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古
来
、
中
国
文
明
圏
の
周
辺
に
位
置
し
、
幕
末
以
降
は
欧
米
文
明
の
圧
力
を
強
く
う
け
て
き
た
日
本
人
の
自
己

認
識
は
、
よ
く
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
拝
外
主
義
と
排
外
主
義
の
南
極
の
あ
い
だ
を
揺
れ
て
き
た
。

拝
外
主
義
的
発
想
と
は
、
外
国
文
明
を
規
範
と
し
、
そ
の
受
容
を
促
進
す
る
こ
と
を
自
指
す
も
の
で
あ
り
、
そ

の
た
め
、
自
国
の
後
進
性
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
と
欧
米
起
源
の
単
線
的
進
歩
史
観
と

が
結
び
つ
い
た
も
の
が
、
戦
間
期
の
講
座
派
マ
ル
ク
ス
主
義
や
戦
後
近
代
主
義
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
排
外
主
義
と
は
、
外
国
文
明
に
由
来
す
る
も
の
を
堕
落
と
み
な
し
、
外
国
起
源
の
も
の
を
取
り

除
い
た
あ
と
に
残
る
と
想
定
さ
れ
る
も
の
に
価
値
と
日
本
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
本
居
宣
長
や
柳
田
国
男
と
い
う
巨
匠
の
立
場
で
も
あ
る
た
め
、
今
日
の
日
本
研
究
に
も
強
い
影
響
を
与

え
つ
づ
け
て
い
る
。

拝
外
主
義
に
と
っ
て
、
克
服
す
べ
き
後
進
性
と
映
る
も
の
が
、
排
外
主
義
に
と
っ
て
は
、
外
毘
文
明
の
影
響
を

う
け
ぬ
、
守
る
べ
き
至
上
の
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
起
源
が
知
れ
ぬ
ほ
ど
大
昔
か
ら
伝
え

ら
れ
て
き
た
不
変
の
も
の
が
、
「
日
本
ら
し
さ
」
の
根
幹
を
な
す
と
す
る
再
説
の
共
通
了
解
が
浮
上
す
る

(
l
)
。

そ
の
永
遠
不
変
の
も
の
は
、
排
外
主
義
に
と
っ
て
は
、
外
国
文
明
の
影
響
に
よ
っ
て
傷
つ
き
ゃ
す
い
も
の
で
あ
り
、

自
覚
的
に
保
存
の
努
力
を
し
な
け
れ
ば
存
続
が
危
う
い
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
拝
外
主
義
に
と
っ
て
は
、
自
覚

的
に
そ
れ
か
ら
逃
れ
る
べ
く
努
力
し
て
み
て
も
逃
れ
が
た
い
よ
う
な
、
不
滅
不
死
の
や
っ
か
い
な
も
の
と
と
ら
え

ら
れ
る
、
と
い
う
違
い
が
あ
る
。

こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
次
の
よ
う
な
こ
と
も
生
じ
る
。
排
外
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
伝
統
を
自
覚
的

に
守
ろ
う
と
し
な
が
ら
、
伝
統
と
は
異
な
る
も
の
を
伝
統
の
名
に
お
い
て
新
た
に
創
り
が
ち
で
あ
り

(
2
)
、
拝
外

6 
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主
義
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
新
た
に
創
ら
れ
た
伝
統
を
旧
時
代
か
ら
伝
え
ら
れ
た
克
服
す
べ
き
遺
産
と
み
な
し
が

ち
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
両
説
は
と
も
に
、
歴
史
的
に
変
化
し
、
と
く
に
明
治
維
新
以
降
の
近
代
化
の
過

程
で
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
を
、
永
遠
不
変
に
存
続
し
て
き
た
も
の
と
み
な
し
て
し
ま
う
と
い
う
錯
誤
に
焔
り
が

ち
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

両
説
が
北
ハ
に
似
た
よ
う
な
誤
り
に
焔
り
が
ち
な
の
は
、
い
ず
れ
も
社
会
や
文
化
の
箆
史
的
な
変
化
に
関
し
て
、

極
め
て
単
純
な
図
式
的
見
方
を
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
拝
外
主
義
、
と
り
わ
け
進
歩

主
義
と
結
び
付
い
た
そ
れ
は
、
旧
い
も
の
と
新
し
い
も
の
と
の
対
立
を
通
し
て
、
新
し
い
も
の
が
勝
利
し
、
旧
い

も
の
に
と
っ
て
代
わ
る
こ
と
を
歴
史
の
進
歩
と
み
な
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
排
外
主
義
も
や
は
り
旧
い
も

の
と
新
し
い
も
の
(
こ
の
場
合
に
は
、
外
国
か
ら
入
っ
て
き
た
も
の
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
)
と
の
対
立
に
着

目
し
つ
つ
、
旧
い
も
の
を
守
り
通
す
こ
と
が
、
歴
史
の
堕
落
を
防
ぐ
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
の

立
場
も
、
旧
い
も
の
と
新
し
い
も
の
と
の
対
立
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
現
実
の
歴
史
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
新
し
い
も
の
と
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
旧
い

