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汽
水
域
。
淡
水
と
海
水
が
混
じ
り
合
う
水
域
。
ブ
ラ
ジ
ル
は
日
本
文
学
の
汽
水
域
だ
。

か
つ
て
移
民
と
し
て
こ
の
地
に
や
っ
て
き
た
日
本
人
は
日
本
風
の
生
活
習
慣
を
守
り
、
日
本
語
を
使
い
続
け
た
。

そ
し
て
日
本
語
で
詩
歌
や
小
説
を
作
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
地
で
生
ま
れ
た
彼
ら
の
子
孫
は
ブ
ラ
ジ
ル
人
と

し
て
育
っ
て
い
く
。
ブ
ラ
ジ
ル
人
と
し
て
育
つ
と
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
を
母
語
と
し
て
育
つ
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の

地
で
は
日
系
の
各
家
庭
で
祖
父
母
と
孫
の
言
葉
が
通
じ
な
い
こ
と
は
ご
く
普
通
に
生
じ
る
。
海
に
注
ぎ
込
ん
だ
川

の
水
が
海
水
に
溶
け
込
ん
で
し
ま
う
よ
う
に
、
世
代
が
進
む
に
つ
れ
て
日
本
風
の
生
活
習
慣
や
日
本
語
は
失
わ
れ

て
い
く
。
し
か
し
、
川
と
海
の
問
に
は
汽
水
域
と
呼
ば
れ
る
水
域
が
あ
り
、
と
き
に
独
特
の
生
態
系
が
保
た
れ
て

い
る
。
数
多
く
の
日
本
由
来
の
も
の
ご
と
が
こ
こ
で
は
独
自
の
変
容
を
遂
げ
、
適
合
し
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
こ
と
に

い
ま
私
の
い
る
サ
ン
パ
ウ
ロ
を
特
色
づ
け
る
風
景
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
か
ら
の
移
民
は
途
絶
え
た
。
文
学
も
ま

た
、
い
ず
れ
こ
の
広
大
な
大
地
に
溶
け
込
ん
で
し
ま
う
運
命
に
あ
る
。
そ
れ
で
も
こ
の
汽
水
域
の
な
か
で
は
、
独

特
な
状
況
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
私
は
い
ま
、
そ
の
あ
り
よ
う
に
心
を
寄
せ
て
い
る
。

＊

サ
ン
パ
ウ
ロ
大
学
客
員
教
授
の
肩
書
き
を
得
て
、
二
○
一
六
年
六
月
よ
り
サ
ン
・
ハ
ウ
ロ
に
滞
在
し
て
い
る
。
サ

日
本
文
学
の
汽
水
域
に
て

杉
山
欣
也
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バ
テ
イ
カ
ル
期
間
を
利
用
し
た
も
の
で
、
翌
年
三
月
ま
で
の
約
一
○
ヶ
月
間
を
予
定
し
て
い
る
。

は
じ
め
て
私
が
ブ
ラ
ジ
ル
に
来
た
の
は
二
○
二
一
年
十
二
月
で
、
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
と
サ
ン
パ
ウ
ロ
を
訪
ね

た
。
三
島
由
紀
夫
が
世
界
旅
行
の
一
環
と
し
て
一
九
五
二
年
に
両
都
市
を
訪
れ
、
『
ア
ポ
ロ
の
杯
」
（
一
九
五
一
年
、

新
潮
社
）
に
謎
め
い
た
感
慨
を
記
し
て
い
る
、
そ
の
意
味
を
解
き
明
か
し
た
く
な
っ
た
か
ら
だ
。
そ
の
後
、
一
一
○

一
四
年
十
一
月
、
二
○
一
五
年
八
月
に
ブ
ラ
ジ
ル
を
訪
れ
た
。

そ
の
成
果
は
「
三
島
由
紀
夫
に
お
け
る
リ
オ
、
サ
ン
・
ハ
ウ
ロ
見
て
書
か
な
か
っ
た
こ
と
と
し
て
の
旅
行
記
」

