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一
、

は

じ

め

に

清
末
中
国

に
お
い
て
、
そ
の
鎖
国

の
戸

は
早
く

イ
ギ
リ
ス
人

に
破
ら
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
民
族

の

覚
醒
は
、
開
国
が
十
余
年
も
遅
く
、
而
も
我
が
中

華
文
明
を
吸
収
し
続
け
て
い
た

「東
夷
小
国
」
日

本
と

の
甲
午

の
役

(日
清
戦
争
)
に
敗
れ

た
後

の

こ
と
で
あ
る
。
敗
戦
に
よ

っ
て

「宝
島
」
台
湾
を

割
譲
し
、
清
朝
政
府
の
年
間
財
政
収
入
の
三
倍
に

当
た
る
巨
額

の
賠
償
金
を
支
払
わ
さ
れ
た

の
み
な

ら
ず
、
三
国
干
渉

に
端
を
発
し
た
列
強

の
中
国
分

割

の
勢

い
が
高
ま
り
が
起
き
、
中
国
は
亡

国
の
危

機
に
瀕
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
若
き

光
緒
皇
帝
が
康
有
為
ら
の

「
公
車
上
書
」

を
受
け
、

日
本

モ
デ
ル
を
中
心
と
す
る
国
政
改
革

「戊
戌
変

法
」
を
実
行
し
た
が
、
西
太
后
ら
保
守
派
に
よ
る

ク
ー
デ

タ
ー
で
失
敗

に
終
わ

っ
た
。
そ
の
後
、
戊

戌
政
変
を
起

こ
し
た
清
朝
保
守
派
が
義
和
団
事
件

(北
清
事
変
)
の
シ

ョ
ッ
ク
を
受
け
、
自

ら

い
わ

ゆ
る

「新
政
」
を
打
ち
出
し
、
制
度
改
革
に
取
り

組
ん
だ
。

こ
の
二
つ
の
改
革
の
背
景
と
推
進
者
は

そ
れ
ぞ
れ
違
う
が
、
両
方
と
も
日
本
を
モ
デ

ル
と

す
る
改
革
措
置
が
多
く
見
ら
れ
、
そ
の
中
に
科
挙

制
度
の
漸
次
廃
止
や
日
本
留
学
の
奨
励
、
新
式
学

堂

の
設
立
な
ど
が
大
い
に
提
起
さ
れ
た
。
清
末

の

中
国
人
日
本
留
学
は
こ
の
よ
う
な
背
景

の
下
に
始

ま
り
推
進
さ
れ
、
さ
ら
に
日
露
戦
争
直
後

は
ピ
ー

ク
に
達
し
た
。

こ
う
い
う
時
期

に
展
開
さ
れ
て
い
た
中
国
人
の

日
本
留
学
に
対
し
て
、
日
本
人
は
ど
う

い
う
認
識

を
持
ち
、
ま
た
留
学
生
た
ち
を
ど
う
扱

っ
て
い
た

か
、
明
治
末
期

の
新
聞
雑
誌

に
見
る
関
連
記
事
を

中
心

に
、
ほ
か
の
資
料
を
交
え
な
が
ら
、
考
察
し

て
み
た
い
。

二
、
血
と
涙

の
結
晶

甲
午
戦
争
後
の

一
八
九
六
年
、
近
代
日
本
文
化

交
渉
史
に
大
き
く
記
し
入
れ
る
べ
き
事
件
が
起
こ

っ
た
。
古
く
か
ら
日
本
留
学
生

の
受
入
れ
国
だ

っ

た
中
国
が
は
じ
め
て
日
本

に
十
三
名

の
留
学
生
を

送
り
出
し
た
と
い
う
歴
史

の
大
逆
転
と
言
う
べ
き

事
件
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
人
が
ど
う
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い
う
反
応
を
示
し
て
い
た
か
を
知
り
た
く

て
、
調

べ
て
み
た
が
、
次

の
淡
々
と
し
た
報
道
し

か
見

つ

か
ら
な
か

っ
た
。

横
浜
駐
在

の
支
那
領
事
呂
賢
笙
は
過
日
上

海

に
赴
き
し
が
、
其
用
向
は
寧
波
蘇
州
地
方

の
青
年
十
三
名
を
選
び
、
日
本
語
学
研
究

の

た
め
、
東
京

に
官
費
留
学

せ
し
む
る

に
あ
る

由
に
て
、
西
京
丸
に
て
右
青
年
を
伴

ひ
帰
任

(
1

)

す

る
筈

。

し
か
し
、

こ
の
十
三
名

の
来
日
は
あ
く
ま
で
も

日
本
留
学
運
動
の
幕
あ
け
と
し
か
言
え
な

い
。
こ

の
舞
台
に
多
く
の
留
学
生
が
登
場
し
始

め
た
の
は

二
年
後

の

一
八
九
八
年

で
あ
る
。
当
時
、
維
新

の

論
議
が
益

々
高
ま
る
中

で
、
浙
江

・
湖
南

・
湖
北

な
ど
開
明
派
が
総
督
や
巡
撫
を
つ
と
め
る
省
は
相

次

い
で
留
日
学
生
派
遣
計
画
を
立
て
、
本
格
的
な

日
本
留
学
を

ス
タ
ー
ト
さ
せ
よ
う
と
し
、

日
本
人

の
注
目
を
引
く
よ
う
に
な

っ
た
。

支
那
の
俊
傑
張
之
洞
門
下

の
学
生

は
、
先

頃
来
朝
せ
し
が
、
今
回
又
湖
南
、
湖
北

の
二

省
よ
り
、
日
本
留
学
生
二
百
名
を
選
出
し
、

近
々
の
内
、
我

国

へ
派
遣
す

る
。
(中
略
)

(
2
)

