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近
代
日
本
研
究
第
十
六
巻
（
一
九
九
九
年

明
治
初
期
の
漢
文
訓
読
と

『
文
明
論
之
概
略
』

古
田
島
洋
介

本
日
は
、
慶
庭
義
塾
の
顔
と
も
称
す
べ
き
福
津
研
究
セ
ン
タ
ー
に
お
招
き
い
た
だ
き
ま
し
て
、
ま
こ
と
に
光
栄
に
存
じ
ま
す
。
福

津
諭
吉
に
関
す
る
研
究
で
立
派
な
御
業
績
を
お
持
ち
の
方
々
に
、
私
の
ご
と
き
素
人
が
お
話
を
申
し
上
げ
る
の
は
汗
顔
の
至
り
で
ご

ざ
い
ま
す
が
、
御
覧
の
と
お
り
「
明
治
初
期
の
漢
文
訓
読
と
『
文
明
論
之
概
略
』
」
と
い
う
題
を
掲
げ
ま
し
て
、
近
ご
ろ
愚
考
し
て

お
り
ま
す
漢
文
訓
読
表
現
の
問
題
を
申
し
述
べ
、
福
津
諭
吉
『
文
明
論
之
概
略
』
に
お
け
る
漢
文
訓
読
表
現
の
具
体
例
を
い
く
つ
か

論
じ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
も
し
『
文
明
論
之
概
略
』
の
読
解
に
つ
い
て
多
少
と
も
資
す
る
と
こ
ろ
あ
ら
ば
、
望
外
の
幸
せ
で
ご

ざ
い
ま
す
。

漢
文
訓
読
表
現
と
は
何
か
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さ
て
、
ま
ず
話
の
順
序
と
し
て
、
漢
文
訓
読
表
現
と
は
何
か
、
そ
の
定
義
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
も
っ
と
も
、
私



は
厳
密
な
定
義
を
用
意
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
「
漢
文
す
な
わ
ち
古
典
中
国
語
の
訓
読
に
用
い
る
言
い
回
し
を
、

そ
の
ま
ま
日

本
語
に
持
ち
込
ん
だ
表
現
」
程
度
に
し
か
考
え
て
お
り
ま
せ
ん
。
た
ぶ
ん
、
定
義
と
し
て
は
粗
雑
の
誇
り
を
免
れ
な
い
か
と
思
い
ま
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す
。
け
れ
ど
も
、
あ
ま
り
厳
密
な
定
義
を
下
し
て
し
ま
い
ま
す
と
、
か
え
っ
て
重
要
な
事
例
を
取
り
落
と
し
て
し
ま
う
懸
念
な
し
と

致
し
ま
せ
ん
の
で
、
目
下
の
と
こ
ろ
は
こ
の
よ
う
に
ゆ
る
や
か
に
定
義
し
て
お
き
、
い
ず
れ
機
が
熟
し
ま
し
た
な
ら
ば
、
改
め
て
厳

密
に
定
義
し
な
お
せ
ば
よ
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

漢
文
訓
読
表
現
の
最
も
注
意
す
べ
き
点
は
、
「
外
見
す
な
わ
ち
発
音
・
表
記
は
あ
く
ま
で
日
本
語
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
内
実
す

な
わ
ち
意
味
は
漢
文
の
ま
ま
で
あ
る
L

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
の
っ
け
か
ら
わ
け
の
わ
か
ら
ぬ
話
に
な
る
と
恐
縮
で
す
の
で
、

そ
の
点
に
関
す
る
話
は
の
ち
ほ
ど
申
し
上
げ
る
こ
と
と
致
し
ま
し
て
、
取
り
あ
え
ず
訓
読
表
現
の
具
体
例
を
い
く
つ
か
お
自
に
か
け

た
い
と
思
い
ま
す
。
訓
読
表
現
の
特
徴
を
知
る
た
め
に
は
、
韓
国
語
と
比
較
し
ま
す
と
な
か
な
か
有
効
で
す
の
で
、
併
せ
て
ハ
ン
グ

ル
を
も
掲
げ
て
み
る
こ
と
に
致
し
ま
し
ょ
う
。
訓
読
表
現
と
は
、
同
じ
く
漢
文
を
取
り
入
れ
な
が
ら
も
、
韓
国
語
と
は
異
な
る
日
本

語
独
特
の
現
象
な
の
で
す
。

傍
若
無
人

一
般
に
こ
れ
を
「
ポ
ウ
ジ
ャ
ク
プ
ジ
ン
」
と
音
読
み
し
ま
す
。
ニ
一
一
口
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
日
本
漢
字
音
で
音

読
み
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
点
で
は
韓
国
も
な
ん
ら
異
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
や
は
り
韓
国
漢
字
音
を
用
い
て
「
叫o
件

ロ
T
唱
」
と
読
み
ま
す
。

我
々
日
本
人
は

と
こ
ろ
が
、
漢
字
の
発
音
と
し
て
音
読
み
し
か
持
た
な
い
韓
国
語
は
そ
れ
で
終
わ
り
で
す
が
、

日
本
語
に
は
訓
読
み
が
あ
り
ま
す



の
で
、
我
々
は
こ
の
四
文
字
の
漢
文
に
返
り
点
と
送
り
仮
名
を
付
け
ま
し
て

1
1

傍
若

ν
無
レ
人

か
た
は
ひ
し
乙
な

傍
ら
に
人
無
き
が
若
し

と
読
む
こ
と
も
で
き
ま
す
。

つ
ま
り
、
韓
国
語
で
は
漢
文
を
音
読
み
で
取
り
入
れ
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
の
に
対
し
、

日
本
語
で
は
、

音
読
み
の
み
な
ら
ず
、
訓
読
み
を
用
い
た
読
み
方
で
も
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
そ
の
ま

ま
日
本
語
の
な
か
に
持
ち
込
ん
で
、
「
彼
の
態
度
は
傍
若
無
人
だ

L
と
も
言
え
る
し
、
「
彼
の
態
度
は
傍
ら
に
人
無
き
が
若
し
だ
」
と

も
言
え
る
の
で
す
。
後
者
こ
そ
私
の
謂
う
漢
文
訓
読
表
現
で
あ
り
ま
し
て
、
管
見
に
よ
る
か
ぎ
り
、
韓
国
語
に
は
こ
れ
に
相
当
す
る

表
現
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
語
順
を
組
み
替
え
て
、
漢
字
に
自
国
語
の
意
味
す
な
わ
ち
訓
を
当
て
て
発
音
す
る
習
慣
が
な
い
の
で
す
。

せ
め
て
語
順
を
入
れ
換
え
れ
ば
、
さ
ぞ
か
し
わ
か
り
や
す
か
ろ
う
と

韓
国
語
は
日
本
語
と
ほ
ぼ
同
じ
語
順
を
と
る
言
語
で
す
の
で
、

明治初期の漢文司II読と『文明論之概略』

思
わ
れ
る
の
で
す
が
。

こ
う
し
た
音
読
み
と
訓
読
の
併
用
可
能
な
表
現
が
、

日
本
語
に
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
や
は
り
四
字
成
語
か
ら
例
を
拾
っ
て
み

ま
す
と
l

｜

不
即
不
離

こ
れ
も
、
音
読
み
で
「
A
社
と
B

社
は
不
即
不
離
の
関
係
だ
」
と
も
一
言
え
ま
す
し
、
訓
読
し
て
「
A
社
と
B

社
は
即
か
ず
離
れ
ず

の
関
係
だ
」
と
も
言
え
る
わ
け
で
す
。
韓
国
語
で
は
や
は
り
「
芋
ス
一
寸
号
、
司
」
と
音
読
み
す
る
だ
け
で
す
。
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ま
た
、
次
の
よ
う
な
語
も
例
に
挙
げ
て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
。
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以
心
伝
心