（
『
文
学
海
を
渡
る
〈
越
境
と
変
容
〉
の
新
展
開
」
一
○
一
六
年
刊
行
予
定
、
三
弥
井
書
店
）
を
は
じ
め
、
い

く
つ
か
の
論
文
や
学
会
発
表
と
な
っ
た
。
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
い
て
も
、
二
○
一
五
年
八
月
に
開
催
さ
れ
た
「
国
際
語

と
し
て
の
日
本
語
に
関
す
る
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
で
の
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
ほ
か
、
い
く
つ
か
の
大
学
で
講
演

を
行
っ
た
。
ま
た
、
サ
ン
。
ハ
ウ
ロ
大
学
、
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
州
立
大
学
、
ア
マ
ゾ
ナ
ス
連
邦
大
学
の
先
生
方
と

交
流
を
持
ち
、
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
州
立
大
学
と
金
沢
大
学
と
の
全
学
交
流
協
定
を
結
ぶ
な
ど
、
人
脈
も
築
い
て

き
た
。
こ
う
し
た
積
み
重
ね
を
経
て
の
今
回
の
滞
在
で
あ
る
。

今
回
の
研
究
テ
ー
マ
は
「
ブ
ラ
ジ
ル
を
旅
し
た
日
本
人
作
家
た
ち
の
足
跡
と
作
品
の
研
究
」
と
い
う
。
三
島
由

紀
夫
に
限
ら
ず
、
現
代
に
至
る
多
く
の
作
家
た
ち
が
ブ
ラ
ジ
ル
を
訪
れ
、
書
い
た
こ
と
を
、
受
け
入
れ
た
ブ
ラ
ジ

ル
側
の
視
点
を
踏
ま
え
て
考
え
て
み
た
い
と
い
う
も
の
だ
。
私
自
身
の
「
受
け
入
れ
た
ブ
ラ
ジ
ル
側
の
視
点
」
の

獲
得
も
滞
在
の
目
的
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

で
は
、
ど
の
よ
う
な
作
家
が
ブ
ラ
ジ
ル
を
訪
れ
、
そ
の
印
象
を
記
し
た
か
。
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た
と
え
ば
島
崎
藤
村
。
彼
は
一
九
三
六
年
、
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
で
開
催
さ
れ
た
第
一
回
国
際
。
ヘ
ン
ク
ラ
ブ
会

合
出
席
の
た
め
、
移
民
船
に
乗
っ
て
南
米
に
や
っ
て
き
た
。
そ
の
道
行
は
紀
行
文
『
巡
礼
』
（
一
九
四
○
年
）
に
知

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
サ
ン
・
ハ
ウ
ロ
に
は
日
本
移
民
た
ち
と
交
流
し
た
足
跡
が
深
く
刻
ま
れ
て
い
る
。

二
○
一
四
年
、
私
は
サ
ン
・
ハ
ウ
ロ
市
中
心
部
に
あ
る
サ
ン
タ
ク
ル
ー
ズ
病
院
を
訪
問
し
た
。
こ
の
病
院
は
も
と

も
と
日
本
病
院
と
い
う
名
で
、
日
本
移
民
社
会
が
皇
室
の
下
賜
金
を
得
て
設
立
し
た
病
院
で
あ
る
。
こ
の
庭
に
島

崎
藤
村
の
揮
毫
に
よ
る
歌
碑
が
現
存
す
る
。
こ
の
碑
は
片
面
が
「
笠
戸
丸
組
三
十
週
年
記
念
碑
」
、
も
う
片
面
が
藤

村
の
揮
毫
に
よ
る
古
歌
四
首
（
柿
本
人
麻
呂
、
在
原
業
平
、
源
実
朝
、
西
行
）
と
な
っ
て
い
る
。
藤
村
の
国
際
ペ

ン
ク
ラ
ブ
会
合
参
加
に
関
し
て
は
日
本
で
書
か
れ
た
論
文
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
が
、
藤
村
来
伯
の
ブ
ラ
ジ
ル
側