近
来
の

一
快
事
と
言
ふ
べ
し
。

清
国
が
四
五
年
前
ま
で
は
我
を
軽
侮
し
我

を
嫌
悪
し
た
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
朝
反

省
す
る
所
あ
り
て
、
今
は
則
ち
我
邦
を
尊
敬

し
我
邦

に
依
頼
し
て
、
人
材
を
挙
げ

て
其
教

育
を
我
邦

に
託
す
る
に
当
り
、
我
邦

は
抑
も

如
何

の
覚
悟
を
以
て
こ
れ
に
当
ら
ん
と
欲
す

旋

・

明
治
初
年
、
同
じ
欧
米
列
強
に
不
平
等
条
約
を

強

い
ら
れ
た
中
日
両
国
が
正
式

に
国
交
を
開
き
、

お
互

い
に
対
等
な
国
家
関
係
を
樹
立
し
た
。
そ
の

後
、
日
本

は
国
力
増
強
と
不
平
等
条
約
改
正
の
運

動
を
精
力
的
に
推
進
し
、
西
洋
化
を
徹
底
さ
せ
、

国
力
が
増
強
す
る

一
方
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

中
国
は

「中
体
西
用
」

の
指
導
思
想

の
も
と
で
洋

務
派
官
僚
た
ち
が
洋
務
運
動
を
展
開
し
て
い
た
が
、

根
本
的
な
改
革
が
出
来
ず
国
家
が
弱
体
化
の

一
途

を
辿
る
。
こ
う
い
う
中

で
、
中
日
両
国
間
で
は
平

等
な
関
係
が
樹
立
さ
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
日
本

は

欧
米
列
強
の
真
似
を
し
、
不
平
等
条
約
を
中
国
に

押
し

つ
け
よ
う
と
し
、
台
湾
出
兵
な
ど
を
経

て
甲

午
戦
争
に
踏
み
切
る
に
至

っ
た
。
中
国
側

の
敗
戦

は
、
中
国
人

に
と

っ
て
は
西
洋
に
敗
れ
る
よ
り
精

神
的
打
撃
が
遥

か
に
大
き
い
の
に
対
し
て
、
日
本

の
勝
利
は
明
治
維
新
以
来

の
西
洋
化

の
努
力
の
結

果
で
あ
り
、
ま
た
文
明

の
勝
利
と
さ
れ
、
国
民

に

多
大
な
自
信
を
持
た
せ
た
。
こ
う

い
う
な
か
で
の

中
国
人
留
学
生
の
来
日
は
、
上
述

の
記
事
か
ら
も

容
易

に
読

み
取
れ
る
よ
う
に
、
旧
弟
子
で
あ

っ
た

日
本
が
古
来
わ
が
師
と
仰
い
で
い
た
中
国
に
尊
敬

さ
れ
る
と
い
う
喜
び
を
多
く

の
日
本
人
に
も
た
ら

し
た
の
で
あ
る
。

二
十
世
紀
に
入

っ
て
、
在
日
留
学
生
数
が
絶
え

ず
増
え
、
さ
ら
に

一
九
〇
四
-

一
九
〇
五
年

に
は

三
千
人
近
く
か
ら
八
千
人
以
上
ま
で
急
増
し
、
ピ

ー
ク
に
達
し
た
。
こ
の
盛
況
ぶ
り
を
見

て
中
国

の

大
国
的
度
量
を
称
え
る
人
も
い
る
が
、
次
の
よ
う

な
認
識
が

一
般
的
で
あ

っ
た
。

往
昔
我
よ
り
彼

に
学
び
た
る
も
今
や
地
位
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転
倒
し
か
か
る
多
数

の
清
国
人
が
、

其
国
の

内
外
に
あ
る
と
を
問
は
ず
、
我
日
本

に
学
ば

ん
と
す
る
の
盛
な
る
顕
象
を
呈
す
る

に
至
り

た
る
は
吾
国

の
名
誉
な
り
、
是
れ
我
国
民
が

血
と
涙
と
を
以
て
成
功
し
、
若
く
は
成
功
し

つ
つ
あ
る
、
日
清
戦
役
、
及
び
日
露
戦
争

の

効
果

の
大
部
分
を
占
む
る
も

の
と
見

て
不
可

(
4

)

な

か

る

べ
し

。

甲
午
戦
争

の
敗
戦
に
刺
激
さ
れ
て
日
本

留
学
が

ス
タ
ー
ト
し
た
と
い
う
の
は
前
述
の
通
り

で
あ
る

が
、
日
露
戦
争

の
日
本
側

の
連
戦
連
勝
が
中
国
人

の
日
本
留
学
を
大

い
に
促
し
た
の
で
あ
る
。
そ
も

そ
も
、
中
国
東
北
部

の
支
配
権
を
奪
い
合

う
た
め

に
行
わ
れ
る
日
露
戦
争

は
ど
ち
ら
が
勝
と
う
と
被

害
国
の
中
国
に
と

っ
て
は
問
題
で
は
な
い
。
し
か

し
、
近
代
に
入
る
ま
で
中
華
民
族
に
と

っ
て
外
患

と
い
え
ぽ
ほ
と
ん
ど
北
方
民
族
か
ら
で
あ

っ
た
と

い
う
歴
史
的
教
訓
と
、
三
国
干
渉
後

ロ
シ
ア
が
中

国
東
北
を
独
占
す
る
野
心
が
露
骨
化
す
る
と
い
う

現
実
か
ら
、

ロ
シ
ア
に
対
し
て
は
強
い
警
戒
心
を

持

っ
て
い
た
。
し
か
し
、
日
本

に
対
し
て
は
、
甲

午
戦
争
後
日
本
の
中
国
に
対
す
る
積
極
的
な
外
交

の
成
果
が
あ

っ
た
た
め
か
、
警
戒
心
よ
り
感
服
ま

た
は
親
近
感
を
抱

い
て
い
た
。
留
日
学
生
は
も
ち

ろ
ん
、
国
内

の
人
も
、
日
露
戦
争

の
こ
と
を
知
ら

な

い
者
以
外
に
、
日
本
の
戦
捷
を
望
ま
な

い
も
の

は
な
い
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、
日
本

の
勝
報
が
伝
わ

っ
て
く
る
と
、
み
ん
な
喜
ん
で
い
た
。

し
か
し
、
知
識
層
で
は
こ
う

い
う
感
情
の
裏

に

も
う

一
つ
の
期
待
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
専
制

国
の
ロ
シ
ア
に
立
憲
国

の
日
本
が
勝
て
ぽ
、
中
国

に
お
け
る
立
憲

の
議
が
盛
ん
に
な
ろ
う
と
い
う
も

の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
黄
色
人
種
と

白
色
人
種

の
優
勝
劣
敗
問
題

に
も
か
か
わ

っ
て
い

る
と
議
論
さ
れ

て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
甲
午

・
日
露
両
戦
役
の
日
本
側

の
勝
利
は
中
国
人

に
そ
の
富
国
強
兵
の
成
功
経
験

に
注
目
さ
せ
、
黄
色
人
種
と
し
て
の
自
信
と
希
望

を
も
た
ら
し
た
。
さ
ら
に
日
本

の
協
力
を
得
な
が

ら
、
富
強
化

の
道
を
探
り
、
外
敵
を
防
こ
う
と
す

る
念
願
さ
え

一
時
的
に
広
が

っ
て
い
た
。
こ
う
い

う
中

で
推
進
さ
れ
た
中
国
人
の
日
本
留
学
を
多
く

の
日
本
人
が
我
が
国

の
名
誉
と
国
民

の

「血
と

涙
」

の
結
晶
と
見
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
、
共
同
利
益

の
所
在

国
際
間

の
事
は
お
互

い
の
利
害
関
係

に
影
響
さ

れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
利
害
さ
え
同
じ
な
ら
ば

手
を
携
、兄
、
利
害
相
反
す
れ
ば
戦
い
さ
え
も
辞
せ

ぬ
と
い
う
例
が
多

い
。
清
末

の
中
国
人
日
本
留
学

も
中
日
両
国
に
と

っ
て
共
同
利
益
が
あ

っ
て
こ
そ

成
り
立

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
当

時
早
稲
田
大
学
の
学
監

で
あ
る
高
田
早
苗
氏
が
次

の
よ
う

に
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

支
那
人
を
教
育
す
る
は
、
支
那
人
の
利
益

の
み
に
非
ず
、
ま
た
我
日
本
の
利
益
な
り
と

云
う
考
え
が
大
切
で
あ
る
。
斯
く
言
え
ば
、

日
本
の
野
心
を
以
て
支
那
人
を
教
育
せ
よ
と

云
う
考
え

の
如
く
誤
解
せ
ら
る
る
虞
が
あ
る

か
知
れ
な

い
が
、
決
し
て
そ
う
い
う
意
味

で

は
な
い
。
支
那
と
日
本
と
は

一
時
の
み
な
ら

ず
永
遠

の
利
害
が
同

一
で
あ
る
か
ら
、
誠
心

誠
意
支
那
の
た
め
に
図
れ
ぽ
、
そ
の
結
果
自

(
5

)

然
日
本

の
利
益
と
な
る
と
云
う

の
で
あ
る
。
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中
日
両
国
は
同
文
同
種
だ
か
ら
親
密