イ
ン
ム
チ
ゴ
ン
ン
ム

韓
国
語
で
は
「
、
叶
刈
ロ
省
、
川
口
」
と
音
読
み
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
日
本
語
で
は
、
音
読
み
し
て
「
そ
こ
が
そ
れ
、
以
心
伝
心

と
い
う
や
っ
さ
」
と
も
使
え
ま
す
し
、
訓
読
し
て
「
そ
こ
が
そ
れ
、
心
を
以
て
心
を
伝
ふ
と
い
う
や
っ
さ
L
と
も
使
え
る
で
し
ょ
う
。

も
っ
と
も
、
こ
の
四
字
成
語
を
訓
読
し
て
使
っ
た
例
を
見
か
け
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
方
が
多
い
か
と
存
じ
ま
す
。
た
し
か
に
、
私

自
身
も
「
心
を
以
て
心
を
伝
ふ
」
と
い
う
言
い
方
は
耳
に
し
た
記
憶
が
な
く
、
訓
読
す
る
と
音
節
数
が
多
く
な
る
た
め
、
な
ん
と
な

く
も
た
つ
い
た
印
象
を
否
め
ま
せ
ん
。
言
葉
の
経
済
性
か
ら
し
て
、
音
読
み
で
通
じ
る
な
ら
、
音
読
み
で
す
ま
せ
て
し
ま
う
の
が
通

例
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
訓
読
と
い
う
習
慣
を
持
つ
我
々
に
は
、
音
読
み
「
イ
シ
ン
デ
ン
シ
ン

L

の
み
な
ら
ず
、
訓
読
「
心
を
以
て
心
を
伝
ふ
L

を
も
用
い
る
自
由
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
す
。
少
な
く
と
も
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
我
々
は
手
に
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
単
純
に

一
挙
両
得
と
は
申
し
ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
、

一
つ
の
表
現
に
対
し
て
音
読
み
の
形
と
訓
読
の
形
の
両
者
を
用
い
得
る
可
能
性
が

あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
し
ょ
う
。

つ
ま
り
、
日
本
語
は
訓
読
の
お
か
げ
で
表
現
の
幅
が
広
が
っ
て
い
る
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
訓
読
形
が
常
に
成
立
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
思
考
」
が
動
詞
な
ら
ば
「
思
ひ
考
ふ
」
と
訓
読
し
て
使
う
こ

と
も
不
可
能
で
は
な
い
で
し
ょ
う
が
、
名
詞
と
な
り
ま
す
と
「
思
ひ
考
へ
」
で
は
通
用
致
し
ま
す
ま
い
。
漢
字
、
が
並
ん
で
い
る
か
ら

と
い
っ
て
、

い
つ
で
も
訓
読
表
現
が
可
能
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

た
だ
し
、
そ
の
逆
に
、
音
読
み
が
通
用
せ
ず
、
訓
読
の
み
が
通
用
す
る
場
面
が
あ
る
こ
と
も
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。



不
得
己

我
々
は
専
ら
訓
読
形
「
巳
む
を
得
ず
」
を
用
い
て
、
こ
の
語
を
使
っ
て
お
り
ま
す
。
音
読
み

の
は
「
不
得
意
」
の
士
一
文
字
と
相
場
が
決
ま
っ
て
お
り
ま
し
て
、
決
し
て
「
不
得
己
」
を
想
い
起
こ
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
韓
国

語
が
こ
の
語
を
も
や
は
り
音
読
み
「
平
号
、
叶
」
で
し
か
用
い
な
い
事
実
に
想
い
を
致
し
ま
す
と
、
い
か
に
日
本
語
が
訓
読
に
よ
っ
て

「
フ
ト
ク
イ
」
か
ら
念
頭
に
浮
か
ぶ

表
現
を
豊
か
に
し
て
い
る
か
、
そ
の
恩
恵
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

漢
文
教
育
の
貧
困
と
訓
読
表
現
に
対
す
る
語
感
の
鈍
化

明治初期の漢文訓読と『文明論之概略』

と
こ
ろ
が
、
我
々
は
訓
読
表
現
の
恩
恵
を
陰
に
陽
に
こ
う
む
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
、
ず
、
近
ご
ろ
、
訓
読
表
現
に
対
す
る
認
識

が
と
み
に
薄
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
に
陥
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
結
果
、
訓
読
表
現
に
対

す
る
語
感
も
、
大
い
に
鈍
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
が
杷
憂
に
過
、
ぎ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
越
し

た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
単
な
る
妃
憂
と
は
思
え
な
い
よ
う
な
事
態
が
実
際
に
生
じ
て
い
る
の
で
す
。

ま
ず
、
訓
読
表
現
に
対
す
る
認
識
不
足
の
問
題
で
す
が
、
こ
れ
は
現
今
の
漢
文
教
育
の
貧
困
と
決
し
て
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
国
語
政
策
に
し
て
か
ら
が
、
戦
後
、
当
用
漢
字
な
ぞ
と
称
す
る
代
物
を
編
み
出
し
、
字
数
は
制
限
す
る

は
、
字
体
は
勝
手
に
変
え
る
は
、
訓
読
み
は
減
ら
す
は
で
、
漢
字
殺
し
に
余
念
、
が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
当
用
漢
字
が
常
用
漢
字
に
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な
っ
た
と
て
、

た
い
し
て
事
態
は
改
善
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
の
結
果
、
漢
文
を
訓
読
す
る
た
め
の
漢
字
力
・
漢
語
力
を
日
本
人



は
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
時
お
り
「
常
用
漢
字
は
一
九
四
五
字
だ
が
、
『
論
語
』
も
異
な
り
字
数
で
一
五
一
二
字
し
か
用
い
て

い
な
い
」
な
ど
と
い
う
妄
言
を
吐
く
人
が
い
る
の
で
、
実
に
困
り
ま
す
。
『
論
語
』
の
一
五
一
二
字
が
常
用
漢
字
の
一
九
四
五
字
に
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含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
保
証
は
ど
こ
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
謂
う
と
こ
ろ
の
旧
字
体
を
今
な
お
用
い
て
い
る
台
湾
の
発
展
ぶ
り

を
見
れ
ば
、
字
体
の
簡
略
化
に
な
ん
の
意
味
が
あ
る
の
か
わ
か
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
漢
文
が
読
め
な
く
な
っ
た
だ
け
不

便
と
し
か
思
え
な
い
の
で
す
が
、
慣
れ
と
は
恐
ろ
し
い
も
の
で
、
字
体
を
旧
に
復
す
る
動
き
は
一
向
に
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、

訓
読
み
を
減
ら
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
今
日
の
大
学
生
に
は
、

た
と
え
ば
「
逐
語
訳
」
と
い
う
言
葉
を
口
に
し
つ
つ
も
、
ど
の
よ
う

な
意
味
か
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
者
が
多
い
の
で
す
。
返
り
点
と
送
り
仮
名
を
付
け
て
「
語
を
逐
ふ
訳
」
と
訓
読
す
れ
ば
す
む
は
ず

の
話
な
の
で
す
が
、
そ
の
程
度
の
訓
読
さ
え
で
き
な
い
大
学
生
が
大
半
を
占
め
る
の
で
す
。
「
逐
」
の
訓
「
お
ふ

お
う
ご
が
常
用

漢
字
表
に
な
い
の
で
す
か
ら
、
あ
ま
り
に
ひ
ど
い
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

教
育
現
場
に
目
を
移
し
て
み
ま
し
で
も
、
高
校
で
は
ろ
く
に
漢
文
訓
読
を
教
え
て
お
り
ま
せ
ん
。
な
に
し
ろ
、
教
科
書
か
ら
し
て