の
受
け
止
め
方
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
が
気
に
な
っ
た
。

今
回
、
二
○
一
六
年
八
且
一
十
八
日
に
ブ
ラ
ジ
ル
藤
村
会
主
催
の
「
島
崎
藤
村
を
し
の
ぶ
会
」
が
行
わ
れ
る
こ

と
を
知
っ
た
。
作
家
で
あ
る
梅
崎
嘉
明
氏
を
会
長
と
す
る
ブ
ラ
ジ
ル
藤
村
会
で
は
毎
年
、
藤
村
の
命
日
（
八
月
二

十
二
日
）
前
後
に
、
石
碑
の
前
で
し
の
ぶ
会
を
開
催
し
て
い
る
。
こ
れ
に
参
加
し
、
梅
崎
氏
や
サ
ン
タ
ク
ル
ー
ズ

病
院
の
藤
村
ゆ
り
氏
な
ど
、
ブ
ラ
ジ
ル
藤
村
会
の
方
々
の
お
話
を
伺
っ
た
。
「
移
民
の
気
持
ち
を
慰
め
た
く
、
し
か

も
そ
こ
に
自
分
の
歌
を
含
め
な
か
っ
た
「
ゆ
か
し
さ
」
に
私
た
ち
は
応
え
た
い
の
で
す
」
と
い
う
作
家
・
広
川
和

子
氏
の
言
葉
を
聞
い
て
、
藤
村
が
サ
ン
パ
ウ
ロ
に
立
ち
寄
っ
た
こ
と
を
彼
ら
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
か
、

わ
か
っ
た
気
が
し
た
。
ブ
ラ
ジ
ル
藤
村
会
で
は
雑
誌
『
南
十
字
星
』
を
刊
行
し
て
い
る
。
梅
崎
氏
か
ら
い
た
だ
い

た
『
南
十
字
星
』
第
五
号
三
○
○
二
年
）
を
読
み
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
日
本
語
文
壇
に
藤
村
が
今
な
お
与
え
て
い
る
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影
響
を
知
っ
た
。

こ
の
日
本
病
院
設
立
と
そ
の
後
の
経
緯
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
日
本
移
民
史
の
み
な
ら
ず
ブ
ラ
ジ
ル
近
代
史
に
関
わ
る

問
題
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
前
夜
、
世
界
的
に
吹
き
荒
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
傾
向
は
、
ヴ
ァ
ル
ガ
ス
政

権
の
登
場
に
よ
っ
て
ブ
ラ
ジ
ル
に
も
も
た
ら
さ
れ
た
。
日
本
病
院
は
サ
ン
タ
ク
ル
ー
ズ
病
院
と
改
称
さ
れ
、
日
本

移
民
社
会
の
手
を
離
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
っ
た
歴
史
の
流
れ
の
中
で
、
こ
の
石
碑
の
存
在
は
今
日
ま
で
大

き
な
意
味
を
持
ち
続
け
て
い
る
。
な
お
一
九
三
五
年
、
聖
州
新
報
社
主
催
で
日
本
病
院
建
設
を
記
念
し
た
短
編
小

説
懸
賞
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
思
い
あ
わ
せ
る
と
、
藤
村
の
サ
ン
・
ハ
ウ
ロ
訪
問
、
そ
し
て
碑

文
の
揮
毫
は
ブ
ラ
ジ
ル
日
本
語
文
学
史
上
に
お
い
て
大
き
な
で
き
ご
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
日
本
病
院
の
建
設
と
い

う
移
民
社
会
の
歴
史
に
関
連
付
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
り
、
日
本
側
か
ら
の
視
点
だ
け
で
は
捉
え
き
れ
な
い
と
こ

ろ
が
あ
る
。
「
受
け
入
れ
た
ブ
ラ
ジ
ル
側
の
視
点
」
の
獲
得
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
た
。

