
海
國
兵
談
自
序
︵
現
代
語
訳
︶ 

海
国
(

海
洋
国
)
と
は
ど
の
よ
う
な
国
を
言
う
の
か
。
そ
れ
は
、
地
続
き
で
隣
接
す
る
国
が
存
在

せ
ず
、
四
方
が
皆
沿
海
部
に
な

て
い
る
国
を
言
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
海
国
に
は
海
国
に
相
応

し
い
武
備
(
軍
備
)
が
あ
り
、
支
那
の
軍
書
や
日
本
で
古
今
伝
授
さ
れ
て
き
た
諸
流
の
兵
書
で
説
い

て
い
る
も
の
と
は
異
な

た
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
特
性
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
日
本
の
武
備

と
は
云
え
な
い
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
海
国
は
外
国
か
ら
の
侵
攻
が
容
易
で
あ
る
と
い
う
特
性
が
あ

る
。
一
方
で
攻
め
て
来
る
の
が
難
し
い
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
「
来
る
の
が
容
易
」
と

言
う
の
は
、
軍
艦

い
く
さ
ぶ
ね

に
乗

て
順
風
を
得
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
日
本
ま
で
二

三
〇
〇
里
の
遠
い

航
路
も
一
日
か
二
日
で
海
上
機
動
し
て
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
来
る
の
が
容

易
」
と
い
う
特
性
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
対
す
る
備

そ
な
え

を
設
け
て
お
か
な
け
れ
ば
、
国
防
は
実
現
し

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、「
来
る
の
が
難
し
い
」
と
云
う
の
は
、
四
方
が
皆
広
大
な
「
海

と
い
う
障
害
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
妄
り
に
来
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
の
天
然
の
障
碍

し

う
が
い

を
恃
み
に
し
て
、
備

そ
な
え

を
怠
る
よ
う
な
こ
と
が
あ

て
は
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
日
本
の
武
備
は
、
海
外
か
ら
の
侵
攻
を
防
ぐ
術
を
知
る
こ
と

が
差
し
当
た

て
の
急
務
で
あ
る
。
さ
て
、
海
外
か
ら
の
侵
攻
を
防
ぐ
た
め
の
術
は
、
水
戦
(
水
上

戦
闘
)に
あ
る
。水
戦
の
要

か
な
め

は
大
砲

お
お
つ
つ

に
あ
る
。軍
艦
と
大
砲
の
二
つ
を
十
分
に
保
有
す
る
こ
と
が
、

日
本
の
武
備
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ

て
、支
那
・
タ
タ

ル(

モ
ン
ゴ
ル
高
原

シ
ベ
リ
ア
な
ど
)

と
い

た
山
国
(

大
陸
国
)
と
は
軍
政
が
異
な
る
所
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
理
解
し
て
か
ら

後
に
、
陸
戦
の
こ
と
に
及
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
惜
し
い
こ
と
に
、
大
江
匡
房
を
始
め
と
し
て
、

楠
木
正
成
や
武
田
信
玄
・
上
杉
謙
信
の
よ
う
に
、
世
の
中
で
い
く
さ
の
名
人
と
称
し
て
い
て
も
、
そ

の
根
元
は
支
那
の
軍
書
を
基
本
と
し
て
稽
古
に
励
ん
で
き
た
人
々
な
の
で
、
皆
が
支
那
流
の
戦
理



の
み
を
伝
授
し
て
、
海
国
の
教
義
に
ま
で
及
ん
だ
人
は
い
な
い
。
こ
れ
は
、
そ
の
半
分
を
知

て
、

残
り
の
半
分
を
知
ら
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。今
、私
が『
海
國
兵
談
』を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、

「
水
戦
」
を
本
書
の
巻
頭
に
お
い
て
記
述
し
た
の
は
、
こ
れ
が
海
国
に
お
け
る
武
備
の
根
本
を
な
す

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
日
本
の
武
備
は
、
こ
の
水
戦
を
第
一
と
し
て
、
そ
の
上
に
又
一
つ
の
心
得
が