も
の
は
あ
る
程
度
の
変
化
を
強
い
ら
れ
る
が
、
全
く
消
え
去
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
新
し

い
も
の
は
旧
い
も
の
と
調
和
す
る
よ
う
に
調
整
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
社
会
に
定
着
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
旧
い
も
の
と
新
し
い
も
の
と
は
単
に
自
己
を
主
張
し
合
っ
て
対
立
す
る
だ
け
で
は
な

く
、
相
互
に
影
響
し
合
い
、
変
化
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
安
定
的
に
共
存
し
う
る
よ
う
な
均
衡
を
目
ざ
す
の
で

あ
る
。
均
衡
の
達
成
に
失
敗
し
た
場
合
に
の
み
、
一
方
が
他
方
を
ほ
ぼ
全
面
的
に
否
定
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
事

態
は
決
し
て
一
般
的
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

7 
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時間

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
変
化
は
、
よ
り
旧
い
も
の
の
上
に
よ
り
新
し
い
も
の
が

積
み
重
な
っ
て
ゆ
く
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
、
比
較
的
よ
く
と
ら
え
る

こ
と
が
で
き
よ
う
(
函
l
、
参
照
)
0

す
な
わ
ち
、
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
社
会

や
文
化
は
、
い
く
つ
か
の
層
の
重
な
り
合
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
地
球

表
面
の
竪
史
が
地
層
に
一
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
類
比
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
よ
り
旧
い
地
層
は
圧
力
や
熱
な
ど
に
よ
っ
て
徐
々
に
変
質
し
つ
つ
も

過
去
と
の
連
続
性
を
保
ち
つ
つ
存
続
す
る
こ
と
も
、
社
会
や
文
化
に
お
い
て
よ

り
旧
い
も
の
が
変
化
し
つ
つ
存
続
す
る
こ
と
と
似
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ

で
、
こ
の
よ
う
な
社
会
・
文
化
の
と
ら
え
え
方
を
、
「
地
層
学
」
と
呼
ぶ
こ
と

に
し
た
い

(
3
)
0

8 

地j審学のモデル歯 1

地
層
学
的
な
観
点
か
ら
日
本
の
特
色
を
考
え
る
と
、
高
度
文
明
の
田
川
辺
に
位

置
す
る
島
田
と
い
う
条
件
は
、
や
は
り
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
新
し
い
も
の
の

多
く
は
海
外
か
ら
や
っ
て
く
る
が
、
た
と
え
ば
異
民
族
に
よ
る
征
服
の
よ
う
に
、

既
存
の
も
の
を
根
こ
そ
ぎ
否
定
し
よ
う
と
す
る
ほ
ど
強
力
な
、
新
し
い
も
の
の

侵
入
は
著
し
く
思
難
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
氾
い
も
の
の
上
に
新
し
い
も
の
が
、

相
互
に
他
を
あ
る
程
度
変
質
さ
せ
は
す
る
も
の
の
順
調
に
堆
積
し
、
出
い
も
の

は
比
較
的
よ
く
保
存
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

(
4
)
。

地
層
の
形
成
と
同
様
に
、
新
し
い
も
の
の
沈
澱
は
、
あ
ら
ゆ
る
時
を
通
し
て



歴史の地層を読む

徐
々
に
進
展
す
る
と
は
い
え
、
あ
る
限
ら
れ
た
時
期
に
形
成
さ
れ
た
層
が
、
相
対
的
に
非
常
に
強
い
影
響
力
を
、

後
の
時
代
に
至
る
ま
で
発
揮
し
続
け
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
層
学
的
研
究
は
、
現
代
に
至
る

ま
で
強
い
影
響
力
を
発
揮
し
て
い
る
(
な
い
し
は
発
慢
し
得
る
)
層
を
探
り
出
し
、
そ
れ
が
い
か
に
し
て
形
成
さ

れ
、
以
降
の
時
代
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
を
理
解
す
る
と
共
に
、
今
後
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
そ
の
層

の
持
つ
可
能
性
や
意
義
を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
影
響
力
の
強
い
新
し
い
層
の
出
現
と
し
て
は
、
文
明
社
会
の
形
成
(
文
明
化
)
と
産
業
社
会
の
形

成
(
産
業
化
)
と
の
二
つ
が
、
ま
ず
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
し
か
も
、
欧
米
の
み
な
ら
ず
多
く
の
諮
問
が
産
業
化
へ
の

離
陸
を
達
成
し
た
今
日
に
お
い
て
は
、
産
業
化
の
具
体
的
な
あ
り
か
た
の
多
様
性
・
多
系
性
が
、
認
識
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
た
。
各
社
会
の
産
業
化
の
倍
性
を
大
き
く
規
定
す
る
も
の
が
、
そ
の
社
会
が
そ
れ
以
前
に
い
か
な

る
形
態
の
文
明
社
会
を
形
成
し
て
い
た
か
で
あ
る
こ
と
も
、
広
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
(
5
)
0

そ
の
意
味
で
、
今
日
の
日
本
的
な
産
業
社
会
の
個
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
日
本
が
産
業
化
以
前
に
い
か

な
る
文
明
社
会
を
形
成
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
の
考
察
が
不
可
欠
な
作
業
で
あ
る
。