古
典
軽
視
が
甚
だ
し
く
、
高
校
一
年
生
の
必
修
科
目
「
国
語

I

」
の
教
科
書
の
ペ
ー
ジ
数
を
調
べ
て
み
ま
す
と
、
現
代
文
が
三
分
の

二
を
占
め
る
の
に
対
し
て
、
古
典
は
三
分
の
一
。
漢
文
は
さ
ら
に
そ
の
三
分
の
一
と
い
う
の
が
通
例
で
す
か
ら
、
結
局
、
漢
文
の
教

材
は
教
科
書
の
わ
ず
か
九
分
の
一
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。

し
か
も
、
大
学
生
に
聞
い
て
み
る
と
、
漢
文
の
教
材
を
ま
っ
た
く
教
え
よ

う
と
し
な
い
教
師
も
い
る
よ
う
で
、
な
る
ほ
ど
予
備
校
が
頼
り
に
さ
れ
る
の
も
宜
な
る
か
な
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
大
学
で
も
漢
文
訓

読
を
教
え
て
お
り
ま
せ
ん
。

入
試
要
項
で
、
国
語
に
「
た
だ
し
、
漢
文
は
除
く
」
と
注
意
書
き
を
添
え
る
の
は
、
近
年
、
各
大
学
が

用
い
て
い
る
姑
息
な
常
套
戦
法
で
あ
り
ま
し
て
、
漢
文
を
出
題
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
受
験
生
が
減
る
の
を
防
止
し
よ
う
と
い
う
意

入
学
し
て
か
ら
も
、
訓
読
を
丁
寧
に
教
え
る
学
科
は
一
つ
も
な

図
な
の
で
す
か
ら
、
不
見
識
の
誇
り
を
免
れ
ま
す
ま
い
。

し
か
も
、

く
、
国
文
科
は
国
語
科
教
員
免
許
状
を
取
得
さ
せ
る
の
に
必
要
な
た
め
、
「
漢
文
学
」
だ
の

「
漢
文
講
読
」
だ
の
と
称
す
る
科
目
を



開
設
し
て
は
お
り
ま
す
が
、
担
当
教
師
は
た
い
て
い
が
中
文
科
の
出
身
者
で
す
か
ら
、
内
実
は
「
中
国
古
典
文
学
」
の
授
業
と
ほ
と

ん
ど
変
わ
り
な
く
、
訓
読
に
つ
い
て
は
丁
寧
な
指
導
が
行
な
わ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
中
文
科
は
、
現
代
中
国
語
の
学
習
に
重
点
を
置

い
て
、
古
典
ま
で
も
現
代
中
国
語
で
発
音
し
て
し
ま
い
、
訓
読
の
訓
練
に
は
時
聞
を
割
い
て
い
な
い
の
で
す
。
要
す
る
に
、
現
在
の

日
本
の
教
育
現
場
に
は
、
訓
読
を
ま
と
も
に
教
え
授
け
る
場
所
が
ど
こ
に
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
結
果
、
ど
う
い
う
事
態
に
な
っ
た
か
は
明
ら
か
で
し
ょ
う
。
漢
文
訓
読
の
素
養
が
乏
し
い
た
め
に
、
訓
読
表
現
に
対
す
る
語

た
と
え
ば
、
久
米
邦
武
〔
編
］
『
米
欧
回
覧
実
記
』
に
見
え
る
次
の
よ
う
な
例
は
い
か
が
で

感
、
が
鈍
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

し
よ
う
か
。

人
行
一
一
テ
ハ
、
十
分
時
行
一
一
テ
僅
一
一
橋
ヲ
尽
ス
ヘ
シ

《
岩
波
文
庫
V
版
第
三
問
、

二
三
一
頁
第
八
行

明治初期の漢文訓読と『文明論之概略』

ち
ょ
っ
と
考
え
て
み
れ
ば
、
「
人
行
一
一
テ
ハ
、
十
分
時
行
一
一
テ
」
は
、
「
人
の
足
で
歩

け
ば
、
十
分
ほ
ど
歩
い
て
」
の
意
味
だ
と
理
解
で
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
末
尾
の
部
分
は
、
今
一
っ
す
っ
き
り
し
な
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
最
後
の
「
へ
シ
」
は
濁
点
を
省
略
し
た
表
記
で
、
今
な
ら
っ
ベ
シ
L
と
一
記
す
と
こ
ろ
だ
と
は
わ
か
り
ま
す
。
し
か
し
、

「
僅
一
一
：
：
：
尽
ス
ヘ
シ
」
で
は
、
〈
少
し
ば
か
り
：
：
：
す
っ
か
り
ー
し
て
し
ま
う
〉
意
に
響
き
、
な
に
や
ら
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
な
印

少
々
わ
か
り
に
く
い
文
で
は
あ
り
ま
す
が
、

象
を
拭
え
な
い
で
し
ょ
う
。
気
持
ち
悪
い
こ
と
こ
の
う
え
な
い
。

「
僅
一
ご
が
訓
読
表
現
だ
と
気
づ
き
さ
え
す
れ
ば

け
れ
ど
も
、
こ
の

つ
ま
り
〈
少
し
ば
か
り
〉
の
意
味
で
は
な
く
、
〈
そ
こ
で
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は
じ
め
て
／
や
っ
と
〉
の
意
味
だ
と
想
い
到
り
さ
え
す
れ
ば
、
事
は
簡
単
で
す
。
要
す
る
に
、

「
こ
の
橋
は
、
人
の
足
で
歩
け
ば
、



十
分
ほ
ど
歩
い
て
や
っ
と
渡
り
き
れ
る

（
ほ
ど
長
い
）
」
意
で
あ
り
ま
す
。
「
僅
一
一
」
を
「
わ
づ
か
に
」
と
読
ん
だ
と
た
ん
、
") 

し、
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我
々
は
通
常
の
日
本
語
の
感
覚
で
、
〈
少
し
ば
か
り
〉
の
音
仙
味
だ
と
思
っ
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、

訓
読
表
現
と
は
、
発
音
・
表
記
は
ど
こ
か
ら
見
て
も
日
本
語
で
も
、
そ
の
意
味
は
漢
文
す
な
わ
ち
古
典
中
国
語
と
し
て
の
語
義
に

そ
っ
て
解
釈
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
。
こ
こ
が
漢
文
訓
読
表
現
の
厄
介
な
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
注
意
を
怠
っ
て
は
な
ら
な

い
ゆ
え
ん
で
あ
り
ま
す
。

も
う
一
つ
、
同
じ
く
久
米
邦
武
［
編
］
『
米
欧
回
覧
実
記
』
か
ら
似
た
よ
う
な
例
を
引
い
て
み
ま
し
ょ
う
。
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
研

磨
に
関
す
る
一
文
で
す
。

一
沙
粒
大
ノ
石
ヲ
磨
ク
コ
ト
、
数
日
ヲ
兼
ネ
テ
縁
一
一
成
ル
。

《
岩
波
文
庫
》
版
第
三
冊
、
二
五
八
頁
第
五
行

「
砂
一
粒
く
ら
い
の
小
さ
な
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
で
さ
え
、
数
日
を
費
や
し
て
も
、
ほ
ん
の
少

し
磨
き
上
が
る
だ
け
だ
」
と
聞
こ
え
る
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
前
後
の
文
脈
を
よ
く
読
ん
で
み
ま
す
と
、
こ
の
「
繕
一
一
」
も
訓
読

や
は
り
通
常
の
日
本
語
の
感
覚
で
は
、

表
現
で
、
右
の

「
僅
一
一
」
と
同
義
だ
と
わ
か
り
ま
す
。つ
ま
り
、
正
し
く
は
「
砂
一
粒
く
ら
い
の
小
さ
な
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
も
、
数
日

を
費
や
し
て
、
は
じ
め
て
磨
き
上
が
る
」
と
解
釈
す
べ
き
な
の
で
す
。
誤
っ
て
通
常
の
日
本
語
の
感
覚
で
「
：
：
：
ほ
ん
の
少
し
磨
き