あ
る
。
そ
の
心
得
と
い
う
の
は
、
古
代
の
支
那
と
今
の
支
那
と
で
は
、
地
勢
も
人
情
も
共
に
相
違
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
ず
日
本
は
開
闢

か
い
び

く

(
国
の
始
ま
り
)
以
来
外
国
か
ら
の
来
襲
を
受

け
た
の
は
、
支
那
が
元
で
あ

た
時
代
、
頻
繁
に
軍

い
く
さ

を
仕
掛
け
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中
で

も
と
り
わ
け
弘
安
四
年
に
は
、
大
軍
に
よ

て
押
し
か
け
て
来
た
け
れ
ど
も
、
幸
い
に
も
神
風
に
あ

て
全
滅
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ

た
。
こ
れ
は
、
元
の
君
主
が
北
方
の
人
種
で
あ
り
、
モ
ン
ゴ
ル
高

原
か
ら
出
て
き
て
支
那
一
帯
を
征
服
し
、
占
領
し
た
の
で
あ

た
か
ら
、
元
の
時
代
に
は
漢
民
族
と

北
方
の
異
民
族
が
一
体
に
な

て
お
り
、
北
の
辺
境
で
の
戦
い
も
止
み
果
て
て
い
た
。
こ
う
し
た
こ

と
か
ら
、
遠
く
ま
で
兵
馬
(

軍
勢
)
を
出
す
こ
と
に
も
後
顧
の
憂
い
が
な
か

た
の
で
、
度
々
軍

い
く
さ

を
仕
掛
け
て
き
た
の
で
あ

た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
支
那
の
時
勢
を
考
察
し
な
が
ら
概
観
し
て
み
よ

う
。
夏
・
殷
・
周
の
三
代
は
言
う
に
及
ば
ず
、
秦
や
漢
ま
で
は
、
日
本
の
広
狭
、
並
び
に
海
路
等
の

事
を
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
な
か

た
の
で
あ
る
。
唐
の
時
代
に
は
頻
繁
に
日
本
と
往
来
し
て
、

海
路
や
国
・
郡
等
の
こ
と
ま
で
詳
し
く
知
る
よ
う
に
な

た
け
れ
ど
も
、
互
い
に
友
好
関
係
を
深
め

て
い
た
こ
と
か
ら
、
侵
攻
し
、
来
襲
す
る
に
は
及
ば
な
か

た
。
宋
代
に
至

て
は
、
そ
の
王
朝
の

風
儀
が
懦
弱

だ
じ

く
(

無
気
力
で
弱
々
し
い
)
で
あ

た
の
で
、
こ
れ
も
ま
た
来
る
こ
と
が
で
き
な
か

た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
宋
を
滅
ぼ
し
た
の
が
、
北
の
異
人
種
で
あ
る
蒙
古
、
即
ち
元
で
あ
る
。
元
の

兵
馬
が
度
々
日
本
に
や

て
来
た
こ
と
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
漢
民
族
と
北
方
民
族
が
一
体
に

な

て
、
そ
の
境
界
地
域
で
の
戦
い
が
止
ん
だ
こ
と
か
ら
、
遠
く
に
軍
勢
を
出
し
て
も
後
顧
の
憂
い



が
な
く
な

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
、
明
の
世
祖
が
元
を
滅
ぼ
し
て
支
那
を
再
興
し
、
そ
の
政
事

