
の
経
過
の
中
に
お
い
て
も
同
一
性
を
保
っ
て
い
る
こ
と
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前
節
の
冒
頭
に
わ
れ
わ
れ
は
、
南
方
の
神
社
合
祀
反
対
運
動
へ
の
挺
身
の
思

想
的
根
拠
に
は
、
①
彼
の
普
遍
主
義
的
な
歴
史
意
識
、
②
一
種
の
自
然
主
義
、

③
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
あ
る
、
と
書
き
、
前
節
で
は
そ
の
①
の
普
遍
主
義
的
な

歴
史
意
識
に
つ
い
て
説
明
し
た
。
そ
の
神
社
合
祀
反
対
運
動
と
の
関
連
の
考
察

は
後
に
ゆ
ず
り
、
次
に
南
方
学
の
自
然
主
義
的
性
格
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か

を
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
し
て
ｇ
日
四
国
弓
四
日
扇
の
普
遍

性
が
示
さ
れ
て
こ
そ
、
い
わ
ば
歴
史
の
重
み
、
あ
る
い
は
厚
み
、
が
感
得
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
南
方
が
古
話
の
先
後
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
人
間
の
歴

史
の
重
み
、
厚
み
に
対
し
て
鋭
敏
な
感
覚
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

以
上
わ
れ
わ
れ
は
南
方
学
の
方
法
・
特
色
に
つ
い
て
三
つ
の
点
を
指
摘
し
た

が
、
こ
れ
を
要
す
る
に
、
南
方
学
は
そ
の
特
性
の
ひ
と
つ
に
普
遍
主
義
的
な
歴

史
意
識
を
有
し
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

南
方
熊
楠
の
名
は
そ
の
「
奇
行
」
を
も
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
彼
の

論
文
の
中
に
突
如
と
し
て
自
分
の
こ
と
を
「
よ
く
男
根
出
す
男
な
り
」
（
八
、

川
）
と
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
が
出
て
く
る
と
、
読
玖
手
の
側
は
当
惑
す
る

か
ふ
き
出
す
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
の
「
奇
行
」
に
は
ゆ
え
あ
っ
て
そ
う

な
っ
て
い
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。

例
え
ば
天
皇
へ
の
進
講
（
一
九
二
九
年
六
月
）
の
際
、
植
物
（
粘
菌
）
標
本

を
キ
ャ
ラ
メ
ル
の
箱
に
入
れ
て
出
し
た
と
い
う
話
に
し
て
も
、
南
方
の
娘
で
あ

る
文
枝
さ
ん
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

二

普
通
の
キ
ャ
ラ
メ
ル
箱
を
ま
と
め
て
入
れ
る
大
き
な
箱
で
ご
ざ
い
ま

す
。
ボ
ー
ル
箱
で
で
き
て
お
り
ま
し
て
、
あ
の
頃
そ
れ
が
一
番
丈
夫
で
ご

ざ
い
ま
し
た
か
ら
。
い
く
ら
も
桐
の
箱
を
作
ら
せ
た
の
で
す
が
気
に
入
ら

な
い
の
で
す
。
ど
う
し
て
も
こ
れ
が
一
番
い
い
ん
だ
と
言
い
ま
し
て
、
そ

れ
に
し
ま
し
た
。
（
父
、
帥
、
副
）

す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
「
桐
の
箱
」
と
い
う
儀
礼
よ
り
も
、
「
標
本
の
保
存
」

と
い
う
学
術
的
観
点
を
優
先
さ
せ
た
ま
で
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
例
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
の
植
物
へ
の
徹
底
し
た
執
着
は
、
世
の

人
々
か
ら
見
る
と
「
奇
行
」
と
写
る
と
い
う
事
態
を
少
な
か
ら
ず
生
み
出
し
た

の
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
こ
と
を
示
す
点
を
次
に
例
示
し
よ
う
。