＊

さ
て
、
如
上
の
私
の
研
究
課
題
を
「
ブ
ラ
ジ
ル
旅
行
者
文
学
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
。
し
か
し
「
旅
行

者
文
学
」
と
い
う
言
葉
に
は
ど
こ
か
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
響
き
が
あ
る
。
こ
ち
ら
で
以
下
の
文
章
を
目
に
し
た
。

文
学
と
土
着
性
と
は
、
斬
っ
て
も
切
れ
な
い
間
柄
．
．
と
い
う
以
上
に
、
ほ
と
ん
ど
同
義
語
と
い
っ
て
も

よ
く
、
た
ぶ
ん
土
着
性
な
し
に
文
学
の
成
立
の
可
能
は
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

現
に
多
く
の
作
家
た
ち
は
、
土
着
性
を
、
リ
ア
リ
テ
ィ
と
同
じ
一
三
ア
ン
ス
で
使
う
。
又
た
と
え
ば
、
外
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ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
日
本
語
文
学
は
ヨ
ロ
ニ
ア
文
学
」
な
ど
と
呼
ば
れ
、
韻
文
・
散
文
と
も
に
さ
か
ん
に
創

作
さ
れ
て
い
る
。
総
決
算
と
い
う
べ
き
「
コ
ロ
ニ
ア
万
葉
集
』
（
同
刊
行
委
員
会
編
、
一
九
八
一
年
）
、
コ
ロ
ニ
ァ

小
説
選
集
』
全
四
巻
ヨ
ロ
ニ
ア
文
学
会
編
、
一
九
七
五
～
一
九
九
六
）
な
ど
が
編
ま
れ
、
右
の
引
用
元
の
『
ブ

ラ
ジ
ル
日
系
コ
ロ
ニ
ア
文
学
』
を
は
じ
め
、
文
学
史
も
い
く
つ
か
書
か
れ
て
い
る
。
か
つ
て
は
文
学
賞
も
い
く
つ

か
存
在
し
、
い
ま
も
武
本
文
学
賞
な
ど
が
あ
る
。
一
九
○
八
年
の
移
民
開
始
当
初
は
コ
ー
ヒ
ー
農
園
で
の
契
約
労

働
で
文
学
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
、
移
民
史
と
同
じ
歴
史
を
持
つ
と
ま
で
は
言
え
な
い
に
し
て
も
、

ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
日
本
語
文
学
の
歴
史
は
移
民
史
に
少
し
遅
れ
て
始
ま
り
、
現
在
ま
で
に
百
年
前
後
の
歴
史
を

持
っ
て
い
る
。
現
在
で
も
雑
誌
「
ブ
ラ
ジ
ル
日
系
文
学
』
な
ど
を
拠
点
に
創
作
活
動
は
さ
か
ん
だ
。

右
の
や
ぶ
さ
き
氏
の
批
評
は
、
土
着
性
、
い
い
か
え
れ
ば
ブ
ラ
ジ
ル
の
人
と
社
会
と
自
然
を
描
く
こ
と
に
コ
ロ

ニ
ア
文
学
の
利
点
を
認
め
る
こ
と
が
趣
旨
で
あ
る
。
た
し
か
に
『
コ
ロ
ニ
ア
小
説
選
集
』
な
ど
を
読
む
と
、
日
本

国
に
取
材
し
た
作
品
に
対
す
る
否
定
的
批
評
と
し
て
旅
行
者
文
学
と
い
っ
た
言
葉
遣
い
を
、
実
に
し
ば
し
ば

見
受
け
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
旅
行
者
文
学
乃
至
小
説
と
い
っ
た
言
い
方
は
、
一
見
そ
の
作
品
の
一
分
だ
け

は
立
て
て
、
事
実
は
オ
ー
ル
否
定
と
か
わ
り
な
い
。
つ
ま
り
〔
文
学
〕
と
は
お
よ
そ
反
対
概
念
に
あ
る
と
い
っ