の
関
係
を

保

つ
べ
き
だ
と
い
う
論
調
が
盛
ん
だ

っ
た
当
時
、

高
田
氏

の
共
同
利
害
説
は
あ
る
程
度
新
し

い
意
味

合

い
を
も

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
「同

文
同
種

は
か
な
ら
ず
間
柄
が
善

い
と
云
う
訳
な
ら
ば
、
歴

史

に
英
米
戦
争
、
独
墺
戦
争
と
云
う
が
如

き
事
実

の
あ
る
べ
き
筈
が
な

い
」、
と
彼
は
同
文
同
種
論

を
批
判
し
、
野
心
を
以
て
で
は
な
く
、
誠
心
誠
意

を
以
て
相
手
の
た
め
に
図
れ
ぽ
自
然
に
よ

い
結
果

と
な
る
と
主
張
す
る
。

さ
ら
に
中
国
人
の
日
本
留
学

は
両
国

に
と

っ
て

そ
れ
ぞ
れ
ど
ん
な
利
益
が
あ
る
か
に
つ
い
て
、
高

田
氏
は
続
け
て
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、

中
国
人

に
と

っ
て
日
本
か
ら
新
学
を
学
ぶ
最
大

の

メ
リ
ッ
ト
は
便
利
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
日
本
側
か

ら
言
え
ば
、
日
本
人
に
就

い
て
学
ぶ
者
が
多
け
れ

ぽ
、
間
接
直
接

に
日
本
を
理
解
す
る
者
が
増
加
す

る
と
い
う
。

確
か
に
中
国
人
に
と

っ
て
、
日
本
は
欧
米
よ
り

道
が
近
く
、
物
価
が
安

い
と
い
う
の
は
も

ち
ろ
ん
、

欧
米

に
留
学
し
て
、
そ
の

「蟹
行
文
字
」

を
習
う

よ
り
、
同
文

の
日
本

に
き
て
東
文
東
語
を
覚
、兄
る

ほ
う
が
遥

か
に
は
や
い
。
さ
ら

に

一
歩
進
め
て
言

え
ば
、
凡
そ
外
国

の
文
明
は
取
捨
選
択
を
経

て
初

め
て
自
国
に
用

い
る
べ
き
も

の
で
あ

っ
て
、
日
本

を
経

て
多
少
東
洋
化
さ
れ
た
西
洋
の
学
問
を
受
け

取

る
こ
と
は
中
国
に
と

っ
て
は
大
き
な
利
益
で
あ

る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
日
本
は
中
国
よ
り
三

十
年
も
先
立

っ
て
、
日
本
国
独
特

の
長
所
を
発
揮

し
、
西
洋
文
明

の
消
化
吸
収
に
努

め
て
き
た
。

こ

の
様

に
日
本
に
よ

っ
て
東
洋
的

に
消
化
さ
れ
た
西

洋
文
明

・
西
洋
学
問
を
中
国
が
も
う
少
し
細

か
く

咀
嚼
し
て
消
化
吸
収
す
る
の
は
、
中
国

に
と

っ
て

は
こ
れ
ほ
ど
便
宜
の
事
は
な
か
ろ
う
。

中
国
人

の
日
本
留
学

の
利
益
は
単

に
中
国

の
ほ

う
に
の
み
あ
る
訳
で
な
く
、
日
本
側
に
も
少
な
く

な

い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
中
国
人
留
学
生
が
日
本

に
来

て
費
す
所

の
金
額
が
大
き
い
か
ら
、
日
本
は

少
な
か
ら
ぬ
利
益
を
得
る
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る

が
、
こ
の
様
な
有
形

の
利
益
よ
り
無
形
の
利
益

の

ほ
う
が
遥
か
に
大
き

い
。
歴
史
か
ら
み
て
、

ア
メ

リ
カ
留
学
し
た
者
は
ア
メ
リ
カ
を
愛
し
、

フ
ラ
ソ

ス
留
学
し
た
者
は
自
然
に
フ
ラ
ソ
ス
を
好
む
と
い

う
よ
う
に
、
日
本

に
来

て
新
学
を
学

ん
だ
中
国
人

が
日
本

に
対
し
て
理
解
を
深
め
、
好
意
を
持

つ
の

は
普
通
で
あ
る
。

こ
れ
は
両
国
が
友
好
関
係
を
深

め
る
上
に
大

い
に
役
立
ち
、
無
形
の
利
益
と
な
る
。

と
は
い
え
、
中
国
近
代
留
学
史
関
連

の
研
究
分

野
な
ど

で
は
、
ほ
ぼ
定
説

に
な

っ
て
い
る
ほ
ど

「
ア
メ
リ
カ
留
学
し
た
者
は
ア
メ
リ
カ
に
親
し
み
、

日
本
留
学
し
た
者
は
反
日
す
る
」
と
い
う
言
葉
を

よ
く
耳
に
す
る
。

こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
留
学

に
比
べ

る
と
、
確
か
に
日
本
留
学
帰
り
の
人

の
中

に
日
本

を
批
判
し
て
い
た
者
が
割

に
多
い
が
、
そ
の
中
か

ら
多
く

の

「知
日
者
」
と
日
本
人
と
親
し
く
付
き

合

っ
て
い
た
者
が
出
た
の
も
事
実

で
あ
る
。
ま
た
、

留
日
学
生

に
日
本
批
判
者
が
割

に
多

か
っ
た
原
因

に
つ
い
て
考
え
て
み
れ
ば
、
日
本
軍
国
主
義
者

の

中
国
に
対
す
る
侵
略
、
中
国
人
留
学
生

の
教
育
を

大
陸

へ
の
勢
力
樹
立

の
長
計
と
す
る

一
部
の
政
治

家

の
打
算
、
日
清
戦
争
後
広
が
り
始
め
た
中
国
人

に
対
す
る
軽
蔑
、

の
三

つ
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

四
、
勢
力
樹
立
の
長
計

一
八
九
八
年
か
ら
留
日
学
生
が
多
く
な
り
始
め
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た
も
う