上
が
る
だ
け
だ
」
と
理
解
し
て
も
、
そ
れ
な
り
に
も
っ
と
も
ら
し
く
聞
こ
え
、
な
ま
じ
意
味
、
が
通
じ
て
し
ま
う
た
め
に
、
な
か
な
か

た
ち
の
悪
い
一
文
で
す
。
訓
読
表
現
に
対
す
る
語
感
が
鋭
け
れ
ば
、
ま
た
訓
読
表
現
に
対
す
る
注
意
が
敏
感
に
働
け
ば
、
こ
の
よ
う

な
誤
読
は
防
げ
ま
す
。
わ
か
っ
て
し
ま
え
ば
、
ど
う
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
け
れ
ど
も
、
漢
文
教
育
が
衰
退
し
、
訓
読
表
現
に
対
す



る
語
感
が
鈍
っ
た
我
々
は
、
こ
の
よ
う
な
落
と
し
穴
が
あ
る
こ
と
す
ら
知
ら
ず
に
過
ご
し
て
い
る
の
が
実
情
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

む
ろ
ん

一
般
の
読
者
の
み
が
訓
読
表
現
に
対
す
る
語
感
を
鈍
ら
せ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
作
家
と
呼
ば
れ
る
人
々
で

さ
え
、
や
は
り
誤
解
に
陥
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
す
。
野
坂
昭
如
『
姦
の
研
究
』
は
次
の
よ
う
な
文
章
で
は
じ
ま
り
ま
す
。

ぼ
く
は
、
す
で
に
し
て
、

ほ
と
ん
ど
性
的
不
能
者
で
あ
る
。
定
命
を
過
ぎ
る
こ
と
、
七
歳
な
の
だ
か
ら
、

「
す
で
に
」
は
余

計
と
も
思
う
。

野
坂
昭
如
『
姦
の
研
究
』
（
講
談
社
、
昭
和
六
十
一
一
一
年
）
七
頁

問
題
は
「
す
で
に
し
て
」
で
す
。
下
文
で
す
ぐ
に
〈
「
す
で
に
」
は
余
計
と
も
思
う
〉
と
言
い
直
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
野
坂

氏
は
「
す
で
に
し
て
」
を
「
す
で
に
」
と
同
義
に
用
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
も
と
も
と
「
す
で
に
し
て
」
の
意
味
は

明治初期の漢文訓読と「；文明論之概略」

「
す
で
にL
と
は
違
い
ま
す
。
「
す
で
に
し
て
」
は
他
な
ら
ぬ
訓
読
表
現
で
あ
り
、
一
瓦
来
「
既
而
」
ま
た
は
「
己
而
」
を
訓
読
し
た
日

本
語
で
す
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
「
而
」
字
が
な
く
と
も
、
「
既
」
ま
た
は
「
己
」
だ
け
で
「
す
で
に
し
て
」
と
訓
読
す
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
の
本
来
の
意
味
は
「
そ
の
後
ま
も
な
く
し
て
／
し
ば
ら
く
し
て
／
そ
う
こ
う
ず
る
う
ち
に
」
で
あ
り
、
「
す

で
に
L

の
単
な
る
強
調
表
現
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
漢
字
を
用
い
て
「
既
に
し
て
」
ま
た
は
「
己
に
し
て
」
と
あ
れ
ば
、
ま
だ
し
も
訓

読
表
現
か
と
の
注
意
が
働
き
や
す
い
の
で
す
が
、
平
仮
名
で
「
す
で
に
し
て
」
と
書
か
れ
る
と
、
警
戒
意
識
が
薄
れ
や
す
く
、
~ 

L 、

見
逃
し
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
〈
純
然
た
る
日
本
語
と
し
て
、
「
す
で
に
し
て
」
は
「
す
で
に
」
の
強
調
表
現
と
し
て
成
り
立
つ
は
ず

だ
〉
と
の
意
見
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
主
張
を
認
め
る
の
に
喜
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
「
す
で
に
し
て
し
が
、
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そ
れ
こ
そ
す
で
に
現
代
の
我
々
の
耳
に
訓
読
表
現
と
し
て
響
か
な
く
な
っ
て
い
る
事
実
だ
け
は
、
き
ち
ん
と
認
識
し
て
お
き
た
い
と



思
い
ま
す
。

で
は
、
専
門
の
学
者
な
ら
ば
、
さ
す
が
に
こ
の
よ
う
な
弊
を
免
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
残
念
な
が
ら
、

そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
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ん
。
す
で
に
（
「
す
で
に
し
て
」
で
は
な
い
！
）
原
田
種
成
『
私
の
漢
文
講
義
』
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
原
田
氏
が
他

界
な
さ
っ
た
今
、
そ
の
遺
徳
を
活
か
す
意
味
で
も
、
ど
う
し
て
も
重
ね
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
鴨
長

明
『
方
丈
記
』
の
冒
頭
に
見
え
る
次
の
一
節
の
解
釈
で
す
。

知
ら
ず
、
生
れ
死
ぬ
る
人
、
何
方
よ
り
来
た
り
て
、
何
方
へ
か
去
る
。
ま
た
知
ら
、
ず
、
仮
の
宿
り
、
誰
が
為
に
か
心
を
悩
ま
し
、

何
に
よ
り
て
か
目
を
喜
ば
し
む
る
。

書
店
で
『
方
丈
記
』
に
関
す
る
注
釈
や
ら
参
考
書
や
ら
を
手
に
取
っ
て
み
ま
す
と
、
た
い
て
い
の
書
物
が
、
こ
の
一
節
の
二
つ
の

「
知
ら
ず
」
を
「
強
調
の
た
め
に
倒
置
し
た
表
現
L

と
解
説
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
本
来
な
ら
「
：
：
：
を
知
ら
ず
」
と
あ
る
べ
き

を
、
強
調
す
る
た
め
に
「
知
ら
ず
：
：
：
L

と
記
し
た
も
の
と
見
な
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
原
田
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
訓
読
表
現
に
対
す
る
認
識
不
足
に
由
来
す
る
誤
読
か
と
思
わ
れ

ま
す
。
右
の
一
節
に
見
え
る

「
知
ら
ず
」
は
訓
読
表
現
で
、
下
文
に
疑
問
詞
ま
た
は
選
択
表
現
な
ど
の
不
定
の
表
現
を
伴
い
、

「
い
っ
た
い
：
：
：
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
語
気
を
表
わ
す
の
で
す
。
こ
こ
で
は
、一
つ
め
の
「
知
ら
、
ず
」
に
二
つ
の
疑
問
詞
「
何
方
」

が
付
い
て
お
り
、

「
知
ら
ず
」
に
も
疑
問
詞
「
誰
」
と
「
何
」
が
付
い
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
い
ず
れ
も
く
だ
ん
の

訓
読
表
現
と
解
し
、
こ
の
一
節
は
「
生
ま
れ
て
は
死
ぬ
人
間
と
い
う
存
在
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
来
て
、
ど
こ
へ
去
っ
て
ゆ
く
の

二
つ
め
の

だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
仮
の
住
ま
い
に
す
ぎ
な
い
こ
の
世
で
、

い
っ
た
い
誰
の
た
め
に
心
を
悩
ま
し
、
何
に
よ
っ
て
目
を
楽
し
ま
せ
る



の
だ
ろ
う
か
」
と
の
語
気
に
理
解
す
る
の
が
正
し
い
の
で
す
。
詳
し
く
は
、
原
田
氏
の
当
該
『
私
の
漢
文
講
義
』
を
御
覧
い
た
だ
き