ま
ず
文
明
化
お
よ
び
産
業
化
に
関
す
る
私
の
立
場
に
つ
い
て
、
簡
単
に
述
べ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い

(
6
)
0

文
明
社
会
の
対
極
に
あ
る
未
開
社
会
の
特
徴
を
挙
げ
て
お
こ
う
(
7
)
0

そ
れ
は
、

ω剰
余
生
産
物
の
蓄
積
が
な
く
、
社
会
階
層
が
未
発
達
で
あ
る
。

ω文
字
が
無
く
、
広
域
の
安
定
的
統
治
が
不
可
能
で
あ
る
。

ω社
会
の
規
模
が
小
さ
い
。

の
三
つ
で
あ
る
。
こ
れ
と
対
照
的
に
文
明
社
会
を
特
色
付
け
る
と
、
そ
れ
は
、

9 
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ー
剰
余
生
産
物
が
蓄
積
さ
れ
、
社
会
階
層
が
発
達
し
て
い
る
o

E
文
字
が
あ
る
。

10 

盟
社
会
の
規
模
が
大
き
い
。

の
三
つ
の
条
件
を
満
た
す
社
会
と
い
え
よ
う
。

文
明
化
と
は
、
一
般
的
に
は
、
未
開
社
会
か
ら
文
明
社
会
へ
の
移
行
の
過
程
で
あ
る
が
、
三
条
件
の
変
化
の
仕

方
は
多
様
で
あ
り
え
、
そ
の
い
く
つ
か
は
文
明
社
会
の
特
徴
を
満
た
し
な
が
ら
、
残
り
は
未
開
社
会
的
で
あ
る
よ

う
な
状
態
に
長
期
間
と
ど
ま
り
続
け
る
社
会
も
存
在
し
う
る
。
日
本
の
場
合
も
、
弥
生
時
代
の
稲
作
の
発
展
に
よ

っ
て

I
は
早
々
に
満
た
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
小
河
川
や
小
平
野
・
盆
地
に
分
か
れ
て
い
る
と
い
う
地
理
的
条

件
の
た
め
、

ωω
は
執
劫
に
残
存
し
た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
文
明
化
を
臨
む
要
因
が
打
破
さ
れ
る
以
前

に
は
準
未
開
状
態
に
あ
り
、
打
破
さ
れ
は
じ
め
た
時
点
か
ら
文
明
化
が
始
ま
っ
た
と
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
、
イ
ン
ダ
ス
、
黄
、
河
な
ど
、
大
、
河
川
流
域
に
発
達
し
た
最
士
口
の
諸
文
明
の
こ
と
を
、

ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
と
か
ア
ジ
ア
的
専
制
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
生
産
手
段
共
有
と
い
う
原
始
共
同

体
の
特
色
を
保
存
し
た
ア
ジ
ア
的
共
同
体
の
上
に
形
成
さ
れ
た
専
制
国
家
・
帝
国
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

そ
の
た
め
、
ア
ジ
ア
的
な
諸
文
明
は
原
始
・
未
開
段
階
の
終
局
に
位
量
し
て
お
り
、
真
の
文
明
は
、
生
産
手
段
、

と
り
わ
け
耕
地
の
共
同
体
に
よ
る
共
有
が
崩
れ
、
私
的
所
有
が
あ
ら
わ
れ
た
、
ギ
リ
シ
ャ
・
口
l
i

マ
の
古
典
古
代

に
始
ま
る
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
十
九
世
紀
西
欧
に
よ
る
ア
ジ
ア
の
植
民
地
化
を
背
景
と
し
て
形
成
さ
れ
た
考
え
方
で
あ

り
、
未
開
的
な
ア
ジ
ア
に
欧
米
文
明
を
啓
蒙
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
植
民
地
化
を
正
統
化
し
よ
う
と
す
る
発
想



マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
も
こ
の
十
九
世
紀
的
常
識
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
い
、
事
実
誤
認

の
上
に
、
「
ア
ジ
ア
的
」
な
る
概
念
を
構
想
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る

(
8
)
。

ま
た
、
初
期
の
天
水
型
農
耕
に
お
い
て
は
小
経
営
が
顕
在
的
で
あ
っ
た
が
、
人
工
濯
概
が
採
用
さ
れ
る
と
、
小

経
営
抑
圧
型
の
農
業
が
発
達
し
、
生
産
性
も
飛
躍
的
に
向
上
し
た
。
こ
こ
か
ら
文
明
の
形
成
へ
と
向
か
っ
た
の
で

あ
り
、
大
規
模
な
人
工
濯
蹴
共
同
体
が
形
成
さ
れ
て
小
経
営
の
自
立
性
が
抑
圧
さ
れ
た
結
果
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る

ア
ジ
ア
的
専
制
が
出
現
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る

(
9
)
。
し
た
が
っ
て
、
最
古
の
文
明
は
原
始
・
未
開
的
な
社

会
捕
成
の
上
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
未
開
的
農
耕
社
会
の
社
会
構
成
の
否
定
と
い
う
社
会
の
大
変
革
に

よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
未
開
社
会
の
延
長
上
に
あ
る
と
す
る
十
九
佐
紀
西
欧
的
偏
見
は
捨
て
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
と
も
な
っ
て
い
る
。

l!t史の地層を読む

前
述
の
よ
う
な
偏
見
を
継
承
し
た
も
の
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
思
想
史
の
図
式
が
あ
る
。
「
ア
ジ
ア
的
」
と
呼
ば

れ
る
詩
文
明
で
発
達
し
た
多
神
教
的
宗
教
思
想
は
、
人
間
の
僧
と
し
て
の
精
神
的
自
覚
が
芽
ば
え
る
以
前
の
も
の

で
あ
り
、
紀
元
前
八

0
0
1
二
O

O
年
の
枢
軸
時
代
に
、
ギ
リ
シ
ャ
の
文
芸
や
哲
学
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
預
言
者
、

イ
ン
ド
の
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ド
、
仏
教
や
ジ
ャ
イ
ナ
教
、
中
国
の
諸
子
百
家
の
登
場
と
い
う
精
神
革
命
が
起
こ
り
、
そ

れ
に
よ
っ
て
人
類
は
初
め
て
精
神
的
に
覚
醒
し
た
と
い
う
ヤ
ス
パ
!
ス
の
見
解
で
あ
る
(
凶
)
0

こ
の
見
解
は
、
中
国
と
イ
ン
ド
を
欧
米
文
明
の
精
神
的
故
郷
で
あ
る
ギ
リ
シ
ャ
・
イ
ス
ラ
エ
ル
と
伺
格
に
扱
っ

た
点
で
は
十
九
世
紀
的
偏
見
か
ら
脱
し
て
お
り
、
戦
中
・
戦
後
の
国
際
政
治
に
お
け
る
中
国
と
イ
ン
ド
の
高
い
地

位
を
反
映
し
て
い
る
が
、
欧
米
文
明
に
と
っ
て
は
理
解
し
難
い
多
神
教
的
・
異
教
的
精
神
に
対
す
る
偏
見
は
未
だ

に
強
固
に
残
っ
て
い
る
。

11 

序章



多
神
教
的
・
異
教
的
世
界
観
と
世
界
宗
教
・
哲
学
の
世
界
観
と
の
間
の
断
絶
を
前
提
と
す
る
精
神
革
命
論
は
、

キ
リ
ス
ト
教
の
浸
透
が
土
着
の
宗
教
的
心
性
を
か
な
り
徹
底
的
に
抑
圧
す
る
と
い
う
経
験
の
結
果
、
多
神
教
的
な

も
の
に
対
す
る
敵
意
の
ゆ
え
に
そ
れ
に
対
す
る
共
感
的
理
解
が
で
き
な
く
な
っ
た
欧
米
人
の
、
自
我
訪
衛
の
た
め

の
図
式
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
抑
圧
し
て
い
る
も
の
を
想
起
す
る
こ
と
は
、
欧
米
的
超
越
観
念
に
対
す
る
深
刻
な

反
省
を
促
す
こ
と
に
な
り
、
欧
米
人
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
組
み
替
え
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で

あ
る
。

12 

こ
の
よ
う
な
欧
米
的
見
地
か
ら
す
る
と
、
神
仏
が
習
合
し
、
土
若
の
宗
教
性
と
仏
教
と
い
う
世
界
宗
教
と
が
不

可
分
の
形
で
融
合
し
て
い
る
日
本
の
伝
統
的
な
精
神
性
は
、
精
神
革
命
以
前
の
異
教
的
な
も
の
と
し
て
否
定
的
に

し
か
と
ら
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
(
日
)
。
本
書
で
は
、
日
本
の
伝
統
的
な
文
明
の
精
神
的
・
宗
教
的
な
側
面
の

解
明
に
も
か
な
り
の
ウ
ェ
イ
ト
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
欧
米
的
偏
見
を
是
正
す
る
こ
と
も
試
み
て

み
た
い
。

次
に
、
産
業
化
に
つ
い
て
素
描
し
て
み
た
い
。
こ
れ
ま
で
の
常
識
で
は
、
史
上
最
初
の
産
業
社
会
は
、
十
八
世

紀
末
か
ら
十
九
世
紀
初
め
に
か
け
て
産
業
革
命
を
達
成
し
た
イ
ギ
リ
ス
に
出
現
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
今
日
で
は
い
わ
ゆ
る
産
業
革
命
の
革
命
性
は
否
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
ま
た
、
こ
の
時
期

に
産
業
資
本
主
義
と
い
う
新
し
い
経
済
体
制
が
出
現
し
た
と
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
常
識
も
否
定
さ
れ
つ
つ

あ
る
(
口
)
0

こ
の
よ
う
な
最
近
の
研
究
動
向
を
ふ
ま
え
て
、
私
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
い
わ
ゆ
る
産
業
革
命
は
、
産
業

社
会
以
前
の
伝
統
的
な
文
明
社
会
段
階
に
お
け
る
商
工
業
発
達
の
、
顕
著
だ
が
あ
く
ま
で
一
つ
の
事
例
に
す
ぎ
な