一
つ
の
背
景
は
日
本
側
の
働
き
か
け
で
あ

る
。甲

午
戦
争

の
敗
戦
に
よ

っ
て
中
国
は
莫
大
な
国

益
を
略
奪
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
政
府

の
腐
敗

無
能
と
軍
事
力

の
衰
弱
が
徹
底
的
に
露
呈
さ
れ
た
。

列
強
が
遼
東
半
島

の
中
国
返
還
の
た
め
の
三
国
干

渉
と
、
政
治
条
件
付
き

の
借
款
を
通
し
て
、
中
国

で
の

「勢
力
範
囲
」

の
分
割
を
着
々
と
進

め
、

ロ

シ
ア
は
東
北
、
ド
イ

ツ
は
山
東
省
、

フ
ラ
ン
ス
は

雲
南

・
広
東

・
広
西
、
イ
ギ
リ
ス
は
揚
子
江
流
域

を
自
分
の
勢
力
範
囲
に
し
よ
う
と
し
、
中

国
分
割

は
最
高
潮
に
達
す
る
。

こ
の
よ
う
な
西
洋
人

の
中
国
蚕
食
を
見

て
い
た

日
本
も
台
湾

の
対
岸
に
あ

る
福
建
省
を
勢

力
範
囲

に
し
、
鉄
道
敷
設
権
を
獲
得

し
よ
う
と
し

た
。
直

接
清
政
府
と
の
交
渉
に
あ
た

っ
て
い
た
時

の
矢
野

文
雄
駐
清
特
命
全
権
公
使
は
交
渉
を
ス
ム
ー
ズ
に

進
展
さ
せ
る
た
め
、
中
国
側
に

「
わ
が
国
政
府
は

中
国
と
ま
す
ま
す
友
誼
を
敦
く
せ
ん
と
欲
す
。
中

は
な
は

国
は
人
材
を
需
む
る
こ
と
孔
だ
急
な
り
と
聞
く
、

若
し
学
生
を
選
派
し
、
出
洋
学
習
せ
し
む
れ
ば
、

我
が
国
に
お
い
て
、
そ
の
経
費
を
支
出
す
可
し
。

人
数
は
二
百
人
以
内

に
限
る
」、
と
働
き
か
け
た

一
方
、
外
務
大
臣
西
徳
二
郎
に
次

の
よ
う
に
報
告

し
て
い
る
。

福
建
省
内
鉄
道

の
議

に
関
し
申
進
文
中
記

載

の
通
り
、
其

の
要
求
を
提
出
せ
ん
と
な
れ

ぽ
、
筆
舌
の
友
情
以
外
に
実
際

の
友
情
、
即

ち
清
政
府
が
今
日
に
在

っ
て
喜
悦
す
べ
き

の

模
様
な
き
に
も
あ
ら
ず
と
観
察
せ
ら
る
る
留

学
生

の
教
育
を
引
受
く
べ
き
事
を
申
込
た
ら

ん
に
は
、
今
度

の
要
求
を
成
功
せ
し
む
る
に

効
力
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
我
国

の
感
化
を
受

け
た
る
新
人
材
を
老
帝
国
内
に
散
布
す
る
は
、

後
来
我
勢
力
を
東
亜
大
陸
に
樹
植
す
る
の
長

計
な
る
べ
し
と

の
次
第
を
茲
に
敷
衍
せ
ば
、

其
武
事

に
従
ふ
者
は
日
本
の
兵
制
を
模
倣
す

る
の
み
な
ら
ず
、
軍
用
器
械
等
を
も
我
に
仰

ぐ
に
至
る
べ
く
、
士
官
其
他

の
人
物
を
聘
用

す
る
に
も
日
本
に
求
む
る
べ
く
、
清
国
軍
事

の
多
分
は
日
本
化
せ
ら
る
る
こ
と
、
疑
を
容

れ
ず
、
又
理
科
学
生

は
其
の
器
械

・
職
工
等

を
も
之
を
日
本
に
求
む
る
な
る
べ
く
、
清
国

の
商
工
業
を
し
て
自
つ
か
ら
日
本
と
密
接

の

関
係
を
有
せ
し
め
、
随

っ
て
我
商
工
業
を
清

国
に
拡
張
す
る
の
階
梯
と
も
為

る
べ
し
、
又

法
律

・
文
学

に
関
す
る
学
生
な
ど
は
、
専
ら

日
本

の
制
度

に
則
り
清
国
将
来

の
進
運
を
謀

る
べ
し
、
事
若
し
此
に
至
ら
ば
、
我
勢
力

の

大
陸

に
及
す
こ
と
、
量
る
可
ら
ざ
る
も

の
あ

ら
ん
。
而
し
て
清
国
官
民
が
我
国
に
信
頼
す

る
の
情
は
亦
た
今
日
に
十
倍
す
べ
し
。
是
等

の
学
生
が
日
本

に
対
す
る
縁
故
よ
り
、
将
来

に
於

い
て
清
国
自

か
ら
進
ん
で
続
々
学
生
を

我
国
に
送
出
す
る
に
至
り
、
我
国
の
勢
力
は

(
6
)

暗
々
裏
に
東
亜
大
陸
に
増
進
す
べ
し
。

一
八
九
八
年
以
後
、
留
学
生
が
少
し
ず

つ
増
え

る
に
し
た
が

っ
て
、
そ
れ
に
関
す
る
論
議
が
多
く

な
り
、
留
学
生
教
育

に
よ
る
勢
力

の
扶
植
と
い
う

主
張
が
よ
く
登
場
す
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
詳
し
く
論

じ
ら
れ
た
の
は
こ
れ
が
初

め
て
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
留
学
生

の
教
育
は
中

国
人

の
信
頼
を
得
る
だ
け
で
な
く
、
諸
分
野
に
お

け
る
中
国

へ
の
影
響
が
期
待
で
き
、
勢
力
樹
立

の
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方
法
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
。

甲
午
戦
争
後
、
日
本

に
お
い
て
は
中
国

に
対
し

て

「分
割
論
」
と

「保
全
論
」
が
唱
え
ら
れ
て
い

た
わ
け
で
あ
る
。
列
強

の
中
国
分
割

の
真

最
中
に
、

ア
ジ
ア
情
勢

に
対
し
て
強
烈
な
危
機
感
を
抱
き
、

「支
那
保
全
」
や

「
日
清
同
盟
」
を
唱
え

な
が
ら
、

張
之
洞
や
劉
坤

一
ら

の
地
方
高
官
に
対
し

て
、
日

本

へ
の
留
学
生
派
遣

の
緊
要
を
力
説
し
た
者
も
少

く
な
か

っ
た
。
貴
族
院
議
長

・
東
亜
同
文
会
会
長

近
衛
篤
麿
、
参
謀
本
部

の
福
島
安
正
や
宇
都
宮
太

郎
な
ど
は
そ
の
中
心
的
な
人
物
で
あ

っ
た
。
保
全

論
に
は
、
中
国
侵
略
を
目
的
と
す
る
も
の
と
、
両

国
が
真

に

「唇
歯
相
依
り
輔
車
相
援
ふ
」

べ
き
だ

と
い
う
中
国
侵
略
を
非
と
し
て
い
る
も
の
が
あ

る
。

し
か
し
、
分
割
論

で
あ
ろ
う
と
、
保
全
論

で
あ
ろ

う
と
、
中
国
人
留
学
生
の
教
育

に
積
極
的

に
取
り

組
む
べ
き
だ
と
主
張
す
る
の
は
皆

一
致
し

て
い
た
。

吾
日
本
国
民
は
如
何
な
る
覚
悟
を
以
て
是

等
珍
重

の
留
学
者
を
教
養
す
可
き
か
、
彼
等

の

一
成

一
敗

は
実
に
支
那
将
来

の
通
塞

に
関

す
尤
も
大
な
る
の
み
な
ら
ず
、
清
国

に
お
け

る
吾
勢
力
の
消
長

に
関
す
る
も

の
亦
莫
大
な

る
を
知
ら
ざ
ら
ん
や
。
之
を
人
道

に
照
ら
し
、

之
を

一
国
の
利
害

に
鑑
み
、
吾
人
日
本
国
民

が
是
等
留
学
生

の
教
育
に
従
事
す
、
決
し
て

(
7

)