た
く
存
じ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、

そ
し
て
専
門
家
で
さ
え
も
、
訓
読
表
現
に
対
す
る
語
感
が
鈍
化
し
て
い
る
の
が
、
今
日

一
般
読
者
も
、
作
家
も
、

の
日
本
の
実
情
で
す
。
そ
れ
も
こ
れ
も
漢
文
教
育
が
ま
と
も
に
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
結
果
で
あ
り
、
自
国
の
名
立
た
る
古
典
作
品

や

つ
い
百
年
ほ
ど
前
の
秀
逸
な
外
遊
記
録
を
き
ち
ん
と
読
解
で
き
な
い
と
は
、
ま
こ
と
に
情
け
な
い
事
態
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
こ
に
御
臨
席
の
皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
で
も
、
ぜ
ひ
漢
文
教
育
の
衰
退
に
つ
い
て
憂
慮
の
念
を
と
も
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
存

じ
ま
す
。

明
治
初
期
の
漢
文
訓
読

明治初期の漢文訓読と「文明論之概略』

さ
て
、

で
は
福
津
諭
吉
、
が
『
文
明
論
之
概
略
』
を
刊
行
し
た
明
治
初
期
の
漢
文
訓
読
は
、
ど
の
よ
う
な
様
式
で
行
な
わ
れ
て
い
た

の
で
し
ょ
う
か
。
細
か
い
問
題
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
述
べ
る
余
裕
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
簡
単
に
要
点
だ
け
を
申
し
上
げ
た
い
と

思
い
ま
す
。

二
一
二
口
で
申
せ
ば
、
福
浬
の
訓
読
は
、
音
読
み
を
多
用
し
、
逐
字
的
に
読
む
江
戸
時
代
の
訓
法
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
し
た
。
話
を

早
く
す
ま
せ
る
た
め
に
、
有
名
な
具
体
例
を
挙
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

大
江
匡
房
『
江
談
抄
』
第
四
に
、
菅
原
道
真
の
霊
が
自
作
の
漢
詩
の
二
句
を
訓
読
し
て
み
せ
た
話
が
見
え
、

同
じ
話
が
『
今
昔
物

語
』
巻
二
十
四
第
二
十
八
話
に
も
載
録
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

い
く
ら
天
神
さ
ま
た
る
道
真
公
と
は
い
え
、

そ
の
霊
が
現
れ
て
漢
詩
を
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訓
読
し
た
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
話
の
真
偽
は
疑
わ
し
い
も
の
で
す
が
、
往
時
の
訓
読
が
ど
の
よ
う
な
様
式
で
あ
っ
た
か
を
手
っ
と



り
早
く
知
る
た
め
に
は
、
な
か
な
か
便
利
な
話
で
す
。
道
真
公
の
霊
は
、
自
作
の
漢
詩
の
二
句
「
東
行
西
行
雲
砂
砂
、

一
一
月
二
一
月
日

遅
遅
L
を
次
の
よ
う
に
訓
読
し
て
み
せ
た
の
で
し
た
。
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東
行
西
行
雲
砂
砂

と
さ
ま
に
ゆ
き

か
う
さ
ま
に
ゆ
き

く
も
は
る
ば
る

一
一
月
三
月
日
遅
遅

き
さ
ら
ぎ

や
よ
ひ

ひ
う
ら
う
ら

平
仮
名
ば
か
り
で
記
し
た
の
は
、
訓
読
み
で
あ
る
こ
と
を
一
不
す
た
め
で
す
。
御
覧
の
と
お
り
、

一
つ
も
音
読
み
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

ま
た
、
漢
字
を
逐
字
的
に
訓
読
す
る
の
で
は
な
く
、

「
東
：
・
西
・
：
」
を
に
ら
ん
で
「
と
さ
ま
・
：
か
う
さ
ま
：
・
」
と
訓
じ
、
「
二
月
」

「
三
月
」
の
各
二
宇
に
「
き
さ
ら
ぎ
」
「
や
よ
ひ
」
の
訓
を
当
て
て
い
ま
す
。
「
砂
砂
」
「
遅
遅
」
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
ま
ま
発
音
さ

れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
い
か
に
も
和
語
ら
し
い
擬
態
語
「
は
る
ば
る
」
「
う
ら
う
ら
」
が
当
て
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
こ
と
に
優
雅

な
訓
読
で
、
『
江
談
抄
』
、
が
著
さ
れ
た
平
安
末
期
、
さ
す
が
は
道
真
公
と
思
わ
せ
る
だ
け
の
説
得
力
を
備
え
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

逆
に
申
せ
ば
、
当
時
、
す
で
に
こ
の
よ
う
な
訓
読
が
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
の
か
と
も
推
察
さ
れ
ま
す
が
、
と
も
あ
れ
、
往
時

の
訓
読
は
こ
の
よ
う
な
訓
法
を
一
つ
の
理
想
と
す
る
も
の
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
右
の
二
句
に
江
戸
時
代
の
主
流
を
占
め
て
い
た
訓
法
を
用
い
て
み
ま
す
と
｜
｜

東
行
西
行
雲
砂
砂

ト
ウ
カ
ウ

セ
イ
カ
ウ

く
も
ベ
ウ
ベ
ウ

二
月
三
月
日
遅
遅

ジ
ゲ
ツ

サ
ン
ゲ
ツ

ひ
チ
チ
た
り



片
仮
名
は
音
読
み
、
平
仮
名
は
訓
読
み
で
す
。
右
に
引
い
た
道
真
公
の
霊
の
訓
読
と
比
較
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
相
違
は
一
目
瞭
然

で
し
ょ
う
。
や
た
ら
に
音
読
み
が
多
く
、
逐
字
的
に
発
音
し
て
い
る
だ
け
で
す
。
あ
ま
り
に
無
粋
な
訓
読
で
す
が
、
事
実
で
す
か
ら

致
し
方
な
い
。
明
治
時
代
の
訓
読
も
、
基
本
は
江
戸
時
代
と
大
差
あ
り
ま
せ
ん
。
福
津
も
音
読
み
を
多
用
し
、
逐
字
的
に
読
ん
で
い

た
の
で
す
。
こ
の
う
ち
、
特
に
逐
字
的
な
読
み
方
は
、
次
節
以
下
で
申
し
上
げ
る
話
に
も
関
係
し
て
き
ま
す
の
で
、
ち
ょ
っ
と
念
頭

に
置
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

た
だ
し
、
明
治
初
期
は
、
未
だ
学
校
教
育
が
普
及
し
て
お
ら
ず
、
統
一
的
な
訓
法
が
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
音

読
み
を
多
用
し
、
逐
字
的
に
読
む
の
が
基
本
と
は
い
え
、
訓
読
者
に
よ
っ
て
訓
法
が
異
な
る
場
合
も
少
な
か
ら
、
ず
、
返
り
点
を
は
じ

め
と
す
る
訓
点
の
用
法
に
も
訓
読
者
個
人
の
流
儀
に
左
右
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
不
統
一
が
あ
り
ま
す
と
、
学

校
教
育
の
現
場
で
は
何
か
と
ぱ
ら
つ
き
が
出
て
き
て
困
る
た
め
、
明
治
も
末
期
に
な
っ
て
、
大
ま
か
な
が
ら
も
、
つ
い
に
訓
法
・
訓

点
等
の
統
一
が
図
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
明
治
四
十
五
年
一
二
月
二
十
九
日
付
官
報
（
5

・
∞S
C
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
漢
文
教
授
に
関

明治初期の漢文司｜｜読と『文明論之概略』

す
る
調
査
報
告
」
で
す
。
今
日
、
こ
の
福
津
研
究
セ
ン
タ
ー
が
ご
ざ
い
ま
す
慶
庭
義
塾
の
図
書
館
旧
館
は
、
時
あ
た
か
も
明
治
四
十