①
南
方
が
そ
の
採
集
に
勢
力
を
集
中
し
た
も
の
の
ひ
と
つ
に
粘
菌
が
あ
っ

た
が
、
こ
の
粘
菌
は
「
せ
っ
か
く
と
り
来
り
し
菌
も
雨
ふ
れ
ば
腐
り
風
吹
け
ば

乾
き
か
た
ま
り
」
（
別
一
、
脳
、
ま
た
棚
、
噸
に
も
同
趣
旨
の
記
述
あ
り
）
と

い
っ
た
特
性
を
も
っ
て
い
た
か
ら
、
そ
の
処
理
を
一
気
に
す
ま
す
べ
く
夜
を
徹

す
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。

②
植
物
の
標
本
の
保
存
の
た
め
に
部
屋
に
ナ
フ
タ
リ
ン
を
大
量
に
い
れ
、

た
め
に
頭
が
痛
く
な
る
旧
ど
で
あ
っ
た
（
別
一
、
州
）
と
か
、
寒
い
冬
で
も
戸

を
閉
め
て
部
屋
で
火
を
た
く
と
、
標
本
に
悪
影
響
が
出
る
の
で
火
を
入
れ
な
か

っ
た
（
別
一
、
Ⅲ
、
棚
な
ど
）
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。

③
「
〔
谷
川
健
一
氏
〕
ｌ
先
生
が
ち
ょ
っ
と
眠
っ
て
ま
た
す
ぐ
起
き
て

勉
強
を
続
け
る
と
い
う
超
人
的
な
生
活
を
な
さ
っ
た
こ
と
と
、
今
の
お
話
の
粘

菌
が
刻
々
と
変
化
す
る
の
を
観
察
す
る
生
活
と
は
お
お
い
に
関
係
が
あ
り
そ
う

で
す
ね
。

南
方
〔
文
枝
〕
そ
う
、
大
い
に
あ
り
ま
す
ね
。
粘
菌
も
茸
も
、
珍
種
は
そ
の

七
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と
き
一
度
失
え
ば
二
度
と
同
じ
も
の
が
同
じ
場
所
で
い
つ
発
見
で
き
る
か
わ
か

ら
な
い
の
で
す
か
ら
。
」
（
父
、
鋤
）

④
南
方
文
枝
さ
ん
の
話
ｌ
「
あ
る
と
き
、
銭
湯
へ
行
っ
て
、
間
違
え
て

他
人
の
着
物
を
着
て
そ
そ
く
さ
と
帰
っ
て
来
て
書
斎
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

す
が
、
そ
の
と
き
風
呂
桶
の
腐
っ
た
の
を
大
事
そ
う
に
持
っ
て
い
る
ん
で
す
。

い
つ
も
風
呂
屋
の
洗
面
台
の
下
に
古
い
桶
が
一
つ
置
い
て
あ
っ
た
ん
で
す
が
、

そ
れ
に
何
か
茸
が
生
れ
つ
つ
あ
る
の
に
目
を
つ
け
て
い
た
ん
で
す
ね
。
そ
こ
の

主
人
に
桶
を
洗
わ
な
い
よ
う
に
頼
ん
で
数
日
後
、
期
待
し
て
い
た
黒
い
茸
が
生

え
た
の
で
嬉
し
く
て
た
ま
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
飛
び
出
し
、
他
人
の
着
物
を
ひ
っ

か
け
て
帰
っ
て
来
た
の
で
す
ね
。
奇
行
と
申
し
ま
し
て
も
、
や
は
り
そ
れ
ぞ
れ

わ
け
が
あ
る
の
で
す
。
」
（
父
、
鈴
）

以
上
に
例
示
し
た
四
つ
の
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
南
方
の
「
奇
行
」
も
、

常
人
か
ら
見
れ
ば
異
常
と
感
じ
ら
れ
て
も
、
南
方
か
ら
す
れ
ば
自
己
の
研
究
対

象
の
特
性
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
話
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
上
、
今
こ
こ
に
「
自
己
の
研
究
対
象
の
特
性
に
拘
束
」
と
書
い
た
け
れ

ど
も
、
南
方
本
人
の
意
識
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
別
に
「
拘
束
」
と
い
う
よ
り
、

喜
び
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
再
び
文
枝
さ
ん
の
回
想
だ
が
、

粘
菌
で
き
れ
い
な
の
が
あ
る
と
、
と
て
も
喜
び
ま
し
た
。
「
き
れ
い
だ

な
、
よ
く
自
然
に
こ
ん
な
色
が
出
た
も
の
だ
」
と
家
内
じ
ゅ
う
を
呼
び
ま

し
て
、
顕
微
鏡
を
一
人
一
人
の
度
に
合
わ
せ
て
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

（
父
、
砲
）

と
あ
る
。
ま
た
、
南
方
の
植
物
へ
の
関
心
も
、
す
で
に
幼
少
の
頃
か
ら
あ
っ

た
。
例
え
ば
、

父
の
幼
馴
染
み
の
故
坂
井
知
雄
氏
が
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
小
学