是
れ
軽
々
看
過
す
可
き
の
事
業

に
あ
ら
ず
。

此
等
学
生
た
る
、
悉
皆
彼
国
学
生
中

の
秀

才
逸
足
な
り
。
其
門
閥
位
置

の
如
き
、
蓋
し
、

中
等
以
上
に
位
す
る
も
の
、
而
し
て
其
海
を

越
え
て
来
遊
せ
る
所
以

の
も
の
、

一
に
自
国

の
文
物
制
度
を
刷
新
す
る
の
素
養
を
造
ら
ん

が
た
め
に
し
て
、
多
年
学
業
を
終

へ
、
帰
国

す
る
時
は
必
ず
相
当
の
位
置
を
得
、
文
明
の

扶
植
、
国
勢

の
振
興
上
、
常

に
主
動
的
地
位

に
立

つ
べ
き
も
の
な
れ
ぽ
、
我
邦

の
此
等
学

生

に
対
す
る
、
決
し
て
尋
常
普
通

の
学
生
を

以
て
目
す
べ
か
ら
ず
、
必
ず
丁
寧
厳
粛

に
之

を
教
育
、
待
遇
し
、
以
て
善
隣

の
好
を
竭
く

し
、
我
邦

の
仁
義
に
厚
き
所
以
を
知
ら
し
め

ざ

る
べ
か
ら
ず
。

(中
略
)
或

は
、
・其
教
育

待
遇

の
方
法
を
粗
漏
放
漫
に
し
、
甚
し
き
は

二
十
七
八
年
戦
役
大
捷

の
威
を
藉
り
、
或
は
、

目
す
る
に
戦
敗
国
の
学
生
を
以
て
し
、
徒

に

傲
慢
疎
暴
を
以

て
、
彼
等
に
対
す
る
も

の
な

き
を
保
す
べ
か
ら
ず
。
若
し
我
教
育
者

に
し

て
、
此
の
如
き
挙
措
に
出
で
ん
か
、
遂

に
彼

等
学
生
を
し
て
厭
忌
の
情
を
起
さ
し
め
、
次

第

に
我
邦
に
来
遊
す
る
を
欲

せ
ざ
る
に
至

る

べ
く
、
啻
に
我
邦
の
体
面
を
損
し
、
我
邦

の

名
誉
を
傷

つ
く
る
の
み
な
ら
ず
、
我
邦
が
清

国
に
対
し
て
、
尽
す
べ
き
天
職
を
汚
し
、
善

隣
の
好
を
薄
く
し
、
将
来
東
亜
問
題
大
湧
起

の
時
に
当
り
、
互
に
握
手
並
鏡
す
る
の
道
を

(8

)

失

は

ん

と
す

。

こ
こ
か
ら
ま
ず
読
み
取
れ
る
の
は
中
国
人
留
学

生

の
教
育
が
国
家

の
利
害
、
或

い
は
中
国

に
お
け

る
日
本
の
勢
力

の
樹
立
に
か
か
わ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
た
人
道

の
上
か
ら

考
え
た
も

の
で
あ
り
、
日
本

の
天
職
で
も
あ
る
と

主
張
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な

「人
道
」
論
と

「天

職
」
論
も
往
々
に
し
て

一
緒

に
唱
え
ら
れ
、
そ
の

風
潮
が
十
九
世
紀
末
か
ら
留
学
生

の
来
日
と
共
に

始
ま
り
、
義
和
団
事
件
と
日
露
戦
争
を
経
て
だ
ん
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だ

ん
高

ま

っ
て

い
く

。

人
道
の
上
よ
り
見
れ
ば
、
我
が
邦

は
夙

に

欧
米
文
化
を
輸
入
し
て
東
西
思
想
の
中
心
点

と
な
り
、
た
と
ひ
弱
点
非
難
は
多
々
之
あ
り

と
も
、
大
体
に
於

い
て
は
人
権

の
発
達
自
由

の
伸
張
教
育

の
整
備
各
種
文
明
要
素

の
発
展

は
遥
か
に
彼
に
優

る
あ
れ
ば
、
清
国
人
を
教

育
し
扶
掖
す
る
は
、
人
道

の
た
め
文
化

の
た

め
世
界
の
幸
福
平
和

の
た
め
吾
人
が
人
類
と

し
て
此
の
世
に
生
存
す
る
以
上
は
、
当
然
務

む
べ
き
道
な
り
と
云
ふ
べ
し
。
又
之
を
国
家

の
責
任
上
よ
り
云
え
ば
、
我
邦
と
清
国
と
は

唇
歯
輔
車

の
関
係
あ
り
、
清
国

の
頑
迷
を
覚

醒
し
て
世
界
列
国

の
大
勢
に
適
応

せ
し
む
る

は
、
東
洋
永
久

の
平
和
を
得
ん
が
為

に
は
や

む
を
え
ず
成
さ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
事

に
し
て
、

我
邦
は
之
が
為
に
国
家

の
存
亡
を
賭
し
て
も

屡
戦

ひ
、
財
政
経
済

の
困
難
を
来

す
を
予

知
し
て
も
種
種

の
計
画
を
実
行
し
た

る
所
に

し
て
、
幸

に
戦
勝

の
結
果
国
威
益
々
揚
が
り

声
望
列
強
を
凌
ぐ
に
至
り
、
清
人

の
来
り
学

ぶ
も

の
年
と
共
に
増
加
す
る
を
見
る
な
り
。

故
に
我
が
国
家
が
之
等
留
学
生

の
啓
導

に
務

む
る
は
、
我
が
在
来

の
国
是
を
完
遂
せ
ん
と

す
る

一
方
法
を
励
行
す
る
に
過
ぎ
ず
し
て
我

が
国
家
が
其

の
享
有
せ
し
天
職
を
行
ふ
所
以

(
9

)

の

一
大
義
務
た
る
に
外
な
ら
ず
。

こ
の
よ
う
な
議
論
展
開
は
日
清

・
日
露
両
戦
争

の
戦
勝

に
よ
る
日
本
人
の
セ
ル
フ
イ
メ
ー
ジ
の
変

化
に
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る
。
特

に
日
露
戦
後
、

日
本
は
東
洋

一
小
国
と
い
う
劣
等
感

か
ら
完
全

に

抜
け
出
し
、
「東
西
思
想

の
中
心
点
」
で
あ
る
世

界
の

一
等
国
と

い
う
自
己
認
識
が
強
ま
る
。
こ
の

よ
う
な
東
西
文
明

の
総
合
者
、

ア
ジ
ア
の
先
覚
者

と
し
て
の
日
本
が
利
益

の
た
め
だ
け
で
な
く
、

こ

の
統
合
文
明
を
頑
迷
な
清
国
に
広
め
る
為
に
、
そ

の
留
学
生
を
誘
導
啓
発
す
る
の
は
人
道

で
あ
り
、

天
職
で
あ
る
と
い
う
。

さ
ら
に
中
国
人
留
学
生

の
教
育
を
引
き
受
け
る

の
は
隣
国
人
に
対
す
る
好
意
と
同
情
心
に
よ
る
も

の
で
あ
る
、
と
い
う

の
も
よ
く
見
ら
れ
る
。
両
国

は
近
隣
で
、
古
来
の
文
化
的
関
係
も
あ
り
、
思
想

感
情
の
共
通
す
る
と
こ
ろ
も
他
国
に
比

べ
て
い
っ

そ
う
親
密
で
、
歴
史
上
幾
度
か
争
闘
敵
視
し
た
こ

と
が
あ
る
と
は
い
え
、
友
好
往
来
の
歴
史
が
長
く
、

人
種
も
大
体
同

一
で
、
言
語
も
互
い
に
学
び
や
す

く
、
宗
教
も
共
通
点
が
あ
り
、
名
実
共

に
隣
邦
で

あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
四
千
余
年

の
歴
史
を
有
す

る
隣
国
は
い
ま
列
強
の
た
め
に
そ
の
領
土
が
蚕
食

さ
れ
、
そ
の
利
益
が
独
占
さ
れ
、
殆
ど
瀕
死
の
状

態
に
陥
り
、
四
苦
八
苦
し
て
い
る
。
我
が
日
本
人

が
こ
の
様
な
隣
邦
人
に
対
し
て
同
情
を
払

い
、
好

意
を
持

っ
て
そ
の
成
功
を
援
助
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
。

以
上
の
よ
う
に
日
本
人
の
中
国
人
留
学
生
教
育

の
動
機

に
つ
い
て
多
く
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
主
流
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
中
国
人
日
本
留
学

