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科

學

史

の

硏

究

桑

木

或

雄

科
學
史
硏
究
の
過
去
及
現
在
等
に
つ
い
て
少
し
く
述
べ
て
見
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
が
、
先
づ
、
科
學
史
を
學
術
的
に
硏
究
す
る

や
う
に
な
っ
た
の
は
、
卽
ち
科
學
史
を
一
の

「
科
學
」
と
し
て
見
る
や
う
に
な
っ
た
の
は
、

い
つ
頃
か
ら
か
と
屮
し
ま
す
に
、B

m
e
f

 

e
f

s
i
e
l
L

 

s
s
f
o
i
r
e

 

d
e
s

 

s
c
i
e
n
c
e
®

 A
B-i
q
u
i

益

(
1
9
3
5
)

 

に
は
一
八
三
〇
年
を
斯
の
如
き
科
學
史
硏
究
に
於
け
る
一
の
紀
元
と
見
る
こ
と

か
で
き
る
と
云
っ
て
あ
り
ま
す
。

巾
す
ま
で
ー
も
な
く
近
世
科
學
は
歐
洲
に
於
て
十
七
八
世
紀
以
後
俄
に
發
達
し
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、

十
八
世
紀
時
代
に
も
旣
に
若
干
の
大
部
の>

學
史
が
著
は
さ
れ
て
ゐ
ま
す
が
、

十
九
世
紀
の
初
か
ら
一
八
三
〇
年
頃
ま
で
に
著
は
さ
れ
た

異
り
、

原
典
の
硏
究
や
記
述
態
度
の
客
觀
的

L

二gd
e
y

 

D
e
l
a
m
b
l
o

 

C
u
v
i
e
i

いB
e

c
k

m
n

等
の
獨
佛
の
數
學
天
文
學
等
の
歷
史
に
至
っ
て
始
め
て
、
前
代
の
物
語
風
な
も
の
と 

で

あ
る
こ

と

等
に
依
っ
て

「
科
學
的
」

と
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
略
ぼ
ー
ハ
三
〇
年

を
境
と
し
て
、
科

學

史

な

る

「
科
學
」

が
確T

に
成
立
し
た
と
ミ
エ
リ
氏
等
は
云
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
一
八
三
〇
年
代
な
る

數
字
は
私
も
偶
ま
嘗
て
用
ひ
た
こ
と
か
あ
り
ー
ま
す
が
、

そ
れ
は
此
の
時
代
に 

A
u
g
n
s
f
e

 

C
o
i
u
f
e

 

が
其
の
著 

C
o
u
r
s

 

d
e

 

p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
c

p
o
s
i
t
i
v
e

の
中
で
、
科

學

史

を

一

の

「
科
學= 

と
し
て
主
張
し
た
こ
と
を
引
用
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

コ
ン
ト
は
其
の
書
中
で

、
「
自
然

科
學
の
硏
究
法
に
歷
史
的
と
論
理
的
卽
演
繹
的
と
の
二
つ
が
あ
る
が
、
歷
史
的
硏
究
法
は
哲
學
的
に
も
意
味
が
あ
る
、
然
し
、
科
學
上
の

2



眞
理
が
見
出
さ
れ
た
歷
史
的
順
序
の
硏
究
と
科
學
其
の
も
の
の
歷
史
の
硏
究
と
は
同
一
で
な
い
、
後
者
は
種
々
の
特
殊
科
學
及
技
術
、

並 

に
社
會
一
般
が
各
時
代
に
於
て
同
時
に
相
巧
に
影
響
し
、
密
接
に
結
合
し
っ
ゝ
進
步
し
發
展
す
る
こ
と
を
硏
究
す
る
の
を
目
的
と
す
る
、
 

か
う
い
ふ
意
味
で
綜
合
的
で
あ
る
科
學
史
はH

i
s
t
o
i
l
.
e  

d
e
s

 s
c
i
e
n
c
e
s

で

な

く

し

てH
.
i
s
f
o
i
r
e  d

e

 l
a  s

c
i
e
n
c
e

で
あ
り
、

又
是
が
そ
れ 

自

身

一

のS
c
i
e
n
c
e

と
し
て
其
の
中
に
法
則
や
原
理
を
求
め
得
ら
れ
る
」
、
と
コ
ン
ト
は
云
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