校
へ
行
く
頃
か
ら
、
お
弁
当
箱
の
中
に
藻
の
よ
う
な
も
の
を
い
つ
も
つ
め

て
い
た
そ
う
で
す
。
朝
、
学
校
へ
行
き
し
な
に
水
底
の
藻
を
見
つ
け
る

と
、
そ
こ
で
お
弁
当
を
食
べ
て
し
ま
い
空
に
し
て
。
（
父
、
弱
）

と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。、

、
、

、
、

明
ら
か
に
こ
こ
に
は
、
植
物
学
へ
の
関
心
と
い
う
よ
り
、
植
物
へ
の
関
心
が

躍
如
と
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
彼
の
植
物
蒐
集
の
徹
底
性
は
生
ま
れ

た
の
で
あ
る
。
例
え
ば

「
淡
水
藻
類
の
標
本
（
ガ
ラ
ス
に
装
置
せ
る
顕
微
鏡
プ
レ
・
ハ
ラ
ー
ト
）
」

だ
け
で
六
千
枚
を
数
え
た
（
別
一
、
粥
）

な
ど
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

話
は
少
し
飛
躍
す
る
け
れ
ど
も
、
南
方
の
こ
の
よ
う
な
植
物
へ
の
関
心
を
見

て
い
る
と
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
動
物
誌
』
の
こ
と
が
連
想
さ
れ
る
。
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
動
物
関
係
の
著
述
に
は
、
他
に
『
動
物
発
生
論
』
『
動
物
部
分

、
、
、

論
』
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
、
動
物
学
へ
の
関
心
は

、
、
、
、
、
、

も
と
よ
り
、
動
物
そ
の
も
の
へ
の
関
心
が
躍
動
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
末
広
恭
雄
氏
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
動
物
誌
』
の
魚
類
の
記
事
に
つ
い

て
、

紀
元
前
三
○
○
年
以
上
も
昔
に
、
魚
類
に
関
し
て
ど
う
し
て
こ
れ
だ
け

の
観
察
が
で
き
た
の
か
、
全
く
不
思
議
に
思
わ
れ
る
く
ら
い
で
、
た
だ
驚

（
〆
’
ｆ
）

き
あ
る
の
ゑ
だ
。

と
記
し
、
木
村
雄
吉
氏
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
動
物
部
分
論
』
に
即
し
な

が
ら
、

ま
こ
と
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
い
う
生
物
学
者
は
、
も
の
の
真
実
を

（
８
）

「
学
ぶ
喜
び
」
に
推
進
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
ろ
う
。 七
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と
書
い
て
い
る
。
動
物
へ
の
徹
底
し
た
執
着
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
喜
び
は
、

対
象
こ
そ
違
う
け
れ
ど
も
、
南
方
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
。

今
少
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
場
合
と
の
類
比
を
続
け
る
な
ら
ば
、
ア
リ
ス
ト

、
、

、
、
、

テ
レ
ス
学
者
は
、
彼
の
動
物
学
が
彼
の
『
自
然
学
』
や
『
形
而
上
学
』
と
ど
の、

よ
う
に
関
連
す
る
か
に
関
心
を
も
つ
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
存
在
す
る
の
は
動

、
、

、
、
、
、
、
、

物
学
へ
の
関
心
で
あ
っ
て
、
動
物
そ
の
も
の
へ
の
関
心
は
必
ず
し
も
存
在
し
な

い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

似
た
よ
う
な
こ
と
は
他
の
場
合
に
お
い
て
も
言
え
る
こ
と
が
あ
る
。
例
を
日

、
、

本
に
と
れ
ば
、
三
浦
梅
園
や
安
藤
昌
益
の
場
合
に
も
、
梅
園
の
示
し
た
自
然
そ

、
、
、

の
も
の
へ
の
興
味
・
関
心
か
ら
離
れ
て
、
梅
園
の
学
問
’
一
種
の
自
然
学
ｌ

に
つ
い
て
論
ず
る
と
い
う
研
究
が
成
立
し
得
る
だ
ろ
う
。
昌
益
の
場
合
に
も
、

Ｉ
そ
の
当
否
は
別
と
し
て
Ｉ
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。

、
、
、
、

今
わ
れ
わ
れ
は
、
右
に
若
干
例
を
挙
げ
た
よ
う
な
、
広
く
言
っ
て
自
然
そ
の

、
、

も
の
へ
の
愛
着
・
関
心
を
そ
の
思
想
の
基
盤
に
お
く
立
場
を
、
自
然
主
義
と
言

う
こ
と
に
し
よ
う
。
（
た
だ
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
場
合
は
も
と
よ
り
、
昌
益