史
の
研
究

の
第

一
人
者
と
も
い
え
る
故
実
藤
恵
秀

氏
は

『中
国
人
日
本
留
学
史
』

の
中

で
、
そ
れ
は

「
ま
ず
い
わ
ゆ
る

『日
支
親
善
』
の
た
め
で
あ
る
。

『日
支
親
善
』
と
い
う

の
は
、
中
国
が
日
本

の
言

う
こ
と
を
聞
く
、
日
本
び
い
き

の
中
国
青
年
を
作

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
早
稲
田
大
学
清
国
留

学
生
部

の
教
育
責
任
者
青
柳
篤
恒
が

一
人
の
支
那
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青
年
を
多
く
養
成
す
る
の
は
日
本
の
勢
力

を

一
歩

大
陸

に
進
む
所
以
の
大
計
と
い
っ
た
の
は
、
最
も

明
ら
か
に
そ
の
目
的
を
表
し
て
い
る
。
こ

の
考
え

の
教
育
者
が

一
番
多
か
っ
た
」
、
と
述

べ
て
い
る
。

五
、
豚
尾
奴
と
佳
賓
珍
客

明
治
時
代

に
お
い
て
、
甲
午
戦
争
ま
で
は
、
文

明
開
化
が
推
進
さ
れ
る

一
方

の
日
本
と
は
反
対
に
、

中
国
は
亡
国

の
ほ
か
は
な
い

「未
開
野
蛮

」
の
国

家

で
、
「
ア
ジ
ア
東
方

の
悪
友
」
と
鼓
吹

す
る
者

も
あ

っ
た
が
、
二
千
年

に
わ
た
り
中
国
の
伝
統
文

化

の
影
響
を
受
け
て
き
た
日
本
に
は
中
国
を
先
師

の
国
と
仰
ぐ
劣
等
感
は
む
し
ろ
ま
だ
残

っ
て
い
た
。

そ
う
い
う
国
民
感
覚
に
大
き
な
転
…機
が
も

た
ら
さ

れ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
甲
午
戦
争

の
勝
利
で

あ
る
。
そ
し
て
義
和
団
事
件
後
、
こ
と
に
日
露
戦

争

の
日
本
側
勝
利
が
日
本
中
心

の
自
意
識
を
さ
ら

に
高
め
る
と
同
時
に
、
中
国
軽
視

の
風
潮
が
益
々

エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
く
。

一
八
九
六
年
来
日
し
た
最
初

の
留
学
生

の
=
二

人

の
中
、
四
人
が

一
か
月
も
し
な
い
う
ち
に
、
日

本
留
学
を
や
め
て
帰
国
し
て
し
ま

っ
た
。

そ
の
理

由

の

一
つ
は
日
本

の
子
供
か
ら
の

「豚
尾
奴
」
と

い
う
ひ
や
か
し
に
耐
え
ら
れ
な
い
と
い
う
も
の
。

そ
も
そ
も

「豚
尾
奴
」
と
い
う
の
は
留
学
生
が
来

日
す
る
前

の
明
治
二
十
年
代

の
新
聞
、
と
く
に
中

国
商
人
が
多
く
住
ん
で
い
た
神
戸
と
か
長
崎
な
ど

の
地
元
の
新
聞

に
た
ま
に
見
ら
れ
る
。
例
え
ぽ
、

強
情
な
豚
尾
奴

南
京
町
に
住
む
清
国
人

中
に
は
毎
日
小
問
物
包
を
肩
に
掛
け
て
市
中

の
家
内
を
ウ
ソ
ウ
ソ
覗
き
、
事

に
よ
れ
ぽ
下

駄

の
一
足
で
も
盗
み
兼
ね
ま
じ
き
風
体

の
豚

尾
奴
が
沢
山
あ
り
、
其
価
も
非
常

に
不
廉

に

て
偽
物

の
珊
瑚
珠
も

一
円
と
か
二
円
と
か
掛

値
を
い
ひ
、
仕
舞

に
は
僅
か
四
十
五
銭
に
負

く
る
は
よ
い
が
、
中

に
は

一
品
に
て
も
買
ざ

れ
ば
そ
の
場
を
動

か
ざ
る
事
は
度
々
な
る
が

:
璽

と
い
う
よ
う
に
、

こ
の
段
階
で
は
、
普
通

の
日

本
人

の
中
国
人
蔑
視
は
彼
等
が
軽
蔑
さ
れ
る
よ
う

な
生
業

に
つ
い
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
も

の
が

多

い
。
場
合
に
よ

っ
て
は
、
軽
蔑
さ
れ
る
と
知
り

な
が
ら
、
そ
の
軽
蔑
を
も

の
と
も
せ
ず
、
目
的
を

達
成
す
る
た
め
に
頑
張

っ
て
い
く
こ
と
は
中
国
人

の
優
れ
た
特
性
と
さ
え
理
解
さ
れ
る
。

し
か
し
、
日
清
戦
争
後
、
日
本

の
子
供
さ
え
中

国
人
留
学
生
を
見

る
な
り
、
「豚
尾
奴
」
と
騒
ぎ

立
て
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
、
日
露
戦
争
後
は

留
学
生

の
日
記
に

「豚
尾
奴
」
と
ひ
や
か
さ
れ
な

が
ら
、
数
人
の
子
供

に
石
を
投
げ

つ
け
ら
れ
た
と

い
う
こ
と
さ
え
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
国
人

蔑
視
は
次

の

「学
生
と
車
夫
の
対
話
」
か
ら
も
端

的
に
窺
え
る
。

日
本
に
は
識
字
者
が
甚
だ
多
く
、
車
夫

で

も
新
聞
を
読
み
外
国
の
こ
と
を
よ
く
知

っ
て

い
る
。
日
本
が

ロ
シ
ア
に
打
勝

っ
て
か
ら
は
、

ほ
か
は
勿
論
、
車
夫
さ
え
も
中
国
人
を
軽
蔑

し
て
い
る
。
学
生
を
引

い
て
、
前
こ
ご
み
に

走
る
時
で
も
、
と
き
お
り
、
後
ろ
を
顧
み
て

卑
し
む
よ
う
す
を
す
る
。
車
夫
が
あ
る
学
生

に
た
ず

ね
る
に
は
、
「日
本

ト
露
西
亜
ト

ハ

戦
争

シ
テ
、
イ

マ
日
本

ハ
戦
勝

シ
タ
、
怺
等

知

ル
カ
」。
日
本

に
来

た
ば

か
り
で
、
相
手
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が
何
を
言

っ
て
い
る
か
分
ら
な
い
者
が
、
そ

の
場
逃
れ
で
答
え
て
曰
く
、
「
ソ
デ

ヲ
ス
」。

車
夫
が
そ
れ
を
聞

い
て
、
更

に
い
い
気
に
な

っ
て
笑

っ
て
聞
く
、
「
ソ
テ
ナ
ラ
、
像
等

ハ

羨

チ
ヤ
ナ
イ
カ
」
。
学
生
が
や
は
り
分
ら
な

い
の
で
、
又
答
え
て
曰
く
、
「
ソ
テ

ス
」。
車

夫
は
学
生
に
は
自
分
の
言
う
事
が
分
ら
な
い

じ

ゃ
な
い
か
と
分

っ
て
、
又
続
け
て
言
う
、

「支
那
人

ハ
ナ
ソ
テ
モ
知

テ
ナ
イ
シ

ョ
ウ
」。

こ
の
よ
う
な
や
り
取
り
に
は
、
東
京

に
い
る

学
生
が

一
日
に
数
回
も
遇
う
が
、
そ
れ
を
聞

く
度

に
心
が
痛
み
、
述
べ
る
の
が
恥
ず
か
し

い
。
そ
れ
を
自
分

の
身
で
感
じ
た
者

は
、
憤

(11

)