五
年
四
月
に
竣
工
し
た
と
の
由
で
す
か
ら
、
漢
文
訓
読
の
様
式
が
ほ
ぼ
統
一
さ
れ
て
以
来
の
年
数
と
同
じ
歳
月
を
閲
し
て
い
る
わ
け

で
す
。
関
係
者
の
皆
さ
ま
は
、
こ
の
図
書
館
旧
館
を
目
に
な
さ
る
た
び
に
、
ぜ
ひ
漢
文
訓
読
の
歴
史
に
も
想
い
を
馳
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
か
ら
話
題
に
上
せ
ま
す
『
文
明
論
之
概
略
』
は
明
治
八
年
の
刊
行
で
す
か
ら
、
そ
の
よ
う
な

統
一
さ
れ
た
訓
読
様
式
と
直
接
に
は
関
係
が
あ
り
ま
せ
ん
。
福
津
、
が
今
日
の
訓
法
と
い
さ
さ
か
、
ず
れ
た
訓
読
を
し
て
い
た
例
は
、
σ〉

ち
ほ
ど
お
話
し
申
し
上
げ
る
こ
と
に
致
し
ま
す
。
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四

『
文
明
論
之
概
略
』
訓
読
表
現
拾
遺

154 

い
よ
い
よ
福
津
『
文
明
論
之
概
略
』
の
訓
読
表
現
に
関
す
る
話
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
実
は
か
つ
て
拙
稿
に
多
少
の
事
例
を
記
し
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
重
複
は
避
け
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
拙
稿
に
取
り
上
げ
な
か
っ
た
訓
読
表
現
を
い
く
つ
か

挙
げ
、
福
津
の
訓
読
表
現
を
今
一
歩
広
く
観
察
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
も
っ
と
も
、
次
の
よ
う
な
例
で
は
当
た
り
前
す
ぎ
て
興
ざ
め
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
。

請
う
、
試
に
こ
れ
を
論
ぜ
ん
。

《
岩
波
文
庫
V
版
／
松
沢
弘
陽
［
校
注
］
『
文
明
論
之
概
略
』
八
八
頁
第
四
行

漢
文
の
原
文
に
復
原
す
れ
ば
、
「
請
試
論
レ
之
」
と
な
る
で
し
ょ
う
。
「
請
ふ
：
：
：
V
せ
ん
」
で
す
か
ら
、
動
詞
V
の
主
語
は

書
き
手
の
福
津
自
身
で
す
。
「
請
ふ
：
：
：
V
せ
よ
」
と
訓
読
す
る
と
、
動
詞
V
の
主
語
は
福
津
、
が
呼
び
か
け
て
い
る
相
手
の
読
み
手

に
な
り
ま
す
が
、
ま
あ
誤
解
の
余
地
は
な
い
で
し
ょ
う
。
実
は
『
文
明
論
之
概
略
』
の
英
訳
が
こ
の
一
文
を
訳
出
し
て
い
な
い
の
で
、

な
る
ほ
ど
英
語
で
は
こ
の
よ
う
な
字
句
を
一
記
さ
な
い
も
の
な
の
か
と
面
白
く
思
っ
て
お
目
に
か
け
た
だ
け
で
す
。
訓
読
表
現
と
し
て

は
最
も
容
易
に
解
釈
で
き
る
部
類
に
属
し
ま
ず
か
ら
、
特
に
注
意
す
る
必
要
も
な
い
で
し
ょ
う
。

次
に
、
福
浬
が
逐
字
的
な
訓
読
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
例
を
一
つ
挙
げ
て
み
ま
す
。



既
に
己
に
地
を
払
て

《
岩
波
文
庫
》
版
／
松
沢
弘
陽
〔
校
注
〕
『
文
明
論
之
概
略
』一
七
七
頁
第
五
行

や
は
り
漢
文
の
原
文
に
復
原
し
て
み
れ
ば
、
「
既
己
払
レ
地
」
と
な
る
で
し
ょ
う
。
「
す
で
に
す
で
に
」
は
い
か
に
も
奇
妙
な
日

本
語
で
す
が
、
漢
文
訓
読
で
は
「
既
己
」
の
逐
字
読
み
と
し
て
十
分
に
許
容
さ
れ
る
訓
法
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
日
本
語
と
し
て
の
不

自
然
さ
を
避
け
る
べ
く
、
「
既
ー
己
払
レ
地
」
と
訓
読
す
る
方
法
も
あ
り
ま
す
。
「
既
己
」
は
同
義
語
の
反
復
な
の
で
す
か
ら
、

度
だ
け
「
す
で
に
」
と
読
め
ば
、
意
味
の
表
出
と
い
う
目
的
は
達
せ
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
福
津
は
そ
の
よ
う
な
訓
法
を
用

い
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。
日
本
語
と
し
て
の
不
自
然
さ
に
は
意
を
介
さ
ず
、
あ
く
ま
で
一
宇
ず
つ
語
を
逐
う
こ
と
を
原
則
と
し
て

訓
読
し
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

n

－J

｝

J
、

ふ
／
争
j
v
l
L

「
請
ふ
：
：
：V
せ
ん
」
と
同
様
、
「
既
己
」
に
も
誤
解
の
余
地
は
な
い
で
し
ょ
う
。
訓
読
表
現
で
あ
る
こ
と
を
わ
き
ま

明治初期の漢文訓読と「文明論之概略』

え
て
い
れ
ば
安
心
し
て
読
め
る
と
い
う
程
度
の
言
い
回
し
に
す
ぎ
ず
、
取
り
立
て
て
訓
読
表
現
だ
と
騒
が
ず
と
も
、

理
解
に
支
障
は

あ
り
ま
せ
ん
。

け
れ
ど
も
、
次
の
よ
う
な
例
と
な
る
と
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

教
る
人
の
得
て
関
す
べ
き
に
あ
ら
、
ず
。

《
岩
波
文
庫
》
版
／
松
沢
弘
陽
［
校
注
］
『
文
明
論
之
概
略
』
一
一
二
四
頁
第
一
行

得
而
関
」
と
な
る
で
し
ょ
う
。
さ
し
て
難
し
い
わ
け
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教
人
可

先
の
二
例
と
同
じ
く
、
漢
文
に
復
し
て
み
れ
ば
、
「
非



で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
な
ん
と
な
く
「
得
て
」
（
得
而
）
が
す
っ
き
り
し
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
す
で
に
い
く
つ
か
訓
読

表
現
を
お
目
に
か
け
ま
し
た
の
で
、
こ
の

「
得
て
」
を
「
子
に
入
れ
る
」
意
だ
と
思
う
方
は
お
り
ま
す
ま
い
。
け
れ
ど
も
、い
ざ
明
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確
な
答
を
求
め
ら
れ
る
と
、
少
々
と
ま
ど
い
を
覚
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
得
而
V

」
と
い
う
形
は
、
単
に
「
得
ν
V

」
と
記
し
て
も
、
意
味
の
う
え
で
は
異
な
り
ま
せ
ん
。

実
は
、
こ
の

た
だ
し
、

「
得
」
の
直
前
に
否
定
詞
「
不
／
無
／
莫
」
や
「
不
可
」
ま
た
は
助
動
詞
「
可L
な
ど
が
あ
り
ま
す
と
、
「
得
L

の
下
に
「
而
し
を
入

れ
て
書
く
こ
と
が
少
な
く
な
い
の
で
す
。

つ
ま
り
、
右
の
一
文
で
は
、
「
可
」
が
冠
せ
ら
れ
た
た
め
に
「
得
」
が
「
得
而
」
に
変
形

さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
お
け
ば
よ
く
、

「
教
え
る
者
が
関
係
で
き
る
よ
う
な
問
題
で
は
な
い
」
と
の
意
に
な
り
ま
す
。
「
可
」
も

「
得
」
も
可
能
を
表
わ
す
助
動
詞
で
す
か
ら
、
あ
た
か
も
動
詞
の
よ
う
な
訓
読
表
現
「
得
て
」
に
惑
わ
さ
れ
さ
え
し
な
け
れ
ば
よ
ろ