い
も
の
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
産
業
社
会
出
現
を
促
し
た
真
の
革
命
は
十
九
世
紀
後
半
に
生
じ
た
と
と
ら
え
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た
い
。
真
の
革
命
の
原
動
力
は
、
こ
の
時
期
に
始
ま
っ
た
自
然
科
学
の
産
業
分
野
へ
の
応
用
で
あ
る
(
日
)
0

近
代
に
お
い
て
欧
米
の
優
位
を
決
定
づ
け
た
も
の
は
、
ガ
リ
レ
オ
や
ニ
ュ
ー
ト
ン
ら
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
科
学
革

命
を
基
礎
と
す
る
高
度
な
技
術
で
あ
る
と
、
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
啓
蒙
主
義
期
以
前
の
科
学
は
未
だ

に
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
り
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
が
科
学
だ
と
思
っ
て
い
る
も
の
と
は
似

て
非
な
る
も
の
で
あ
っ
た
(
目
。
そ
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
か
ら
の
独
立
と
と
も
に
、
個
別
科
学
が
分
化

し
て
包
括
的
世
界
観
と
の
結
び
付
き
が
失
わ
れ
た
た
め
に
、
科
学
的
知
識
を
手
段
の
地
位
に
疫
め
て
産
業
分
野
な

ど
に
路
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
今
日
の
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
よ
う
な
、
世
俗
化
さ
れ
、
分
化
し
た

科
学
が
誕
生
し
た
の
は
、
実
は
十
九
世
紀
半
ば
で
あ
っ
た
(
出
)
0

こ
の
よ
う
に
、
真
の
科
学
革
命
は
十
九
世
紀
半
ば
に
生
じ
、
科
学
的
知
識
の
産
業
な
ど
へ
の
応
用
と
と
も
に
、

十
九
世
紀
後
半
に
、
欧
米
諸
国
を
中
心
と
し
て
産
業
社
会
が
産
声
を
あ
げ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
日
本
や
他
の
東
ア
ジ
ア
諸
国
が
開
国
し
て
産
業
化
へ
の
努
力
を
開
始
し
た
時
期
も
ま

さ
し
く
十
九
世
紀
後
半
で
あ
り
(
凶
)
、
日
本
の
伝
統
的
文
明
社
会
か
ら
の
離
陸
は
、
実
は
欧
米
諸
国
と
ほ
ぼ
同
時

の
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
(
打
)
0

か
く
し
て
、
産
業
化
の
開
始
は
、
十
九
世
紀
半
ば
の
科
学
革
命
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
産
業
化
が
達
成
さ
れ
、

産
業
社
会
の
体
制
が
確
立
し
た
の
は
何
時
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
国
に
よ
っ
て
そ
の
時
期
が
異
な
る
と
す
れ

ば
、
そ
の
条
件
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
結
論
を
先
取
り
的
に
-
記
し
て
お
く
と
、
先
進
国
を
含
め

て
わ
れ
わ
れ
は
未
だ
に
産
業
化
の
途
上
、
安
定
的
な
産
業
社
会
の
体
制
を
求
め
て
模
索
し
て
い
る
よ
う
な
過
渡
期

に
い
る
と
い
う
の
が
、
そ
れ
に
対
す
る
私
の
基
本
的
な
考
え
で
あ
る
。
ま
た
、
産
業
化
が
本
格
的
に
始
ま
っ
た
時

13 
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期
は
、
一
八
七

0
年
代
以
降
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
帝
沼
主
義
の
時
代
(
凶
)
で
あ
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、

産
業
化
は
本
来
、
臣
民
国
家
を
単
位
と
し
て
考
え
る
だ
け
で
は
不
十
分
な
も
の
で
あ
り
、
狭
く
と
も
地
球
規
模
の

現
象
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
文
明
化
は
、
欧
米
や
日
本
の
場
合
に
は
国
民
国
家
的
な
規
模
の
社
会
の
繕
ま
り

を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
そ
の
よ
う
な
文
明
社
会
を
形
成
し
て
い
た
欧
米
や
日
本
が
た
ま
た
ま
産
業

化
の
先
一
頭
を
切
っ
た
た
め
に
、
一
時
的
に
、
産
業
化
と
は
国
民
国
家
単
位
の
現
象
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を

人
々
に
与
え
た
に
す
ぎ
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
書
は
、
文
明
化
と
産
業
化
の
両
者
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
常
識
と
し
て
受
け
い
れ
ら
れ
て

き
た
説
と
は
か
な
り
異
な
る
立
場
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
新
し
い
文
明
史
的
な
枠
組
み
を
ふ
ま

え
た
う
え
で
、
「
自
本
ら
し
さ
」
(
ゆ
)
に
関
し
て
地
層
学
的
方
法
に
よ
り
つ
つ
、
以
下
で
自
己
反
省
を
加
え
て
み

14 

ト
ι

小、つノ
O

注!
こ
の
こ
と
は
、
戦
後
近
代
主
義
の
立
場
か
ら
日
本
の
控
史
の
底
流
に
神
道
的
な
も
の
を
見
出
だ
し
た
丸
山
真
男
の
議
論
に
明
ら