り
と
恥
じ
を
覚
え
た
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
中
国
留
学
生
が
蔑
視
さ
れ

る
原
因

は
ま
ず

「瀕
死
の
国
か
ら
の
劣
弱
な
国
民
」
と
い

う
基
本
的
対
中
国
人
認
識

に
あ
る
。
し
か
し
、
全

く
環
境

の
違
う
国
か
ら
来
た
留
学
生
が
持

つ
習
慣
、

と
く
に
衛
生
習
慣
の
悪

い
こ
と
な
ど
も
市
民

レ
ベ

ル
の
軽
蔑

の
生
じ
た
原
因
の

一
つ
と
な
る
。
も
と

よ
り
日
本
留
学

で
き
た
学
生
は
裕
福
な
家
庭

の
子

弟
が
殆
ど
で
、
そ
の
な
か
に
は
秀
才
や
挙
人
以
上

の
肩
書
き
を
持

っ
た
者
も
少
な
く
な
く
、
中
国
に

お
い
て
は
尊
敬
さ
れ
て
い
る
ほ
う
で
あ
る
。

に
も

拘
ら
ず
、
日
本
に
来

て
三
々
五
々
街
を
歩

い
て
い

た
彼
ら
は
日
本
人

の
目
に
は

「恰
も
海
中
を
遊
泳

す
る
小
魚

の
群

の
如
し
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
当

時
中
国
人
の
国
民
性

に
つ
い
て
の
論
議
に
不
潔
、

懶
惰
、
不
実
、
欲
張
り
、
愚
昧
、
不
得
要
領
な
ど

の
言
葉
が

よ
く
見
当
た
る
が
、
ほ
か
は
扨
置
き
、

日
本

に
き
て
い
る
留
学
生
た
ち
の
不
潔
に
つ
い
て

は
日
本
人
が
ど
う
見

て
い
た
か
、
取
り
上
げ
て
み

る
。

彼
等
が
下
宿
屋
に
あ
る
状
態
を

一
見
せ
ぽ
、

更

に
驚
く
べ
き
も
の
あ
る
な
り
。
某
氏

の
隣

地

に
も
清
国
人
の
下
宿
屋
あ
り
て
、
聞
く
所

に
依
れ
ぽ
朝
よ
り
夕
に
至
る
ま
で
其
騒
擾

い

ふ
ぼ

か
り
な
く
、
且

つ
其
不
潔
な
る
沙
汰

の

限
り
に
し
て
、
洒
掃
し
た
る
某
氏
の
庭
園

に

向

っ
て
窓
よ
り
し
て
唾
啖
を
吐
き
、
同
氏

の

庭
園

の

一
部
は
恰
も
彼
等

の
啖
壷
な
る
か
の

如
き
観
あ
り
、
又
支
那
は
文
字
を
尊
ぶ

の
国

な
れ
ぽ
、
反
古
な
ど
は
疎
か
に
せ
ま
じ
と
思

ふ
の
外
、
実
際
彼
等

の
放
棄
し
た
る
こ
と
実

に
甚
し
く
、
同
氏
の
庭
園

の

一
隅
は
彼
等
の

放
棄
し
た
る
反
古
と
唾
啖
と
を
以
て
山
を
な

(
12

)

せ
り
と
其

の
不
規
律
な
る
事
甚
し
と
云
ふ
。

又
彼
等

の
寄
宿
舎
に
あ
る
者
は
、
二
三
か

月
も
湯
に
入
ら
ぬ
な
ど
は
珍
し
か
ら
ず
、
故

に
学
校
に
て
取
締
上
舎
内

に
浴
場
を
設
け
し

に
、

一
日
に
二
三
度
も
入
浴
す
る
者
も
あ
り

(13
)

し

と

か

。

こ
の
よ
う
な

一
部
の
留
学
生

に
あ

っ
た
、
日
本

人
が
見

る
に
忍
び
な
い
ほ
ど

の
悪
習
慣
は

「
劣
弱

な
国
民
」

へ
の
実
証
的
な
も

の
と
な
り
、
留
学
生

軽
蔑
を
加
速
し
た

一
因
で
あ

っ
た
ろ
う
。

し
か
し
、
周
囲

の
中
国
蔑
視

の
風
潮
が
強
ま
る

中
で
、
中
国
か
ら
来
た
留
学
生
を
熱
心
に
教
育
し

た
り
、
世
話
し
た
り
、
ま
た
そ
の
状
況
改
善

の
た

め
に
呼
び
掛
け
た
り
す
る
、
好
意
を
持

つ
日
本
人

も
少
な
く
な
か
っ
た
。
軽
蔑

の
中

の
友
好
と
言

っ

て
い
い
だ
ろ
う
。
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中
国
人
留
学
生

の
教
育
に
取
り
組

ん
で
い
た
人

に
、
最
初

の
留
学
生
教
育
を
引
き
受
け
た
嘉
納
治

五
郎
、
女
子
留
学
生
を
教
育
し
て
い
た
下

田
歌
子
、

中
国
人

の
教
育
に
身
を
投
じ
た
松
本
亀
次
郎
な
ど

も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
魯
迅
が
唯

一
の
恩
師

と
仰

い
で
い
た
藤
野
先
生
は
留
学
生
に
親
切

に
し

て
く
れ
た
数
多
く
の
人
達

の
代
表
と
い
え
よ
う
。

「中
国
は
弱
国

で
あ

る
。
だ
か
ら
中
国
人

は
低
能

児
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
が
国
民
の
間
に
ほ
ぼ
定

着

し
た
当
時

の
こ
と
に

つ
い
て
、
藤

野
先
生

は

「悲
し
い
こ
と
に
、
日
本
人
が
ま
だ
支
那

人
を
チ

ャ
ソ
チ
ャ
ン
坊
主
と
云
ひ
罵
り
、
悪
口
を
云
ふ
風

の
あ
る
頃
で
し
た
か
ら
、
同
級
生

の
中

に
も
こ
ん

な
連
中
が

い
て
何
か
と
白
眼
視
し
除
け
物

に
し
た

模
様
が
あ

っ
た
の
で
す
」
と
同
級
生

の
な

か
に
あ

っ
た
中
国
人
蔑
視

の
様
子
を
回
顧
し
、
自
分
が
少

年

の
頃
漢
文
を
教
え

て
も
ら

っ
た

の
で
、
「と

に

か
く
支
那
の
先
賢
を
尊
敬
す
る
と
同
時
に
、
彼

の

国
の
人
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い

(
14
)