し
い
の
で
す
。

福
津
の
文
章
を
正
確
に
解
釈
す
る
た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
い
っ
た
ん
漢
文
に
直
し
て
み
る
と
は
、

い
か
に
も
奇
妙
な
子
続
き
で
す
が
、

そ
れ
が
訓
読
表
現
と
い
う
も
の
の
性
質
な
の
で
す
か
ら
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
。
く
ど
い
よ
う
で
す
が
、
訓
読
表
現
と
は
、
発
音
・
表
記

は
日
本
語
で
あ
り
な
が
ら
、
意
味
は
あ
く
ま
で
漢
文
す
な
わ
ち
古
典
中
国
語
に
よ
る
と
い
う
面
従
腹
背
の
存
在
な
の
で
す
。

で、

-t 
台、

ら
、
そ
の
正
体
を
あ
ば
く
に
は
、
ど
う
し
て
も
漢
文
へ
の
復
原
が
、
少
な
く
と
も
漢
文
に
復
原
し
た
姿
を
想
像
す
る
こ
と
が
必
要
と

い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

も
っ
と
も
、
漢
文
に
復
原
し
て
も
誤
解
し
か
ね
な
い
よ
う
な
厄
介
な
訓
読
表
現
も
あ
り
ま
す
。
節
を
改
め
て
お
目
に
か
け
る
こ
と

に
致
し
ま
し
ょ
う
。



五

使
役
形
と
仮
定
形

『
文
明
論
之
概
略
』
を
読
ん
で
お
り
ま
す
と
、
し
ば
し
ば
「
ー
を
し
て
・
：
せ
し
め
な
ば
」
と
い
う
表
現
が
目
に
と
ま
り
ま
す
。
具

体
例
を
挙
げ
て
み
ま
す
と
｜
｜

も
し
人
類
を
し
て
そ
の
天
性
を
全
う
す
る
を
得
せ
し
め
な
ば
、

《
岩
波
文
庫
》
版
／
松
沢
弘
陽
［
校
注
］
『
文
明
論
之
概
略
』一
四
七
頁
第
五
行

明治初期の漢文訓読と『文明論之概略』

果
た
し
て
、
こ
の
よ
う
な
表
現
が
読
者
全
員
に
正
確
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
少
し
く
心
も
と
な
い
感
を
拭
え
ま
せ
ん
。

な
ぜ
な
ら
、
「
ー
を
し
て
：
・
せ
し
め
」
と
聞
け
ば
、
だ
れ
も
が
漢
文
の
使
役
形
を
思
い
出
す
だ
ろ
う
と
考
え
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
は

そ
れ
で
、
間
違
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
際
、
漢
文
の
使
役
形
は
次
の
よ
う
な
訓
読
形
式
を
採
り
ま
す
。

N ソ

V ヒ

使J

N

を
し
て
V

せ
し
む

語
順
は
英
語
の
使
役
形
B

得
。
8
5
8
5

号
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
す
。
使
役
の
対
象
に
「
を
し
て
」
を
付
け
、
使
役
の
助
動
詞
に

「
し
む
」
を
使
う
こ
と
さ
え
忘
れ
な
け
れ
ば
、
こ
の
句
形
そ
の
も
の
に
別
し
て
難
し
い
点
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
、
厄
介
な
こ
と
に
、
こ
の
使
役
形
が
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
仮
定
形
に
転
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
そ
の
訓
読
形
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式
は
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
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使
3
N
V

N
を
し
て
V

せ
し
め
ば

こ
れ
は
英
語
の
民
8
5
8
5

号
2

に
相
当
す
る
表
現
な
の
で
す
が
、
御
覧
の
と
お
り
、
右
に
記
し
た
使
役
形
と
ほ
と
ん
ど
変
わ

り
あ
り
ま
せ
ん
。
異
な
る
の
は
「
8

し
め
ば
」
と
な
る
点
だ
け
で
す
。

つ
ま
り

た
だ
ち
に
御
承
知
い
た
だ
け
る
と
お
り
、
漢
文
の

使
役
形
と
仮
定
形
は
実
に
紛
ら
わ
し
い
形
を
し
て
い
る
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
紛
ら
わ
し
さ
を
回
避
す
る
訓
読
形
式
も
あ
り
ま
す
。
仮
定
形
と
し
て
の
意
味
の
表
出
に
意
を
用
い
、
あ

た
か
も
使
役
形
さ
な
が
ら
の
読
み
方
を
消
し
去
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。

使

N
V

使も

し

N 

V

せ
ば

こ
れ
な
ら
仮
定
形
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
使
役
形
と
紛
れ
る
倶
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
仮
定
形
で
あ
る
こ
と
を
明

確
に
打
ち
出
す
こ
の
種
の
読
み
方
は
、
ご
く
最
近
の
訓
法
で
す
。
我
々
に
と
っ
て
は
頭
痛
の
種
な
が
ら
、
福
揮
は
旧
来
の
訓
法
、
す

な
わ
ち
使
役
形
を
そ
の
ま
ま
仮
定
形
に
転
用
し
た
紛
ら
わ
し
い
訓
法
を
用
い
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
『
文
明
論
之
概
略
』
に
し
ば

し
ば
現
れ
る
表
現
「
ー
を
し
て
・
：
せ
し
め
な
ば
」
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
先
に
挙
げ
た
「
も
し
人
類
を
し
て
そ
の
天
性
を
全

う
す
る
を
得
せ
し
め
な
ば
」
に
使
役
の
意
味
は
な
く
、

一
見
た
し
か
に
使
役
形
の
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
意
味
は
あ
く
ま
で
純

然
た
る
仮
定
形
に
解
し
、
「
も
し
人
類
が
そ
の
天
性
の
智
徳
両
面
を
完
壁
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
」
の
意
に
理
解
し
な
け
れ



ば
い
け
な
い
の
で
す
。
な
ん
と
も
厄
介
な
の
で
す
が
、
事
実
な
の
で
す
か
ら
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
福
津
の
「
ー
を
し
て
・
：
せ
し
め
な
ば
」
に
つ
い
て
、
二
つ
ば
か
り
補
充
説
明
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

つ
め
は
、
ふ
つ
う
の
訓
読
な
ら
「
ー
を
し
て
：
・
せ
し
め
ば
」
と
な
る
と
こ
ろ
に
、
福
津
が
「
なL
を
加
え
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ
れ

が
福
浬
個
人
の
読
み
癖
な
の
か
、
あ
る
い
は
福
津
が
漢
文
を
学
ん
だ
師
の
読
み
癖
を
踏
襲
し
た
も
の
な
の
か
は
不
勉
強
に
し
て
未
詳

で
す
が
、
と
に
か
く
「
な
」
を
添
え
て
訓
ず
る
の
が
福
浬
の
特
徴
で
す
。
こ
の

「
な
」
は
、
文
法
的
に
は
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の

未
然
形
で
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
も
、
意
味
に
重
大
な
変
化
が
起
き
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
：
・
す
る
な
ら
ば
」
に
完
了
相
が
加

日
本
語
文
法
の
専
門
家
に
号
一
口
わ
せ
れ
ば
、
重
大
な
変
化
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。

わ
っ
て
、
「
：
・
し
た
な
ら
ばL
に
変
わ
る
だ
け
で
す
。

二
つ
め
は
、
特
に
知
ら
ず
と
も
よ
い
こ
と
で
す
が
、
も
と
も
と
再
読
文
字
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
使
役
の

「
使
」
を
再
読
し
な
い

こ
と
に
統
一
し
た
の
は
、
前
掲
の
明
治
四
十
五
年
三
月
二
十
九
日
付
官
報
（
口
。
・
∞
8
0
）
所
載
「
漢
文
教
授
に
関
す
る
調
査
報
告
」