か
に
み
て
と
れ
る
。
丸
山
真
男
「
原
型
・
古
腐
・
執
劫
低
売
1
1
1
日
本
思
想
史
方
法
論
に
つ
い
て
の
私
の
歩
み
」
、
武
田
編
「
日

本
文
化
の
か
く
れ
た
形
町
岩
波
書
応
、
一
九
八
四
年
、
参
照
。

2

ホ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム
、

E

&

T

・
レ
ン
ジ
ャ
!
編
、
能
川
・
梶
原
他
訳
「
創
ら
れ
た
伝
統
」
、
紀
伊
関
屋
書
倍
、
一
九
九
二
年
、

参
照

0

3

ピ
ユ
フ
ォ
ン
ら
に
よ
る
地
質
学
の
新
し
い
考
え
方
が
、
進
化
論
に
影
響
を
与
え
る
な
ど
、
自
然
・
生
物
・
人
間
の
歴
史
的
変
化

に
関
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
ド
グ
マ
か
ら
脱
し
た
新
し
い
思
想
の
源
内
水
に
な
っ
た
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
(
パ
ウ
マ
!
、

F



歴史の地!習を読む

L
、
鳥
越
訳
吋
近
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
相

γ
iそ
の
全
体
銭
円
大
修
館
書
活
、
一
九
九
二
年
、
二
九
九

1
三
O
一
、
四
八

O
頁、

参
照
)
が
、
地
層
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
社
会
や
文
化
の
歴
史
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
発
想
は
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
十
分
に
展
開

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
の
有
名
な
生
産
様
式
の
発
展
段
階
論
に
は
、
地
層
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー

が
見
ら
れ
る
(
望
月
清
司
吋
マ
ル
ク
ス
歴
史
理
論
の
研
究
」
、
岩
波
書
応
、
一
九
七
三
年
、
第
七
輩
、
参
照
)
が
、
マ
ル
ク
ス
自

身
は
お
そ
ら
く
、
既
に
滅
亡
し
た
生
物
の
化
石
な
ど
、
過
去
の
遺
物
が
層
を
成
し
て
い
る
こ
と
と
類
比
的
に
人
類
の
発
展
段
階
を

述
べ
よ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
望
月
の
解
釈
で
は
、
諸
生
産
様
式
は
発
展
段
階
と
し
て
で
は
な
く
非
歴
史
的
な
類
型
と
し

て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
池
腐
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
示
唆
し
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
解
釈
は
、
単
線
的
発
展
論
の
危
機
か

ら
マ
ル
ク
ス
の
生
産
繰
式
論
を
守
ろ
う
と
す
る
い
か
に
も
護
教
論
的
な
も
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
マ
ル
ク
ス
的
な
地
層
の
と
ら

え
か
た
は
、
新
し
い
も
の
が
旧
い
も
の
に
勝
利
す
る
と
と
も
も
に
、
旧
い
も
の
の
屍
が
層
を
な
し
て
堆
積
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

望
月
の
解
釈
は
地
層
に
関
す
る
そ
れ
と
は
異
な
る
解
釈
を
示
唆
し
て
い
る
点
で
は
興
味
深
い
が
、
全
く
非
歴
史
的
・
共
時
的
な
被

の
解
釈
は
、
地
層
が
本
来
示
唆
し
て
い
る
肢
史
的
に
徐
々
に
堆
積
し
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
、
切
り
捨
て
て
し
ま
う
点
で
面
白
み

が
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
地
層
学
は
、
マ
ル
ク
ス
の
生
産
様
式
論
と
は
無
関
係
(
独
立
)
の
も
の
で
あ
る
が
、
地
層
と
の
ア
ナ
ロ
ジ

ー
で
歴
史
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
限
り
で
、
マ
ル
ク
ス
の
歴
史
理
論
を
発
展
さ
せ
た
も
の
と
言
え
な
い
こ
と
も
な
い
。
マ
ル
ク
ス

と
わ
れ
わ
れ
の
地
層
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
!
の
違
い
の
要
点
は
、
彼
が
い
わ
ば
化
石
の
累
積
を
そ
こ
に
み
て
お
り
、
出
い
も
の
が
な
お

生
き
て
影
響
力
を
慌
る
う
可
能
性
を
無
視
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
旧
い
も
の
が
実
は
生
き
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ

に
影
響
し
つ
つ
あ
る
と
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
新
旧
の
弁
証
法
的
対
立
を
歴
史
の
原
動
力
と
す
る
彼
の
理
論
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の

論
点
を
生
か
す
こ
と
は
至
難
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
も
、
弁
証
法
的
歴
史
理
論
の
一
面
性
な
い
し
限
界
が
現
れ
て
い
る
。

4

こ
の
よ
う
な
論
点
と
比
較
的
似
て
い
る
も
の
に
、
梅
悼
忠
夫
の
生
態
史
観
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
(
彼
の
コ
文
明
の
生
態

史
観
竹
中
央
公
論
社
、
一
九
六
七
年
、
吋
日
本
と
は
何
か

j
i近
代
日
本
文
明
の
形
成
と
発
展
」
、
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九