て
い
い
〔
旅
行
者
〕
を
重
ね
あ
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
皮
肉
な
反
語
に
仕
立
て
上
げ
て
い
る
の
だ
。

（
や
ぶ
さ
き
・
ま
さ
し
「
〃
土
着
性
″
に
つ
い
て
」
、
『
コ
ロ
ニ
ア
文
学
』
一
六
号
、
一
九
七
一
一
年
。

引
用
は
安
良
田
済
『
ブ
ラ
ジ
ル
日
系
コ
ロ
ニ
ア
文
芸
』
下
巻
、
二
○
○
八
年
に
よ
る
）
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と
ま
っ
た
く
異
な
る
ブ
ラ
ジ
ル
の
自
然
、
あ
る
い
は
農
耕
生
活
や
都
市
生
活
な
ど
が
丹
念
に
描
か
れ
て
い
る
と
こ

ろ
に
コ
ロ
ニ
ア
文
学
の
特
色
が
感
じ
ら
れ
る
。

そ
の
対
照
的
な
存
在
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
「
旅
行
者
文
学
」
と
い
う
言
葉
に
、
短
期
間
の
贄
沢
旅
行

で
ブ
ラ
ジ
ル
の
何
が
わ
か
る
と
い
う
現
地
作
家
の
反
骨
心
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
想
像
を
た
く

ま
し
く
す
れ
ば
、
「
旅
の
恥
は
か
き
捨
て
」
と
ば
か
り
の
振
る
舞
い
を
し
た
作
家
が
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
例
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
、
三
島
由
紀
夫
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
す
る
。
私
は
二
○
一
三
年
の
訪

問
時
に
、
多
羅
間
俊
彦
氏
に
お
話
を
う
か
が
う
機
会
を
得
た
。
多
羅
間
氏
は
東
久
邇
稔
彦
元
首
相
の
子
息
で
、
戦

後
の
移
民
再
開
に
先
駆
け
て
元
総
領
事
で
あ
る
多
羅
間
家
と
養
子
縁
組
し
て
ブ
ラ
ジ
ル
に
永
住
、
長
ら
く
農
園
主

を
務
め
た
方
で
あ
る
。
三
島
由
紀
夫
は
リ
ン
ス
（
サ
ン
パ
ウ
ロ
州
）
に
あ
る
多
羅
間
農
園
に
滞
在
し
、
『
ア
ポ
ロ
の

杯
』
に
心
浮
き
立
つ
よ
う
な
滞
在
記
を
記
し
て
い
る
ほ
か
、
帰
国
後
に
は
多
羅
間
農
園
を
舞
台
に
戯
曲
「
白
蟻
の

巣
」
を
発
表
し
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
三
島
か
ら
は
通
り
い
つ
・
へ
ん
の
礼
状
が
届
い
た
だ
け
で
、
『
白
蟻
の
巣
』
の

献
本
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
別
の
機
会
に
、
短
編
小
説
「
不
満
な
女
た
ち
」
（
一
九
五
三
年
）
の
モ
デ
ル
と
目
さ
れ

る
女
性
が
、
そ
の
内
容
に
激
怒
し
た
と
い
う
話
も
小
耳
に
挟
ん
だ
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
ブ
ラ
ジ
ル
を
描
い
た
日
本
の
作
品
に
お
い
て
、
短
期
滞
在
ゆ
え
の
誤
解
や
偏
見
に
基
づ
く

表
現
は
多
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
旅
行
者
で
あ
る
が
ゆ
え
の
早
と
ち
り
や
勘
違
い
で
作
品
を
書
き
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
自

然
や
社
会
の
実
態
を
捉
え
損
ね
て
い
る
可
能
性
で
あ
る
。
一
方
、
短
期
滞
在
で
は
あ
っ
て
も
作
家
の
直
観
は
鋭
く