も
柔
弱
で
は
な
く
、
よ
く
国
家
統
一
の
業
を
成
し
遂
げ
た
の
で
あ

た
。
こ
の
明
代
に
日
本
を
侵
略

し
よ
う
と
い
う
謀
議
が
あ

た
の
だ
が
、
北
方
民
族
の
大
敵
が
日
夜
頻
繁
に
襲
い
か
か

て
き
た

の
で
、遠
く
海
を
渉

て
来
る
だ
け
の
余
裕
は
無
か

た
。そ
の
上
、太
閤
・
豊
臣
秀
吉
の
猛
威
は
、

朝
鮮
を
陥
落
さ
せ
て
、
北
京
ま
で
も
攻
め
入
ら
ん
と
す
る
勢
い
で
あ

た
。
こ
れ
に
辟
易

へ
き
え
き

し
て
日
本

に
侵
攻
し
て
く
る
余
裕
も
無
い
う
ち
に
、
再
び
北
方
民
族
(

タ
タ

ル
、
こ
こ
で
は
満
州
族
)
に

滅
ぼ
さ
れ
て
、
清
朝
の
康 こ

う

熙 き

帝 て
い

以
来
、
漢
民
族
と
北
方
民
族
が
再
び
一
体
に
な

て
、
今
は
い
よ
い

よ
強
固
に
統
一
さ
れ
、
北
の
辺
境
も
さ
ら
に
平
穏
無
事
な
状
態
と
な

た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、

清
国
は
遠
方
に
兵
馬
を
出
す
の
に
も
、
後
顧
の
憂
い
が
無
い
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
康 こ

う

熈 き

、
雍 よ

う

正 ぜ
い

、

乾 け
ん

隆
り

う

の
三
帝
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
文
武
に
秀
で
、
簡
単
に
屈
し
な
い
強
い
精
神
に
し
て
、
よ
く
時
勢

を
見
抜
い
て
お
り
、
十
分
に
支
那
を
手
な
づ
け
て
統
治
し
て
い
る
。
絶
対
に
明
朝
ま
で
の
支
那
と
同

一
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
ま
ず
、
今
の
清
国
を
こ
れ
ま
で
の
支
那
と
比
較
す
る
と
、
土
地
も
こ
れ
ま

で
の
倍
で
あ
り
、
武
芸
も
北
方
民
族
の
や
り
方
を
伝
え
て
よ
く
修
練
さ
れ
て
お
り
、
人
情
や
欲
望
も

北
方
の
気
質
を
受
け
継
い
で
剛
強
へ
と
移
り
変
わ

た
こ
と
か
ら
、
つ
い
に
は
北
狄
(

北
方
の
異

民
族
、
匈
奴
・
韃
靼
な
ど
の
遊
牧
民
族
)
の
欲
深
く
て
け
ち
な
心
根
が
次
第
に
支
那
に
も
推
し
広
ま

り
、
そ
れ
ま
で
の
慈
悲
深
く
人
情
に
厚
い
風
儀
も
い
つ
の
間
に
か
消
滅
し
て
い

た
。
し
か
も
ま

た
、
世
間
に
出
回
る
書
籍
も
次
第
に
詳
し
い
も
の
に
な

て
ゆ
き
、
ま
た
日
本
と
の
往
来
も
頻
繁
に

な

た
上
、
人
の
心
も
月
日
を
重
ね
て
賢
く
な

て
き
た
の
で
、
今
で
は
支
那
に
お
い
て
も
日
本
の

海
路
や
国
郡
等
の
情
報
も
詳
細
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

た
。
密
か
に
思
え
ば
、
も
し
か

し
た
ら
こ
れ
か
ら
後
の
清
帝
が
、
内
患
が
無
い
時
に
乗
じ
て
、
し
か
も
か
つ
て
元
朝
が
成
し
遂
げ
た

業
績
を
思
い
合
わ
せ
て
、
い
か
な
る
無
分
別
な
侵
略
を
意
図
す
る
こ
と
も
な
し
と
し
な
い
。
そ
の
時



に
至

て
は
貪
欲
な
心
が
根
本
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
日
本
の
仁
政
に
も
懐
柔
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と