に
お
い
て
の
こ
と
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
福
津
は
使
役
形
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
れ
を
転
用
し
た
仮
定
形
に
お
い
て
も
、
次
の
よ

明治初期の漢文副｜読と「文明論之概略』

う
に
「
使
」
を
再
読
文
字
と
し
て
訓
読
し
て
い
た
可
能
性
が
低
く
な
い
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

［使 l

N ヲ

V 七

N
を
し
て
V

せ
し
め
ば

「
使
」
を
再
読
文
字
と
し
て
扱
お
う
と
扱
う
ま
い
と
、
訓
読
の
結
果
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
さ
し
て
神
経
質
に
な
る
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
念
の
為
に
付
け
加
え
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

で
は
、
福
津
が
「
も
し

8

を
し
て
・
：
せ
し
め
な
ば
」
と
記
し
た
と
き
は
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
似
す
る
表
現
を
用
い
た
と
き
は
、

必
ず
純
然
た
る
仮
定
形
だ
と
決
め
て
か
か
っ
て
よ
ろ
し
い
の
か
と
な
り
ま
す
と
、
こ
れ
が
な
か
な
か
複
雑
で
、
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で
は
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き
ま



せ
ん
。
実
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
拙
稿
を
綴
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
が
機
縁
と
な
っ
て
今
日
こ
こ
に
お
招
き
い
た
だ
い
た
わ
け

で
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
当
該
の
拙
稿
を
御
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

160 

一」ーー
／、、

む
す
び

以
上
、
漢
文
訓
読
表
現
に
つ
い
て
述
べ
つ
つ
、
福
津
『
文
明
論
之
概
略
』
の
訓
読
表
現
に
ま
つ
わ
る
注
意
点
な
ど
を
指
摘
し
て
み

ま
し
た
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
は
福
津
『
文
明
論
之
概
略
』
に
限
ら
ず
、
明
治
8

大
正
時
代
の
漢
文
訓
読
表
現
を
用
い
た
文
章
す
べ
て
に

当
て
は
ま
る
話
で
ご
ざ
い
ま
す
。
た
ま
た
ま
『
文
明
論
之
概
略
』
を
素
材
に
し
た
だ
け
で
す
が
、
他
の
書
物
を
お
読
み
に
な
る
さ
い

に
も
、
も
し
何
か
御
参
考
に
な
る
点
が
ご
ざ
い
ま
す
れ
ば
幸
い
に
存
じ
ま
す
。

な
お
、
本
日
は
、
漢
文
訓
読
に
お
い
て
、
な
ぜ
「
既
己
」
の
ご
と
き
不
自
然
な
日
本
語
を
平
気
で
用
い
て
き
た
の
か
、
ど
う
し

て
使
役
形
を
そ
の
ま
ま
仮
定
形
に
転
用
す
る
よ
う
な
紛
ら
わ
し
い
訓
法
を
採
っ
た
の
か
と
い
う
類
の
本
質
的
な
問
題
に
つ
い
て
は
、

一
切
ふ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
よ
う
な
現
象
の
背
後
に
漢
文
訓
読
と
い
う
営
為
の
正
体
が
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
と
愚
考
す
る
の
で

す
が
、
も
し
御
興
味
の
あ
る
向
き
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
す
で
に
多
少
の
拙
稿
を
物
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

笑
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

お
手
す
き
の
さ
い
に
御

本
日
は
、
週
末
の
お
疲
れ
に
も
か
か
わ
ら
、
ず
、
夜
遅
く
ま
で
御
臨
席
を
賜
り
ま
し
て
、

ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

各
位
の
御
清
聴
に
対
し
ま
し
て
、
衷
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

＊
平
成
十
一
年
十
月
二
十
九
日
（
金
）

慶
庭
義
塾
（
三
田
）
福
津
研
究
セ
ン
タ
ー
［
主
催
］

一
九
九
九
年
度
第
一
二
回
「
金
曜
セ
ミ
ナ
ー
」



明治初期の漢文訓読と『文明論之概略』

注（
1
）
原
田
種
成
『
私
の
漢
文
講
義
』
（
大
修
館
書
店
、
平
成
七
年
）
六
一
1

六
九
頁
。

（
2
）
拙
稿
「
福
沢
諭
吉
の
文
章
と
漢
文
訓
読
｜
｜
『
文
明
論
之
概
略
』
を
素
材
と
し
て
」
／
「
福
浬
諭
吉
年
鑑
」

年
十
二
月
）
。

（3
）
P
M
W
C
N向言
ペ
長
片

E
C
ぎ

O
ミ
ロ
ミ
ミ
。
『
言
。
ミ
ミ
〔
記
念S
N
ミ
S
F

可
山
口ω
・
σ
可
ロ
ヨ
E
〉
－
g
言
。
2
F
自
己
の
・
（
い
ω
E
2
8

出
口
円2
・
印
。
℃
F
S
d
E
〈
角
低
片
山
ご
叶
。
日
向
山
刊
。
・

H
m
v
吋
ω
一
℃
・
印
一

r
－
－K
H・

（
4
）
当
該
「
漢
文
教
授
に
関
す
る
調
査
報
告
」
の
「
返
点
法
L
注
意
第
二
お
よ
び
「
添
仮
名
法
L
第
七
末
尾
に
、
「
使
」
の
訓
法
に

関
す
る
措
置
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（5
）
レ
点
と
二
点
が
同
居
す
る
こ
の
返
り
点
の
付
け
方
は
、
現
行
の
返
り
点
法
で
は
不
可
と
さ
れ
る
。

（6
）
拙
稿
「
使
役
か
仮
定
か
｜
｜
福
沢
諭
吉
『
文
明
論
之
概
略
』
の
仮
定
表
現
」
／
「
比
較
文
学
研
究
」
第
七
三
号
（
平
成
十
一

年
二
月
）
。

（7
）
拙
稿
「
漢
文
訓
読
の
〈
割
引
率

V
－

1

－
記
憶
術
と
し
て
の
定
位
L
／
明
星
大
学
紀
要
「
日
本
文
化
学
部
・
言
語
文
化
学
科
」

第
五
号
（
平
成
九
年
一
二
月
）
。

拙
稿
「
暗
記
で
き
れ
ば
ま
ず
は
よ
し
｜
｜
〈
漢
文
訓
読

u

記
憶
術
〉
論
の
検
証
」
／
明
星
大
学
青
梅
校
舎
日
本
文
化
学
部
共

同
研
究
論
集
・
第
一
輯
『
普
遍
文
明
と
民
族
文
化
｜
｜
言
語
現
象
・
造
型
表
現
・
文
明
論
の
領
域
｜
｜
』
（
〔
編
集
責
任
者
］
小

堀
桂
一
郎
、
明
星
大
学
日
本
文
化
学
部
、
平
成
十
年
三
月
）
。

拙
稿
「
〈
漢
文
訓
読
H

記
憶
術
〉
論
再
検
証
」
／
明
星
大
学
紀
要
「
日
本
文
化
学
部
・
壬
一
口
語
文
化
学
科
」
第
六
号
（
平
成
十

年
二
一
月
）
。

拙
稿
「
〈
漢
文
訓
読
H

欠
陥
翻
訳
〉
論
へ
の
反
論
｜
｜
伝
統
的
訓
法
に
対
す
る
〈
改
良
〉
を
駁
す
」
／
明
星
大
学
紀
要
「
日
本

文
化
学
部
・
言
語
文
化
学
科
L

第
七
号
（
平
成
十
一
年
三
月
）
。

四

（
平
成
九

ょ
う
す
け

明
星
大
学
（
青
梅
）
日
本
文
化
学
部
言
語
文
化
学
科
助
教
授
）

（
こ
た
じ
ま
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