、
、

の
場
合
で
も
、
そ
の
哲
学
な
り
思
想
な
り
の
全
体
を
自
然
主
義
と
し
て
特
徴
付

、
、
、

け
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
適
切
で
な
い
。
し
か
し
、
右
に
記
し
た
よ
う
な
自
然
そ

、
、
、

、
、
、

の
も
の
へ
の
愛
着
・
関
心
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
の
ひ
と
つ
の
基
鵬
に
な

っ
て
い
る
と
は
言
え
よ
う
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
記
し
た
よ
う
な
意

味
で
の
自
然
主
義
的
な
側
面
を
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
が
持
っ
て
い
る
と

言
う
こ
と
は
で
き
よ
う
。
）

自
然
主
義
を
こ
の
よ
う
に
定
義
付
け
た
な
ら
ば
、
南
方
熊
楠
の
学
問
的
営
為

の
中
に
、
自
然
主
義
的
性
格
が
あ
る
の
は
明
確
で
あ
ろ
う
。

一
一
一

さ
て
わ
れ
わ
れ
は
一
に
お
い
て
南
方
の
普
遍
主
義
的
な
歴
史
意
識
に
つ
い
て

説
明
し
、
二
に
お
い
て
南
方
の
思
想
的
営
為
に
お
け
る
自
然
主
義
に
つ
い
て
説

明
し
た
。
次
の
問
題
は
、
こ
の
二
つ
及
び
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
南
方
の
神
社
合

祀
反
対
連
動
へ
の
挺
身
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
、
で
あ
る
。

、
、
、

ま
ず
第
一
に
、
自
然
主
義
に
か
か
わ
る
方
か
ら
見
て
い
こ
う
。
す
で
に
「
は

じ
め
に
」
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
神
社
合
祀
の
動
き
は
鎮
守
の
森
の
乱
伐

を
伴
っ
て
い
た
。
先
に
述
べ
た
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
「
自
然
主
義
」
者
南
方

が
こ
れ
を
座
視
す
る
は
ず
は
な
い
。

神
社
合
祀
の
動
き
を
森
林
乱
伐
を
軸
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
反
対

す
る
南
方
の
論
拠
は
ほ
ぼ
次
の
二
点
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

１
、
鎮
守
の
森
は
従
来
「
神
林
」
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
き
た
た
め
、
珍
奇
な

動
植
物
を
よ
く
保
存
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
森
の
乱
伐
は
、
そ
こ
に
生

存
す
る
珍
奇
な
（
あ
る
い
は
学
術
上
価
値
の
あ
る
）
生
物
を
絶
滅
さ
せ
る

お
そ
れ
が
あ
る
。
（
六
、
羽
。
七
、
洲
な
ど
）

２
，
次
は
鶴
見
和
子
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
な
ヨ
コ
ロ
ジ
ー
の
立
場

に
立
つ
公
害
反
対
」
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
破
壊
の
政

エ
ゴ
Ｆ
ジ
ー
（
９
）

策
に
、
生
態
学
の
発
想
を
も
っ
て
抵
抗
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
見
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
二
点
の
根
底
に
は
南
方

の
自
然
主
義
が
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
南
方
の
自
然
主
義
が
右
の
二
点
の
主

張
を
生
承
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

、
、
、

第
二
に
、
普
遍
主
義
的
な
歴
史
意
識
に
か
か
わ
る
点
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
南
方
の
神
社
の
位
置
づ
け
と
関
連
し
て
い
る
。
そ
こ
で
南
方
が
神

七
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社
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
い
た
か
を
略
記
す
る
と
、
こ
の
文
脈
で
は
、

１
、
諸
神
社
は
様
々
の
祭
式
、
文
書
、
古
物
、
偲
伝
を
付
属
し
伝
え
て
来
て

い
る
。
（
そ
れ
ら
一
切
が
神
社
合
祀
の
た
め
失
な
わ
れ
て
し
ま
う
。
）

（
住
、
別
ま
た
七
、
伽
）

２
、
国
民
の
「
元
気
道
義
の
根
源
」
で
あ
る
。
（
七
、
剛
）

３
、
日
本
の
神
社
は
一
種
の
公
園
で
あ
る
。
（
六
、
羽
、
剛
）

と
い
う
よ
う
な
点
が
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
南
方
は
、
「
伝
説
や
民

俗
の
研
究
が
社
会
の
組
織
や
履
歴
を
調
ぶ
る
に
大
必
要
」
（
五
、
州
）
と
書
い

て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
と
右
の
１
に
記
し
た
こ
と
と
を
あ
わ
せ
考
え
れ
ば
、
諸