な
ど
あ
り
え
ず
、
ま
た
兵
馬
億
万
の
多
さ
を
恃
み
と
す
れ
ば
、
日
本
の
武
威
に
も
畏
れ
る
こ
と
が
な

い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
が
、
明
ま
で
の
支
那
と
同
じ
も
の
で
は
な
い
と
い
う
理
由
で
あ
る
。
ま
た
、
こ

の
頃
は
ヨ

ロ

パ
の
ロ
シ
ア
人
が
そ
の
勢
い
無
双
に
し
て
、
遠
く
タ
タ

ル
(

満
州
・
モ
ン
ゴ

ル
高
原
な
ど
)
の
北
部
地
域
を
侵
略
し
、
最
近
で
は
シ
ベ
リ
ア
を
侵
略
し
て
、
東
の
限
界
で
あ
る
カ

ム
チ

カ
か
ら
先
に
は
こ
れ
以
上
取
る
べ
き
国
土
が
無
い
こ
と
が
判

た
の
で
、
再
び
西
に
反

転
し
て
蝦
夷
の
東
に
あ
る
千
島
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
て
機
を
う
か
が

て
い
る
と
聞
き
及
ん
で

い
る
。
す
で
に
明
和
八
年
(
一
七
七
一
年
)
ロ
シ
ア
か
ら
カ
ム
チ

カ
へ
派
遣
さ
れ
て
い
た
豪
傑

バ
ロ
ン
マ
オ
リ

ツ
・
ア
ラ
ア
ダ
ル
ハ
ン
・
ル
ベ
ン
ゴ
ロ
ウ
と
い
う
者
が
カ
ム
チ

カ
か
ら
船
を

発
し
て
日
本
に
渡
航
し
、
各
地
の
港
に
て
縄
を
下
ろ
し
て
そ
の
深
さ
を
計
り
な
が
ら
日
本
の
外
周

の
半
分
以
上
を
乗
り
回
し
た
こ
と
が
あ

た
。
そ
の
中
で
も
土
佐
の
国
に
お
い
て
は
、
日
本
国
に
在

留
す
る
オ
ラ
ン
ダ
人
宛
と
認
め
ら
れ
る
書
を
遣
わ
し
置
い
た
と
い
う
事
も
あ

た
。
こ
れ
ら
の
事

を
な
し
た
根
底
に
あ
る
真
意
を
こ
そ
憎
む
べ
き
で
あ
り
、
恐
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
海
国
な

る
が
ゆ
え
に
来
る
こ
と
が
無
い
で
あ
ろ
う
船
も
、
乗
船
し
て
い
る
者
の
機
転
次
第
で
は
い
と
も
容

易
に
来
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
く
察
す
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
て
、
海
国
の
特
性

と
支
那
の
時
勢
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
上
で
、
さ
ら
に
一
つ
の
心
得
が
あ
る
。
そ
の
心
得
と

い
う
の
は
、「
偏
武
(

武
に
偏
る
こ
と
)」
に
陥
る
こ
と
な
く
、「
文
武
両
全
」
で
あ
ら
ね
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
常
に
心
掛
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
武
に
偏
れ
ば
粗
野
に
な

る
。
元
よ
り
「
兵
」
は
凶
器
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
(
兵
は
)
死
生
存
亡
に
係
わ
る
も
の
で
あ
り
、

国
の
大
事
は
こ
れ
に
過
ぎ
る
も
の
は
無
い
の
で
、
粗
野
に
し
て
無
智
で
あ
る
偏
武
の
輩

や
か
ら

に
は
任
せ

ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
日
本
の
古
代
に
お
い
て
は
、
都
に
鼓 く

吹 す
い

司 し

と
淳
和
、
奨



学
の
二
つ
の
院
を
置
き
、国
々
に
は
軍
団
と
郷
学
と
を
置
い
て
、皆
が
文
武
を
教
わ

て
い
た
。又
、

孔
子
も
文
武
両
全
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
て
、「
文
事
有
る
者
、
必
ず
や
武
備
有
り
矣
」
と
申
し
て