本
質
を
突
く
場
合
も
あ
る
。
そ
の
見
極
め
が
私
に
は
必
要
と
さ
れ
る
。

70



さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
研
究
の
た
め
に
は
、
旅
行
者
を
受
け
止
め
る
移
民
の
歴
史
と
文
学
を
私
自
身
が
よ
く
知

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
学
を
読
み
解
く
た
め
に
は
、
研
究
活
動
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
体
験
を
通
し
て
会
得
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
「
白
蟻
の
巣
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
私
は
サ
ン
パ
ウ
ロ
郊
外

の
農
園
に
行
っ
て
方
々
に
点
在
す
る
蟻
塚
を
見
る
ま
で
、
想
像
が
つ
か
な
か
っ
た
。
文
学
作
品
は
読
者
の
脳
内
で

完
成
す
る
芸
術
で
あ
る
。
読
み
巧
者
た
ら
ん
と
す
れ
ば
私
自
身
が
そ
の
舞
台
と
な
る
世
界
を
知
る
必
要
が
あ
る
。

十
ヶ
月
の
滞
在
は
あ
ま
り
に
も
短
い
と
い
う
の
が
、
お
よ
そ
半
年
を
経
過
し
た
私
の
実
感
で
あ
る
。

＊

そ
う
い
っ
た
わ
け
で
、
い
ま
私
の
関
心
は
移
民
社
会
の
文
学
に
移
り
つ
つ
あ
る
。
そ
の
際
の
大
き
な
問
い
は
以

そ
う
い
っ
た
わ
け
一

下
の
よ
う
な
も
の
だ
。

移
民
社
会
の
文
学
は
、
い
ず
れ
日
本
語
を
母
語
と
す
る
作
家
、
そ
し
て
読
者
が
い
な
く
な
る
運
命
に
あ
る
。
一

九
八
○
年
代
以
降
、
日
本
か
ら
の
移
民
は
ほ
と
ん
ど
途
絶
え
て
お
り
、
ふ
た
た
び
多
く
の
移
民
が
ブ
ラ
ジ
ル
に
や
っ

て
く
る
状
況
が
訪
れ
る
と
は
考
え
づ
ら
い
。
い
ま
、
日
系
社
会
は
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
活
動
の
方
向
性
を
模
索

し
て
い
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
日
本
国
の
経
済
的
地
位
も
低
下
し
て
い
る
。
経
済
的
地
位
が
低
下
す
れ
ば
、
他
国

に
お
け
る
日
本
語
社
会
は
縮
小
し
、
日
本
語
や
日
本
文
化
を
学
び
た
い
と
い
う
人
も
減
少
す
る
。
そ
の
よ
う
な
状

況
下
に
お
い
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
日
本
文
学
は
い
ず
れ
化
石
と
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。

長
期
的
に
見
れ
ば
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
も
ブ
ラ
ジ

ル
に
お
け
る
日
本
文
学
は
新
た
な
方
向
性
を
打
ち
出
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
も
さ
ま
ざ
ま
に
感
じ
る
こ
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と
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
翻
訳
文
学
の
可
能
性
に
絞
っ
て
、
書
き
留
め
て
お
き
た
い
。

ま
ず
私
の
目
に
留
ま
っ
た
の
は
、
サ
ー
ク
ル
・
ア
イ
リ
ス
が
取
り
組
ん
で
い
る
ブ
ラ
ジ
ル
文
学
の
邦
訳
で
あ
る
。

単
行
本
と
し
て
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
集
『
ブ
ラ
ジ
ル
文
学
翻
訳
選
集
』
（
二
○
一
三
年
）
と
『
ブ
ラ
ジ
ル
文
学
翻
訳
選
集

第
二
巻
ガ
ウ
シ
ョ
物
語
』
（
二
○
一
四
年
）
、
中
里
オ
ス
カ
ル
『
に
ほ
ん
じ
ん
』
（
二
○
一
五
年
）
、
ネ
ル
ソ
ン
・

ロ
ド
リ
ゲ
ス
『
と
か
く
こ
の
世
は
カ
リ
オ
カ
人
生
』
（
二
○
’
六
年
）
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