神
社
の
存
続
こ
そ
が
「
大
必
要
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

、
、

そ
の
民
族
の
履
歴
を
調
べ
て
行
こ
う
と
す
る
際
、
南
方
は
「
む
や
み
に
自
国

を
無
垢
ら
し
く
説
か
ん
」
（
三
、
剛
）
と
す
る
こ
と
は
不
当
だ
と
考
え
、
ま
た

「
今
日
日
本
の
こ
と
を
日
本
の
風
〔
ス
タ
イ
ル
〕
で
の
み
書
く
は
迂
廻
は
な
は

だ
し
」
（
別
一
、
昭
）
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
日
本
の
伝
説
を
釈

く
前
に
、
及
ぶ
限
り
外
国
に
も
同
様
ま
た
類
似
の
例
の
有
無
を
調
べ
お
く
は
、

無
用
の
弁
を
省
く
た
め
に
緊
要
と
考
う
」
（
四
、
刑
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
南
方
の
姿
勢
は
、
日
本
に
伝
え
ら
れ
る
諸
話
を
、
で
き
る
だ
け
普

遍
的
な
相
の
下
に
理
解
し
て
い
こ
う
と
す
る
努
力
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。
言
い
か
え
る
と
．
国
一
地
方
の
こ
と
ば
か
り
究
む
る
だ
け
で
は
、
そ
の

一
国
一
地
方
の
こ
と
を
明
ら
め
え
ぬ
」
（
一
、
剛
）
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も

「
原
始
よ
り
今
日
に
至
る
諸
邦
人
民
の
履
歴
」
（
性
、
川
）
も
複
雑
を
き
わ
め

る
。
そ
し
て
「
材
料
豊
富
な
ら
ず
ぱ
真
の
比
較
は
な
り
が
た
し
」
（
性
、
洲
）

で
あ
る
。
だ
か
ら
南
方
熊
楠
と
い
う
人
物
は
、
事
実
と
し
て
極
め
て
驚
嘆
す
べ

き
博
識
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
彼
の
方
法
論
か
ら
言
っ
て
も
、
博
識
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

、
、
、

だ
が
、
第
三
に
、
こ
の
普
遍
主
義
的
歴
史
意
識
の
問
題
は
、
彼
の
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
的
意
識
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

近
代
日
本
思
想
史
の
流
れ
の
中
に
南
方
学
を
お
い
て
ゑ
よ
う
。
近
代
日
本
の

思
想
家
の
中
に
は
、
自
己
の
思
想
の
「
モ
デ
ル
」
を
、
あ
る
い
は
自
己
の
め
ざ

す
「
理
念
」
を
、
西
欧
の
中
に
求
め
る
と
い
う
人
々
は
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ

の
場
合
、
普
遍
的
な
も
の
は
西
欧
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し

他
方
、
そ
れ
に
対
抗
し
て
、
西
欧
型
の
「
理
念
」
を
即
ち
普
遍
的
な
も
の
と
承

な
す
こ
と
を
拒
否
し
、
何
ら
か
の
意
味
で
「
日
本
」
的
な
も
の
を
お
し
だ
そ
う

と
す
る
人
々
も
存
在
し
た
。

こ
う
し
た
状
況
の
下
で
の
南
方
学
の
位
置
は
独
特
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
す
な
わ
ち
単
に
偏
狭
に
「
日
本
」
的
な
も
の
を
押
し
出
す
に
は
余
り
に
も

外
国
（
主
に
英
国
）
生
活
の
長
か
っ
た
彼
は
、
あ
く
ま
で
も
人
間
性
（
冒
日
画
ご

ロ
四
目
『
①
）
の
普
遍
性
の
探
求
を
め
ざ
す
。
し
か
し
そ
の
「
人
間
性
」
の
モ
デ

、
、

ル
た
る
べ
き
実
体
は
、
西
欧
だ
け
に
存
在
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
だ
か
ら
、
例
え
ば
、
「
民
主
主
義
」
や
三
ル
ク
ス
主
義
」
や
「
キ
リ

ス
ト
教
」
な
ど
の
場
合
の
よ
う
に
、
そ
れ
を
ど
う
日
本
に
根
づ
か
せ
る
か
、
と

い
っ
た
よ
う
な
課
題
は
そ
も
そ
も
生
じ
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。

南
方
に
と
っ
て
「
普
遍
性
」
は
、
日
本
に
根
づ
か
せ
る
べ
き
も
の
で
は
な

く
、
日
本
の
中
に
発
見
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
種
の
普
遍
学