八
六
年
、
参
照
)
。
彼
に
よ
れ
ば
、
日
本
と
西
散
は
共
に
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
睦
の
辺
地
に
あ
っ
て
、
大
陸
中
央
の
乾
燥
地
帝
か
ら
出

撃
す
る
遊
牧
民
の
破
壊
と
暴
力
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、
生
態
学
で
言
、
つ
白
成
的
選
移
が
順
調
に
進
展
し
、
並
行

進
化
的
に
同
じ
よ
う
な
歴
史
を
歩
み
、
間
質
的
な
社
会
を
形
成
し
て
き
た
。
彼
と
私
の
見
方
の
大
き
な
相
違
点
の
み
を
、
以
下
で

簡
単
に
ま
と
め
て
お
く
。
ま
ず
、
多
数
の
人
口
と
正
倒
的
に
高
度
な
文
明
を
誇
っ
た
中
国
は
幾
度
に
も
わ
た
る
遊
牧
民
の
侵
入
や

征
服
王
朝
を
経
験
し
な
が
ら
も
、
か
れ
ら
に
よ
っ
て
文
明
の
蓄
積
を
破
壊
さ
れ
た
こ
と
は
な
く
、
逆
に
、
彼
ら
を
中
国
文
明
に
同

化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
中
国
文
明
は
遊
牧
民
の
犠
牲
に
な
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
事
実
、
ル
、
ネ
サ
ン
ス
の
三
大
発
明
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は
中
国
と
朝
鮮
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
中
国
文
明
の
達
成
抜
き
に
西
欧
文
明
の
飛
躍
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
中
国
に
多
く
を

負
っ
て
い
る
点
で
日
本
と
西
欧
は
共
通
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
議
論
が
そ
の
点
を
無
視
し
て
、
両
地
域
の
自
成
的
選

移
を
強
調
す
る
こ
と
は
支
持
で
き
な
い
。
ま
た
、
遊
牧
民
の
み
が
、
あ
る
社
会
が
蓄
積
し
て
き
た
も
の
を
破
壊
す
る
わ
け
で
は
な

く
、
イ
ギ
リ
ス
を
除
く
西
欧
諸
国
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
ロ

i
マ
法
に
よ
っ
て
過
去
を
根
こ
ぎ
的
に
否
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
外
部
か
ら
の
破
壊
的
影
響
を
受
け
ず
に
歴
史
を
展
開
し
て
き
た
も
の
と
し
て
は
、
西
欧
の
な
か
で
は
イ
ギ
リ
ス
の
み
し
か
挙

げ
ら
れ
な
い
し
、
ア
ジ
ア
で
は
日
本
の
み
な
ら
ず
N
I
E
S
、
A
S
E
A
N
、
中
国
を
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
生
態
学
的
選
移
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
も
や
は
り
、
新
し
い
も
の
が
出
い
も
の
を
否
定
す
る
と

い
う
発
展
段
階
論
の
図
式
に
は
馴
馴
染
む
も
の
の
、
出
い
も
の
と
新
し
い
も
の
と
の
重
層
を
と
ら
え
る
の
に
は
不
適
切
で
あ
る
。

5

た
と
え
ば
、

S
-
N
・
ア
イ
ゼ
ン
シ
ユ
タ
ッ
ト
、
梅
津
・
小
林
・
田
中
・
柳
父
訳
「
文
明
形
成
の
比
較
社
会
学
円
未
来
社
、

一
九
九
一
年
、
参
照
。

6

詳
細
は
、
平
山
朝
治
「
比
較
経
済
思
想
序
説
i
1
マ
ル
ク
ス
、
ウ
ェ

i
パ
!
、
ハ
イ
エ
ク
を
超
え
て
」
、
向
著
「
比
較
経
済
思

想
」
、
近
代
文
護
社
、
一
九
九
三
年
、
回
文
明
化
と
産
業
化
、
参
照
。

7

こ
こ
で
は
、
社
会
人
類
学
の
標
準
的
な
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
、
中
根
子
校
「
社
会
人
類
以
宇
i
l
ア
ジ
ア
諸
社
会
の
影
義
之
、
東
京

大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
、
五
三
頁
以
下
に
よ
る
。

8
小
谷
正
之
「
マ
ル
ク
ス
と
ア
ジ
ア

i
i
ア
ジ
ア
的
生
産
機
式
論
争
批
判
町
立
ハ
間
体
と
近
代
』
、
青
木
書
活
、
一
九
七
九
・
八

二
年
、
参
照

0

9

都
出
比
呂
志
「
日
本
農
耕
社
会
の
成
立
過
程
い
、
岩
波
書
活
、
一
九
八
九
年
、
第
五
章
、
終
輩
、
参
照
。

ゆ

ヤ

ス

パ

l
ス、

K
、
重
田
訳
「
授
史
の
起
訴
と
目
標
」
、
理
想
社
、
一
九
六
四
年
、
参
照
。
こ
の
思
想
史
の
図
式
は
私
が
学
ん
だ

高
校
の
倫
理
社
会
の
教
科
書
で
も
採
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
か
な
り
普
及
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ア
イ
ゼ
ン
シ
ユ
タ
ツ