い
た
。
そ
の
他
に
も
黄
石
公
は
、
文
武
相
並
べ
て
国
家
を
治
め
、
人
民
の
生
活
苦
を
救
わ
ね
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
、
司 し

馬 ば

穣
じ

う

苴 し

(

春
秋
時
代
の
斉
の
将
軍
)
は
、
治
世
に
あ

て
戦

い
く
さ

を

忘
れ
な
い
こ
と
が
国
家
を
保
護
す
る
道
で
あ
る
と
言

て
い
る
。
そ
の
他
に
も
晋
の
六
卿
、
斉
の
管

仲
、
漢
の
二
祖
、
蜀
の
孔
明
、
我
が
神
祖
(
神
武
天
皇
か
？
)
の
如
き
は
皆
文
武
両
全
の
旨
を
会
得

し
た
人
々
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
も
兵
を
談
ず
る
人
は
日
本
に
も
支
那
に
も
数
多

あ
ま
た

あ
れ
ど
も
、
皆
そ

れ
ぞ
れ
に
そ
の
得
意
と
す
る
所
だ
け
を
伝
授
し
て
い
る
「
一
方
ぎ
き
の
兵
家
」
な
の
で
、
両
全
と
言

う
に
は
及
ば
な
い
の
だ
。
か
つ
又
、
戦
闘
の
道
(

戦
術
・
戦
法
)
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
土
に
応

じ
た
流
儀
が
あ
る
。
そ
の
概
要
を
論
じ
る
な
ら
ば
、
日
本
で
は
そ
の
軍

い
く
さ

立 だ
て

は
小
競
合

こ
ぜ
り
あ

い
で
あ
る
。

血
戦
を
主
と
し
て
謀
慮
は
少
な
い
。
た
だ
国
土
自
然
の
勇
気
に
任
せ
、
命
を
捨
て
て
敵
を
砕
く
事
を

第
一
の
戦
法
と
す
る
の
で
、
そ
の
鋒
先
は
鋭
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
方
法
が
粗
雑
な
の
で
持
重

じ
ち

う
(

敵

に
軽
々
し
く
動
か
さ
れ
ず
、
慎
重
に
行
動
す
る
こ
と
)
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
に
は
為
し
難
い
。
支
那
は