う
気
持
ち
を
持

っ
て
い
た
と
い
う
。
こ
れ

は

一
見

素
朴
そ
う
な
も

の
で
あ
る
が
、
中
国
人
留
学
生
に

と

っ
て
は
闇

の
中

の
光
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
。

だ
か
ら
こ
そ
、
藤
野
先
生
が
魯
迅

に
い
っ
そ
う
深

い
印
象
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
中
国
人
留
学
生
を
大
事

に
し
、
彼
等
の

状
況
を
改
善
す
る
よ
う
に
呼
び
掛
け
て
い
た
人
達

も

い
た
。
中
国
革
命

に
深

い
関
わ
り
の
あ

っ
た
宮

崎
滔
天
が
そ
の
一
人
で
あ
ろ
う
。
明
治
三
十
九
年

九
月
五
日

に
彼

は

『革
命
評
論
』
に
発
表

し
た

「支
那
留
学
生
に
つ
い
て
」
と

い
う

一
文
の
中
で
、

ま
ず
留
学
生
た
ち
を

「佳
賓
珍
客
」
と
見
做
し
、

彼
等

の
お
か
れ
た
悪
境
遇
を
披
露
し
、
最
後
に
次

の
よ
う
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
た
。

寄
語
同
胞

寄
語
す
、
我
が
日
本
の
当
局

者
、
政
治
家
、
教
員
、
商
人
、
下
宿
屋
主
人
、

下
女
、
掏
兒
、
窃
盗
、
淫
売
婦
諸
君
よ
、
諸

君
が
日
夕
豚
尾
漢
と
し
て
軽
侮
し
嘲
笑
し
、

詐
取
し
、
貪
絞
し
、
誘
惑
す
る
支
那
留
学
生

は
、
将
に
来
ら
ん
と
す
る
新
支
那
国

の
建
設

者
也
。
彼
等
は
今
垢
を
含
み
て
諸
君

の
侮
辱

を
甘
受
し
つ
つ
あ
り
。
然
も
心
中
豈
に

一
片

慊
焉

の
情
な
か
ら
ん
や
。
彼
等
を
侮
辱
す
る

は
彼
等

の
侮
辱
を
買
ふ
所
以
也
。
而
し
て
侮

辱

の
交
換
は
闘
争
に
終
る
を
知
ら
ず
や
。
殊

に
支
那

の
強
大
を
恐
る
る
の
士
人
は
、
深
く

(15
)

思
を
此
処

に
致
し
て
可
也
。

民
間
人
だ
け
で
は
な
く
、

一
部
の
政
府
関
係
者

も
誠
意
を
持

っ
て
留
学
生
教
育

に
取
り
組
む
よ
う

に
主
張
し
て
い
た
。

一
八
九
八
年
八
月
二
〇
日
、

文
部
省
専
門
学
務
局
長
上
田
万
年
が
論
説

「清
国

留
学
生
に
就
き
て
」
を

『太
陽
』
(四
巻

一
七
号
)

に
発
表
し
、
切
に

「清
国
留
学
生
全
般

に
つ
い
て

の
教
育
問
題
が
我
邦
教
育
界
の

一
大
問
題
」
と
な

る
こ
と
を
希
望
し
て
、
旦
ハ体
の
留
学
生
教
育
管
理

方
法
を
提
案
し
て
い
た
し
、
ま
た
、
前
駐
清
国
公

使
大
鳥
圭
介

は

「清
国
に
対
す
る
古
今
感
情

の
変

遷
」
と
い
う
講
演
で
、
留
学
生
に
つ
い
て

「希
く

は
我
文
武
官
中
関
係

の
人
は
、
其
教
導
に
誠
意
を

竭
し
、
衣
食
住

の
便
を
与
え
、
日
夜
誘
掖
し
て
至

懇

の
友
情
を
尽
し
、
今
や
昔
時

に
受
け
し
師
導

の

(16

)

恩

義

に
酬

い
」

る

よ

う

に

と
述

べ

て

い

る
。
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六
、
終

り

に

留
学
生
と
日
本
人
及
び
日
本
政
府

の
間

に
起
き

た
事
件
に
対
す
る
報
道
を
通
し
て
、
明
治
末
期
日

本
人
の
中
国
人
留
学
に
対
す
る
認
識
を
考
察
す
る

の
も
必
要

で
あ
る
。

一
九
〇
五
年
末

に
日
本
政
府

が
中
国
清
朝
政
府

の
依
頼
を
受
け
、
名
義
上
留
学

生
教
育

の
強
化
を
は
か
る
と
は
い
え
、
実
際
は
留

日
学
生

の
政
治
活
動

の
取
締
を
狙
う

「清
国
人

ヲ

入
学

セ
シ
ム
ル
公
私
立
学
校

二
関

ス
ル
規
定
」
を

打
ち
出
し
、
留
学
生
か
ら
大
き
な
反
発
を
招

い
た

い
わ
ゆ
る
清
国
留
学
生
取
締
規
則
事
件
は
最
も
大

き
な
事
件

で
あ
り
、

こ
れ
を
め
ぐ

っ
て
多

く
の
報

道
や
論
評
が
出
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
こ
れ

に
つ
い

て
は
実
藤
恵
秀
氏

の

『日
中
非
友
好
の
歴
史
』

の

中
に
詳
し
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、

こ
こ

で
は
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。

[共
同
研
究
班
]

総
合
雑
誌

『太
陽
』

注

の
総
合
的
研
究

(
1
)

『教

育

時

論

』

四
〇

二
号
、

明

治

二
九

年

六

月

一
五
日
、

内
外

雑
纂

欄
。

(
2
)

『教

育

時

論

』

四
七

一
号
、

明
治

三

一
年

五

月

一
五
日
、

内
外

雑
纂

欄
。

(
3
)

上

田
万

年

「
清

国

の
留

学

生

に
就

き

て
」
、

『
太
陽

』

四
巻

一
七

号
、

明
治

三

一
年

八

月

二
〇

日
。

(
4
)

寺

田

勇
吉

「
清
国

留
学

生
問

題
」
、

『中

央

公

論

』

明
治

三

八
年

一
月

一
日
。

(
5
)

高

田

早

苗

「支

那

人

教

育

に
就

て
」
、

『
太

陽
』

一
二
巻

九

号
、

明
治

三
九
年

六

月

一
五
日

。

(
6
)

「
清

国
留

学
生

の
教

育
引

受

の
義

に
関

し

啓

文
往

復

の
件
」
、

外

務

省
外

交

史

料

館

所
蔵

『
在

本
邦
清

国

留
学

生
関
係

雑
纂

』
。

(7
)

社

論

「
清

国
革

新

の
微
光

・
清

国
留

学
生

に

就

て
」
、

『
中
央

公
論

』
明

治

三

二
年

九
月

。

(8
)

「
清

国
留

学
生

の
待

遇

に
就

い
て
」
、

『教

育

時
論

』

四
七

八
号
、

明
治

三

一
年

七

月

二
五

日
。

(9
)

野

田
五
郎

助

「
支
那

人
教

育

に
就

い
て

の
所

感
」
、

『教

育
界

』

五
巻

=

号

、
明

治

三
九
年

九

月

三
日
。

(10
)

「
強

情

な

豚

尾
奴

」
、

『
神

戸

又

新

日

報
』

明

治

二
五
年

五
月

一
五
日
。

(11
)

夢

芸
生

『傷

心

人
語

』
、

写

本
、

一
九

〇

六

年
。

(
12
)

寺

田

勇
吉

「
清

国
留

学
生

問
題

」
、

『中

央

公

論

』

明
治

三

八
年

一
月

一
日
。

(
13
)

「
清

国
官

費

留

学

生

」
、

『教

育

時

論

』

七

一

四
号
、

明

治

三
八
年

二
月

五

日
。

(
14
)

藤

野

厳
九

郎

「
謹

ん

で
周
樹

人

様

を
憶

ふ
」
、

『
文
学

案
内

』

昭
和

一
二
年

三
月

号
。

(
15
)

宮

崎

滔

天

「支

那

留

学

生

に

つ

い

て
」
、

『
宮

崎

滔

天
全

集

』
第

四
巻
、

平

凡

社
、

昭

和

四

八
年

。

(
16
)

大
鳥

圭
介

「清

国

に
対
す

る
古

今
感

情

の
変

遷
」
、

『太

陽
』

五
巻

一
〇

号
、

明
治

三

二
年

五
月

五

日
。
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