ト
「
文
明
形
成
の
比
較
社
会
学
」
も
開
様
の
見
解
を
採
用
し
て
い
る
。

日
ア
イ
ゼ
ン
シ
ユ
タ
ッ
ト
「
文
明
形
成
の
比
較
社
会
学
円
七
三
頁
、
参
照
。

ロ
こ
の
よ
う
な
研
究
動
向
は
、
川
北
稔
「
揺
れ
る
吋
産
業
革
命
」
橡

i
l英
屈
で
否
定
論
が
大
勢
に
ア
ジ
ア
か
ら
の
視
点
必
要
」

「
朝
日
新
聞
」
、
一
九
九
二
年
、
六
月
九
日
夕
刊
、
な
ど
で
広
く
紹
介
さ
れ
、
専
門
家
以
外
に
も
周
知
の
事
実
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

日
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、

K
-
E
・
ボ
ー
ル
デ
イ
ン
グ
(
た
と
え
ば
、
諸
木
他
訳
「
社
会
進
化
の
経
済
学
円

H
B
J出
版
局
、

一
九
八
七
年
、
第
4
輩
、
参
閉
じ
ゃ
、

D
・
C
-
ノ

i
ス
(
中
島
訳
「
文
明
史
の
経
済
堂

1
l財
産
権
・
国
家
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
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春
秋
社
、
一
九
八
九
年
、
第
一
一
一

i
一
一
一
章
、
参
照
)
が
、
お
そ
ら
く
独
立
に
、
唱
え
て
い
る
。
私
も
両
者
の
説
を
知
る
以
前
か
ら

同
様
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
。

は
村
上
路
一
部
「
近
代
科
学
と
聖
俗
革
命
」
、
新
昭
社
、
一
九
七
六
年
、
参
照
。

日
村
上
陽
二
郎
「
科
学
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
宗
教
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
、
「
情
況
」
、
一
九
九
三
年
一
・
二
月
号
、
参
照
。

同
杉
原
蒸
「
ア
ジ
ア
間
貿
易
の
形
成
と
構
造
」
、
「
社
会
経
済
史
学
」
、
五
一
巻
一
号
、
は
、
十
九
世
紀
後
半
の
ウ
エ
ス
タ
ン
・
イ

ン
パ
ク
ト
に
対
す
る
反
応
と
し
て
、
イ
ン
ド
、
日
本
、
中
間
、
東
南
ア
ジ
ア
の
問
地
域
の
分
業
と
い
う
ア
ジ
ア
明
貿
易
が
著
し
く

発
展
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
、
産
業
化
に
関
し
て
ア
ジ
ア
が
必
ず
し
も
立
ち
遅
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。

打
こ
の
こ
と
は
ボ

i
ル
デ
ィ
ン
グ
が
い
ち
は
や
く
指
摘
し
て
い
た

(
K
-
E
・
ボ

l
ル
デ
ィ
ン
グ
、
岡
本
訳
吋
組
織
革
命
」
、
日

本
経
済
新
開
社
、
一
九
六
七
年
、
「
日
本
語
版
へ
の
序
文
」
、
参
照
)
。

は
立
は
こ
こ
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
帝
国
主
義
論
を
肯
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
帝
国
主
義
論
は
、
一
八
七
0
年
代
に
な
っ

て
マ
ル
ク
ス
経
済
学
が
現
実
と
合
わ
な
く
な
っ
て
き
た
と
指
摘
し
た
修
正
主
義
に
対
す
る
正
統
派
的
解
答
と
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義

に
採
用
さ
れ
、
そ
の
内
部
で
発
展
し
た
も
の
で
あ
り
、
十
九
世
紀
前
半
の
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
資
本
主
義
と
一
八
七

0
年
代
以
降
と

の
間
に
、
資
本
主
義
と
し
て
の
連
続
性
を
前
提
し
つ
つ
、
段
階
差
を
設
け
る
こ
と
で
、
一
八
七

0
年
代
以
降
の
変
化
に
対
応
し
よ

う
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
世
界
史
上
最
大
の
歴
史
的
断
絶
な
い
し
革
命
の
一
つ
で
あ
る
産
業
化
へ
の
離
陸
の
認
識
を
妨
げ
る

も
の
で
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
や
ウ
ェ

i
パ
!
の
産
業
資
本
主
義
な
い
し
近
代
資
本
主
義
像
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
経
験

に
対
す
る
ド
イ
ツ
的
偏
見
に
彩
ら
れ
た
事
実
誤
認
に
基
づ
い
て
い
る
(
注
6
で
挙
げ
た
拙
稿
、
参
照
)
。
帝
国
主
義
論
の
み
な
ら

ず
、
彼
ら
の
資
本
主
義
論
は
、
歴
史
の
現
実
を
理
解
す
る
上
で
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
全
般
的
か
つ
根
本
的

な
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

円
「
日
本
ら
し
さ
」
と
い
う
表
現
は
、
演
口
恵
俊
吋
「
日
本
ら
し
さ
」
の
再
発
見
町
講
談
社
学
術
文
庫
、

歴史の地層を読む序章

一
九
八
八
年
に
よ
る
。
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