を
日
本
の
中
か
ら
築
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
日
本

の
中
に
」
と
言
う
が
、
具
体
的
に
は
そ
れ
は
ど
こ
に
で
あ
る
の
か
。
も
ち
ろ
ん

一
方
で
は
「
書
物
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
他
方
で
は
人
々
の
間
に
伝
わ
る
祭
式

や
浬
伝
な
ど
に
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

八
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確
か
に
神
社
に
伝
わ
る
「
俗
話
」
は
は
な
は
だ
お
か
し
な
も
の
も
少
な
く
な

い
。
し
か
し
「
多
く
の
俗
話
が
今
日
い
か
に
異
体
不
可
解
に
見
受
け
ら
る
る

も
、
実
は
往
事
、
権
兵
衛
も
太
郎
作
も
平
常
見
聞
し
て
当
然
と
倣
し
、
た
や
す

く
呑
承
込
み
得
た
事
実
に
外
な
ら
」
な
い
の
で
あ
り
（
五
、
州
）
、
そ
う
し
た

「
俗
話
」
を
保
存
し
て
い
る
神
社
を
破
壊
す
る
こ
と
は
、
日
本
の
履
歴
を
失
な

わ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
、
と
南
方
は
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
神

社
合
祀
を
止
め
る
こ
と
こ
そ
「
真
藝
な
る
日
本
研
究
こ
れ
よ
り
起
こ
」
る
と
こ

ろ
の
も
の
（
住
、
川
）
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
日
本
全
体
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
「
古
い
も
の
は
一
村
一
郷
の
精
神
の
基
本
」
（
別
一
、
川
）
で
あ
り
、
ま

さ
に
神
社
は
「
国
民
元
気
道
義
の
根
源
」
（
七
、
剛
）
で
あ
る
と
い
う
認
識
が

さ
に
神
社
は
「
国
巨

南
方
は
「
東
洋
を
見
ぬ
泰
西
人
の
書
籍
の
承
読
ん
で
、
そ
れ
に
載
せ
ぬ
こ
と

は
学
論
に
も
研
究
に
も
適
せ
ぬ
こ
と
の
よ
う
に
思
い
お
る
人
が
多
い
ら
し
い
の

は
実
に
歎
息
の
至
り
だ
」
（
六
、
開
）
と
書
い
て
い
る
。
ま
た
「
科
学
な
ど
と

い
う
こ
と
は
十
分
東
洋
に
も
あ
り
し
が
、
」
（
七
、
剛
）
と
か
、
「
わ
ず
か
数
百
年

お
く

来
東
洋
が
西
洋
に
科
学
が
後
れ
お
る
が
、
そ
の
前
は
さ
ま
で
西
洋
に
劣
ら
な
ん

だ
次
第
を
述
べ
て
、
い
さ
さ
か
東
洋
の
た
め
に
気
を
吐
い
た
」
（
六
、
記
）
と

か
、
さ
ら
に
「
西
洋
人
が
イ
ン
ド
、
支
那
の
道
学
宗
教
に
少
し
も
哲
学
な
し
な

ど
い
う
は
」
間
違
い
だ
（
七
、
川
）
と
か
い
う
よ
う
な
発
言
は
各
所
に
見
う
け

ら
れ
る
。

す
で
に
一
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
南
方
学
は
普
遍
主
義
的
な
歴
史
意
識

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
「
諸
邦
人
民
の
履
歴
」
の
中
に
普
遍
性

、
、
、

ｌ
す
な
わ
ち
人
間
と
は
何
か
と
い
う
問
題
ｌ
を
探
求
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
南
方
学
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
普
遍
性
が
よ
り
早

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

く
自
覚
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
誇
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
自
覚
化
が
ど
の
よ
う
に
進
ん
で
来
た
の
か
を
見
る
こ
と
は
、

、
、
、
、
、
、
、
、

ま
さ
に
わ
が
邦
人
民
の
履
歴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ
に

「
日
本
の
た
め
」
で
あ
る
と
い
う
意
識
（
一
種
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
）
を
南
方

は
持
っ
て
い
た
。
（
八
、
川
、
ま
た
性
、
喝
、
蛇
、
Ⅲ
な
ど
）

こ
の
よ
う
な
南
方
学
に
と
っ
て
は
、
神
社
合
祀
は
ま
さ
に
自
己
の
存
立
基
盤

そ
の
も
の
に
か
か
わ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
ど
う
し
て
も
阻
止
せ
ざ
る

を
え
な
い
も
の
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

即
ち
、
南
方
の
（
右
に
見
た
よ
う
な
）
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
、
彼
の
神
社
合