理
論
と
方
法
を
重
ん
じ
て
謀
計
が
多
く
、
持
重
を
第
一
義
と
す
る
た
め
、
そ
の
軍
立
は
堂
々
と
し
て

い
る
が
血
戦
に
至

て
は
甚
だ
鈍
い
。
こ
れ
ら
の
事
は
日
本
と
支
那
の
両
国
の
軍
記
を
読
ん
で
味

わ
え
ば
、
そ
の
鋭
と
鈍
と
が
よ
く
判
る
。
こ
れ
は
寛
永
の
頃
に
渋
谷
八
右
衛
門
、
濱
田
弥
兵
衛
等
た

た
九
人
で
台
湾
へ
押
し
渡

て
オ
ラ
ン
ダ
の
将
軍
(
城
主
)
を
捕
虜
に
し
て
し
ま

た
例

た
め
し

も
あ

り
、
安
永
年
間
に
私
が
肥
前
の
鎮
台
館
に
遊
事
(
安
永
六

七
年
、
⾧
崎
奉
行
・
柘
植
⾧
門
守
の
一

行
に
同
行
し
て
⾧
崎
に
滞
在
)
し
て
い
た
頃
、
崎
陽
の
在
館
で
唐
人
六
十
一
人
が
徒
党
を
組
ん
で
反

乱
を
起
こ
し
た
時
に
、
我
が
党
十
五
人
が
鎮
台
の
命
令
を
受
け
て
相
向
か
い
、
即
時
に
六
十
一
人
を

討
ち
破
り
、
彼
ら
の
楯 た

て

籠 こ

も

て
い
た
工
神

だ
い
く
か
み

堂
を
破
壊
し
て
帰

て
き
た
。
こ
の
時
に
支
那
人
と



手
詰
め
の
勝
負
を
為
し
て
、
彼
の
国
の
人
が
力
戦
に
鈍
い
こ
と
を
私
自
身
で
試
み
て
知
る
こ
と
が

で
き
た
。
又
、
ヨ

ロ

パ
諸
国
は
大
小
の
火
器
を
専
ら
使
用
し
て
、
そ
の
外
に
も
飛
び
道
具
が
甚

だ
多
い
。
も

と
も
艦
船

い
く
さ
ふ
ね

の
制
度
は
優
れ
て
細
か
く
定
め
ら
れ
て
い
て
、
船
軍

ふ
な
い
く
さ

に
⾧
じ
て
い
る
。

特
に
そ
の
国
に
は
非
常
に
優
れ
た
法
体
系
が
あ
り
、
よ
く
統
治
し
て
国
民
相
互
の
親
睦
が
深
い
た

め
、
そ
れ
ら
の
国
内
で
攻
め
討
つ
事
(

内
戦
)
は
無
く
、
た
だ
相
互
に
協
力
し
て
他
の
州
(
国
)

を
侵
略
し
て
自
国
が
占
領
す
る
こ
と
に
、
昔
か
ら
今
ま
で
勉
め
て
き
て
お
り
、
決
し
て
そ
の
国
内
に

お
い
て
同
士
討
ち
の
戦
争
(

内
戦
)
を
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
や
支
那
等
が
全
く
及
ば

な
い
所
で
あ
る
。
兵
を
指
揮
統
率
す
る
者
(
兵
に
携
わ

て
い
る
者
)
は
、
こ
の
三
つ
の
軍
事
情
勢

を
よ
く
会
得
し
て
、
臨
機
応
変
す
れ
ば
、
天
下
を
ほ
し
い
ま
ま
に
で
き
る
。
そ
も
そ
も
日
本
が
海
国

で
あ
る
と
い
う
特
性
と
、
今
の
清
国
が
昔
の
支
那
よ
り
優
れ
て
い
る
の
で
、
日
本
は
油
断
し
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
事
実
、
そ
し
て
日
・
支
・
欧
三
つ
の
地
域
で
そ
れ
ぞ
れ
戦
闘
の
基
本
的
な
流
儀
に
違

い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
ら
三
つ
の
教
え
は
、
日
本
の
こ
れ
ま
で
の
兵
法
家
が
未
だ
に
発
言
し

て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
未
だ
に
発
表
さ
れ
て
い
な
い
理
由
は
、
昔
か
ら
今
ま
で
の
軍
学

の
先
生
方
が
皆
、
支
那
の
書
物
に
基
づ
い
て
よ
い
方
法
を
考
え
だ
そ
う
と
努
め
て
き
た
の
で
、
自
然

に
支
那
流
に
陥

て
し
ま
い
、
か
え

て
海
国
に
は
海
国
の
兵
制
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
か
な
か

た
か
ら
で
あ
る
。
今
、
私
が
初
め
て
こ
れ
ら
に
言
及
し
た
の
は
、
深
く
憂
慮
す
る
所
が
あ

て
広

く
問
い
、
切
に
考
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
趣
旨
の
こ
と
を
理
解
で
き
た
と
し
て
も
、
尋
常
の
世

人
は
決
し
て
口
外
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
口
外
し
よ
う
と
し
な
い
の
は
、
身
を
謹
ん
で
遠
慮
し
て
黙