い
く
つ
か
の
重
要
な
作
品
の
邦
訳
は
な
さ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
ブ
ラ
ジ
ル
文
学
の
日
本
に
お
け
る
知
名
度
は

け
っ
し
て
高
く
な
い
。
ブ
ラ
ジ
ル
社
会
と
日
本
語
を
熟
知
し
た
彼
ら
に
よ
る
翻
訳
は
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
文
学
に

資
す
る
こ
と
大
と
考
え
る
。
な
お
、
い
ま
日
本
で
の
販
売
先
を
模
索
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
私
と
し
て
は
そ
う

い
う
仲
介
者
の
役
割
も
果
た
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

右
に
掲
げ
た
中
里
オ
ス
カ
ル
『
に
ほ
ん
じ
ん
』
は
日
本
移
民
の
歴
史
を
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
で
書
い
た
作
品
だ
。
こ

れ
が
邦
訳
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
少
数
民
族
で
あ
る
日
系
の
歴
史
を
描
い
た

小
説
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
を
母
語
と
す
る
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
こ
と
の
意
義
も
ま
た
大
き
い
。
そ

の
延
長
と
し
て
、
移
民
作
家
で
あ
る
松
井
太
郎
「
う
つ
る
舟
』
（
一
九
八
八
～
八
九
年
、
『
コ
ロ
ニ
ア
詩
文
学
』
、
日

本
で
は
二
○
一
○
年
、
松
籟
社
）
が
『
シ
言
【
呂
昌
凰
邑
戸
三
己
冨
闇
訳
、
二
○
一
五
年
、
野
呂
三
国
巴
と
し
て

ポ
ル
ト
ガ
ル
語
訳
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
出
版
か
ら
、
日
本
人
移
民
と
そ
の
子
孫
の
文
学
を
ブ
ラ
ジ
ル
社
会
に

紹
介
し
よ
う
と
い
う
動
き
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
近
年
刊
行
さ
れ
た
日
本
移
民
作
家
た
ち
の
著
作
集
に
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
訳
を
併
載
し
て
い
る
場
合
が
あ
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る
。
そ
れ
は
日
本
語
の
読
め
な
い
子
孫
た
ち
に
自
作
を
伝
え
た
い
と
い
う
直
接
的
な
動
機
が
あ
る
。
そ
れ
で
も
、

そ
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
を
通
し
て
著
作
が
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
目
に
触
れ
る
機
会
も
あ
る
だ
ろ
う
。
継
承
の
志
は
普
及
へ

の
道
を
も
開
く
の
か
。
日
本
語
を
解
さ
な
い
ブ
ラ
ジ
ル
在
住
者
に
も
内
容
を
知
り
う
る
形
態
を
備
え
た
耆
物
が

徐
々
に
増
え
て
い
る
こ
と
に
、
か
す
か
な
期
待
を
い
だ
く
。

最
後
に
韻
文
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
韻
文
、
こ
と
に
俳
句
と
短
歌
は
初
期
移
民
の
時
代
か
ら
さ
か
ん
に
創

作
さ
れ
て
き
た
、
コ
ロ
ニ
ア
文
学
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
で
あ
る
。
近
年
で
は
、
日
本
人
移
民
が
日
本
語
で
創
作

し
た
俳
句
・
短
歌
を
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
訳
す
る
試
み
（
『
合
同
文
芸
展
示
会
作
品
集
」
一
○
一
四
年
、
ブ
ラ
ジ
ル
日
系

文
学
会
、
な
ど
）
や
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
で
創
作
し
た
短
歌
・
ハ
イ
カ
イ
（
俳
譜
、
言
一
皇
）
を
翻
訳

者
が
邦
訳
し
併
載
し
た
作
品
集
（
蚕
言
匡
己
。
９
号
言
言
日
野
言
言
雲
四
日
昌
ｏ
害
言
三
①
』
三
四
召
。
蚕
白
呈
訳
、