祀
反
対
運
動
へ
の
基
盤
に
存
在
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

以
上
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
南
方
の
神
社
合
祀
反
対
運
動
へ
の
挺
身
の
思

想
的
根
拠
と
し
て
、
第
一
に
彼
の
自
然
主
義
、
第
二
に
普
遍
主
義
的
歴
史
意
識

（
諸
邦
人
民
の
中
に
普
遍
性
を
探
求
す
る
人
間
学
）
、
第
三
に
第
二
点
と
密
接
に

結
び
つ
い
た
彼
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
説
明
し

た
。
最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
南
方
学
の
あ
り
方
の
今
日
的
意
義
と
思
わ
れ
る
点

を
若
干
記
し
て
ま
と
め
に
か
え
よ
う
。

現
在
、
い
わ
ゆ
る
環
境
問
題
は
ま
さ
に
地
球
的
規
模
で
大
き
な
注
目
を
集
め

て
い
る
。
森
林
破
壊
の
問
題
に
勢
力
的
に
と
り
く
ん
だ
南
方
の
、
そ
の
営
為
は

そ
う
し
た
点
か
ら
も
先
駆
的
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
先
に
鶴
見
和
子
氏
の
ヨ

コ
ロ
ジ
ー
の
立
場
に
立
つ
公
害
反
対
」
と
い
う
南
方
の
見
地
の
特
色
づ
け
を
紹

介
し
た
が
、
そ
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
は
ア
メ
リ
カ
な
ど
で
は
一
九
六
○
年
代
前
半
ま

で
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
・
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ト
の
伝
統
を
継
ぐ
政
治
色
の
な
い
「
お

（
皿
）

と
な
し
い
」
科
学
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。
し
か
し
そ
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
も
六
○
年

八
一



（
ｕ
）

代
末
の
．
ヘ
ト
ナ
ム
戦
争
の
激
化
と
と
も
に
変
様
し
て
い
っ
た
と
い
う
。
そ
の
よ

う
に
変
様
し
て
い
っ
た
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
た
ち
の
先
駆
に
、
わ
れ
わ
れ
は
南
方
熊

楠
を
お
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

、
、
、

だ
が
「
環
境
問
題
」
と
い
う
の
は
た
ん
に
自
然
環
境
の
み
に
か
か
わ
る
の
で

は
な
い
。
一
九
七
二
年
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
開
か
れ
た
国
連
人
間
環
境
会
議

で
「
公
害
と
な
ら
ん
で
自
然
環
境
と
歴
史
的
環
境
の
破
壊
を
世
界
的
な
人
間
遺

産
（
冒
日
目
胃
『
冒
鴨
）
の
破
壊
で
あ
る
と
し
て
、
各
国
が
協
力
し
て
そ
の

（
皿
）

防
止
に
立
ち
上
が
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
」
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

ま
さ
に
「
歴
史
的
環
境
」
に
も
か
か
わ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
何
を
も
っ
て

そ
の
「
歴
史
的
環
境
」
と
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
一
義
的
に
明
確
に
な
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
く
り
か
え
し
述
べ
た
よ
う
に
、
人
間
と
は

何
か
と
い
う
問
題
を
「
諸
邦
人
民
の
履
歴
」
の
中
に
探
求
し
よ
う
と
し
、
ま
さ

に
そ
の
履
歴
を
破
壊
す
る
も
の
で
あ
る
と
南
方
が
考
え
た
神
社
合
祀
（
破
壊
）

に
対
し
断
固
抵
抗
の
姿
勢
を
つ
ら
ぬ
い
た
南
方
の
生
き
方
は
、
ま
さ
に
そ
の

「
歴
史
的
環
境
」
を
ま
も
る
た
め
の
先
駆
的
努
力
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

今
一
つ
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
南
方
の
「
自
然
主
義
」
の
問
題
が
あ
る
。
今

日
的
な
自
然
環
境
の
中
で
緑
を
守
る
動
き
が
活
発
化
し
て
来
て
い
る
。
ど
の
よ

う
な
意
図
か
ら
で
あ
れ
、
結
果
的
に
緑
の
保
全
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
歓
迎
さ
る

べ
き
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
は
や
は
り
何
ら
か
の
程
度
に
お
い
て
、

自
然
そ
の
も
の
へ
の
愛
着
・
関
心
が
根
本
の
と
こ
ろ
で
存
在
す
る
と
い
う
、
先
に

わ
れ
わ
れ
が
「
自
然
主
義
」
と
呼
ん
だ
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