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
私
は
直
情
径
行
(

感
情
の
お
も
む
く
ま
ま
に
行
動
す
る
性
格
)
で
孤
独

な
男
で
あ
る
か
ら
、
何
ら
恐
れ
は
ば
か
る
こ
と
が
無
い
。
そ
れ
ゆ
え
「
ベ
ン
ゴ
ロ
ウ
(

明
和
八
年

に
カ
ム
チ

カ
か
ら
や

て
来
て
日
本
中
の
港
の
水
深
を
測

た
ロ
シ
ア
人
)」
の
事
を
始
め
と



し
て
、
日
本
中
の
全
て
が
外
敵
の
来
る
の
が
容
易
で
あ
る
と
い
う
特
性
を
あ
り
の
ま
ま
に
出
し
、
そ

れ
に
よ

て
海
国
に
肝
要
な
武
備
(

軍
事
力
に
よ
る
守
備
態
勢
)
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と

い
う
事
を
「
肉
食
の
人
々
(

欧
米
人
)」
に
知
ら
し
め
て
や
り
た
い
と
思

た
の
で
、
こ
れ
ま
で

に
見
聞
し
て
き
た
こ
と
を
集
め
て
編
纂
し
、
こ
の
書
物
を
作
成
し
た
。
こ
れ
は
、
私
の
よ
う
な
一
介

の
者
で
、
徳
が
ど
う
で
あ
る
か
、
地
位
が
ど
う
で
あ
る
か
な
ど
は
眼
中
に
無
く
、
た
だ
海
国
の
守
り

を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
だ
け
に
心
を
患

わ
ず
ら

わ
せ
て
き
た
所
以

ゆ
え
ん

(

理
由
・
い
わ
れ
)
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
私
は
、
非
常
に
身
の
ほ
ど
を
超
え
た
こ
と
を
し
て
し
ま

た
。
罪
を
免
れ
な
い
こ
と

は
承
知
し
て
い
る
。
そ
う
で
は
あ
る
が
、(
林
子
平
と
い
う
)「
人
」
を
捕
ら
え
る
べ
き
で
は
な
く
、

(
林
子
平
の
)「
言
論
」
を
こ
そ
捕
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
私
の
よ
う
な
一
介
の
者
が

徳
や
地
位
な
ど
は
ど
う
で
も
よ
く
て
、
こ
の
書
物
を
作
成
す
る
こ
と
で
言
論
に
よ
り
当
世
に
警
鐘

を
鳴
ら
す
こ
と
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
て
書
物
が
完
成
し
た
こ
と
を
私
自
身
、
貴
重

な
こ
と
だ
と
思

て
い
る
。
そ
う
は
言

て
も
、
私
に
は
才
能
が
無
く
、
文
献
も
不
足
し
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
そ
れ
ぞ
れ
の
字
が
句
を
成
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
句
が
章
を
成
し
て
い
な
い
の

で
、
観
る
者
を
し
て
読
法
に
苦
し
む
で
あ
ろ
う
こ
と
を
恐
縮
し
て
い
る
。
そ
う
は
言
う
も
の
の
、
初

学
者
が
(
兵
法
修
得
の
)
一
端
を
こ
こ
に
開
い
て
、
文
を
以
て
戦
法
を
潤
色

じ

ん
し

く
(

色
を
塗
り
光
沢

を
加
え
る
)
し
、
武
を
以
て
文
華
を
助
け
開
く
こ
と
の
趣
を
会
得
し
、
文
と
武
の
ど
ち
ら
も
そ
の
精

髄
に
ま
で
至
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
即
ち
国
や
家
を
安
ら
か
に
さ
せ
て
海
国
を
保
護
す
る
一
助
と

な
る
に
違
い
な
い
。
密
か
に
こ
れ
を
『
日
本
武
備
志
』
と
言

た
と
し
て
も
罪
に
は
な
る
ま
い
。
た

だ
し
、
そ
の
文
章
の
拙

つ
た
な

さ
ゆ
え
に
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
誤
解
さ
れ
な
い
こ
と
を
切
に
願
う

の
み
で
あ
る
。 
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