一
九
九
一
年
、
シ
言
居
画
ｏ
巨
言
邑
卑
麗
苧
言
忌
。
、
三
農
思
○
○
言
ｏ
忠
言
烏
①
の
な
ど
）
が
い
く
つ
か
出
版
さ
れ
て
い
る
。

各
国
語
に
よ
る
ハ
イ
カ
イ
は
世
界
的
な
現
象
で
あ
る
と
も
聞
く
が
、
そ
れ
を
日
本
語
の
俳
句
や
短
歌
に
翻
訳
し
て

ゆ
く
、
い
わ
ば
還
流
現
象
が
こ
の
地
で
生
じ
て
い
る
の
だ
。

付
言
す
れ
ば
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
こ
う
し
た
翻
訳
状
況
の
背
景
に
は
、
個
々
の
翻
訳
者
の
努
力
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
大
学
や
日
本
語
学
校
、
そ
の
他
多
く
の
教
育
機
関
で
日
本
語
が
教
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
さ
ら

に
世
界
最
大
の
日
系
社
会
の
存
在
が
そ
れ
を
支
え
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
多
く
の
日
本
文
学
研
究
者
や
翻

訳
者
が
ブ
ラ
ジ
ル
に
は
育
っ
て
お
り
、
古
典
を
含
む
日
本
文
学
作
品
の
研
究
や
翻
訳
は
い
ま
活
況
に
あ
る
。
だ
が
、

そ
う
い
っ
た
研
究
の
動
向
や
翻
訳
活
動
の
実
態
は
日
本
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
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前
述
し
た
よ
う
に
、
今
の
状
況
が
続
け
ば
移
民
文
学
と
し
て
の
日
本
語
文
学
は
い
ず
れ
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
消
え
去

る
運
命
に
あ
る
。
し
か
し
、
未
来
は
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
こ
と
だ
。
新
た
な
担
い
手
を
得
て
日
本
語
に
よ
る
創
作

活
動
が
さ
か
ん
に
な
る
可
能
性
は
確
率
的
に
は
わ
ず
か
に
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
極
言
だ
と
言
わ
れ
る
な
ら
ば
、

ブ
ラ
ジ
ル
の
日
本
食
が
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
ア
レ
ン
ジ
を
加
え
ら
れ
、
独
自
の
進
化
を
遂
げ
て
ブ
ラ
ジ

ル
社
会
の
中
で
生
き
延
び
て
ゆ
く
余
地
は
か
な
ら
ず
あ
る
は
ず
だ
。
今
ま
さ
に
翻
訳
を
通
し
て
日
本
文
学
が
地
域

と
言
語
を
越
境
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
文
章
の
後
半
に
記
し
た
通
り
だ
。
こ
う
い
う
様
相
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム

で
目
撃
で
き
た
こ
と
は
、
み
ず
か
ら
こ
の
汽
水
域
に
身
を
浸
し
た
収
穫
で
あ
る
と
、
い
ま
私
は
感
じ
て
い
る
。
こ

れ
は
「
ブ
ラ
ジ
ル
を
旅
し
た
日
本
人
作
家
た
ち
の
研
究
」
に
つ
づ
く
、
私
の
次
な
る
研
究
課
題
と
な
る
こ
と
だ
ろ

う
。
こ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
の
、
そ
し
て
文
学
研
究
の
可
能
性
が
あ
る
。

移
民
文
学
に
お
け
る
女
性
の
描
か
れ
方
や
、
古
典
文
学
・
古
典
芸
能
の
受
容
な
ど
、
ほ
か
に
も
関
心
を
も
っ
て

調
べ
て
い
る
こ
と
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
こ
こ
に
書
き
き
れ
な
い
。
こ
の
汽
水
域
は
と
て
も
広
く
、
そ
し
て
深
い
。

こ
れ
か
ら
も
私
は
こ
の
豊
か
な
汽
水
域
に
漂
い
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
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