、
、
、

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
南
方
の
、
自
然
学
Ｉ
古
い
言
い
方
だ
が
ｌ
へ
の
関
心

、
、
、
、
、
、

を
、
と
い
う
よ
り
も
、
自
然
そ
の
も
の
へ
の
関
心
を
、
い
っ
そ
う
重
要
な
も
の

と
承
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

註

（
１
）
南
方
に
つ
い
て
の
最
近
の
著
作
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
笠

井
清
『
南
方
熊
楠
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
七
年
）
、
同
『
南
方
熊

楠
１
人
と
学
問
ｌ
』
（
同
、
一
九
八
○
年
）
、
同
『
南
方
熊
楠
ｌ

親
し
き
人
々
ｌ
』
（
同
、
一
九
八
二
年
）
、
樫
山
茂
樹
編
『
南
方
熊

楠
先
生
小
伝
』
（
紀
州
政
経
新
聞
社
、
一
九
六
七
年
）
、
飯
倉
照
平
編

『
南
方
熊
楠
人
と
思
想
』
（
平
凡
社
、
一
九
七
四
年
）
、
鶴
見
和
子

『
南
方
熊
楠
』
（
講
談
社
、
一
九
七
九
年
）
。
な
お
末
尾
の
略
号
表
も

参
照
さ
れ
た
い
。

（
２
）
岩
村
忍
編
『
南
方
熊
楠
文
集
２
』
（
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
七
九

年
）
「
解
説
」
、
洲
頁
。

（
３
）
以
下
の
（
）
内
の
略
号
註
記
に
つ
い
て
は
、
末
尾
に
付
し
た
略
号

表
参
照
。

（
４
）
鶴
見
和
子
『
南
方
熊
楠
』
（
講
談
社
文
庫
版
、
一
九
八
一
年
）
、
５

頁
。

（
５
）
『
内
務
省
史
』
第
二
巻
、
“
頁
。

（
６
）
山
室
静
『
世
界
の
シ
ン
デ
レ
ラ
物
語
』
（
新
潮
社
、
一
九
七
九
年
）
。

（
７
）
末
広
恭
雄
「
『
動
物
誌
』
に
記
さ
れ
て
い
る
魚
の
話
題
」
、
『
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
全
集
・
第
七
巻
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年
）
所
収
の

月
報
に
よ
る
。

（
８
）
木
村
雄
吉
「
『
動
物
部
分
論
』
に
お
け
る
生
物
学
思
想
」
、
『
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
全
集
・
第
八
巻
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
）
所
収
の
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私
は
昭
和
五
六
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
奨
励
研
究
⑧
）
の
交
付
を
受

け
、
そ
の
成
果
を
す
で
に
「
南
方
熊
楠
」
と
い
う
報
告
書
に
ま
と
め
た
。
こ

の
「
南
方
熊
楠
に
お
け
る
普
遍
主
義
・
自
然
主
義
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
は
、

若
干
の
箇
所
に
お
い
て
そ
の
報
告
書
に
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

略
号
表

一
な
ど
の
漢
数
字
．

全
一
○
巻
、
別
率

引
用
頁
を
付
す
。

性
：
…
・
飯
倉
照
平
病

の
漢
数
字
．

父
．
：
。
：
南
方
文
枝
『
父
南
方
熊
楠
を
語
る
』
（
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル

出
版
部
、
一
九
八
一
年
）

（
皿
）
同
前
。

（
岨
）
木
原
託

木
原
啓

（
９
）
鶴
見
、
前
掲
書
へ
剛
頁
以
下
。

（
的
）
中
山
茂
『
科
学
と
社
会
の
現
代
史
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年
）
、

別
頁
。
こ
の
引
用
文
の
中
に
出
て
く
る
「
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ト
」
と
い
う

の
は
、
本
稿
で
言
う
「
自
然
主
義
」
者
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
あ
い
で
使
わ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

九
七
六
年
）

月
報
に
よ
る
。吉

『
歴
史
的
環
境
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
）
、
川
頁
。

：
…
『
南
方
熊
楠
全
集
』
（
平
凡
社
、
一
九
七
一
’
五
年
）

○
巻
、
別
巻
二
冊
か
ら
の
引
用
は
、
巻
数
の
承
表
示
し
、
そ
の
後
に

頁
を
付
す
。
以
下
も
同
じ
要
領
。

飯
倉
照
平
編
『
柳
田
国
男
南
方
熊
楠
往
復
書
簡
集
』
（
平
凡
社
、
一

付
記

八