ミ
エ
リ
氏
等
の
前
述
の
書
物
に
は
コ
ン
ト
の
名
は
擧
げ
て
あ
り
ま
せ
ん
が 

H
i
s

s-i
l
.
e  

d
e
s

 

s
c
i
e
n
c
e
s

と

H
i
s
c
i
l
-
e

 

d
e

 

l
a  

sc
ie

nc
e

 

と
の
區
別
を
擧
げ
て
、
前
者
は
個
え
特
殊
科
學
の
歷
史
、
後

者
は

夫

等

特

殊

科

學

のe
n
s
e
m
b
l
e

の
歷
史
と
一
說
明
し
、
後
者
を
綜
合
的
科 

學
思
想
史
の
如
き
も
の
と
し
、
然

し

急

速

な

綜

合S
y
l
d
l
h
F
e

は
愼
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
云
ひ
、

此

の

著

述

に

はd
e
s

 

sc
ie

nc
es  

と
題
し
て
あ
り
ま
す
。

前
述
の
樣
に
、

コ
ン
ト
が
特
殊
科
學
の
歷
史
的
硏
究
法
に
哲
學
的
意
味
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
も
、

此
の
思
想
史
の
意
味
に
考
へ
ら
れ
ま 

す
が
、

コ
ン
ト
の
い
ふ
綜
合
科
學
史
は
哲
學
的
思
想
史
ば
か
り
で
な
く
、

其
の
創
唱
し
た
社
會
學
又
經
濟
學
等
を
綜
合
し
、
諸
科
學
の 

h
i
e
T
a
l
d
h
y

や
社
會
發
達
の
三
狀
態
の
法
則
な
ど
を
引
き
く
る
め
た
意
味
の
も
の
で
あ
っ
て
、
か
や
う
な
意
味
の
科
學
史
を
一
の
「
科
學
」 

と
し
て
硏
究
す
る
價
値
が
あ
る
と
主
張
し
て
、

コ
ン
ト
は
當
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
文
相
で
、
有
名
な

歐

洲

文

明

史

の

著

者
で

あ

るG

 u
i
z
o
b

 

に
、
科
學
史
の
講
座
を
パ
リ
の
大
學
に
新
設
し
て
貰
ひ
た
い
と
建
議
し
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
然
し
此
の
希
望
は
當
時
實
現
さ
れ 

ず
、

そ
れ
よ
り
六
十
年
の
後
、

コ
ン
ト
の
死
後
凡
そ
四
十
年
、

一
八
九
二
年
に
始
め
て
パ
リ
の
コ
レ
ジ•

ド
•

フ
ラ
ン
ス
に
、

コ
ン
ト
の 

主

張

し

た

名

前

でI
T
i

a-oil.e  

g
6
1
1
6r
a
l
e  

d
e
s

 

s
c
i
e
n
c
e
s

と
い
ふ
講
座
が
で
き
、
其
の
最
初
の
擔
任
者
は
、
實
證
哲
學
者
と
し
て
コ
ン
ト 

の

弟

子
で

あ

っ

たP
i
e
r
r
e  

L
a
s
s
e

で
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
で
、
其

の

後

をp
a
=
l

 
T
a
n
n
e
r
y

ゝp
i
e
l
-
r
c  B

o
u
h
o
u
:
x
>
b
e
l
R
e
y

な
ど 

科
學
史
の
硏
究(

桑
木) 

一ニ
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科
學
史
硏
究 

第
一
號 

四 

が
繼
い
だ
や
う
で
あ
り
ま
す
。 

4
 

コ
ン
ト
と
同
時
代
に
イ
ギ
リ
ス
で 

W
i
l
l
i
a
ヨ

 

ノVh
e
w
e
l
l

は H
i
s
t
o
r
y  

o
f  

inductive  

s
c
i
e
n
c
e
s
"  H

i
s
t
o
r
y

 

o
f  

s

s.e
n
f
s
e
 

i
d
e
a
s  

等 

を
著
は
し
て
ゐ
ま
す
が
、

ヒ
亠1

ウ
=

ル
は
當
時
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
於
け
る
有
力
な
る
學
者
で
あ
り
、

以
上
の
諸
著
は
、
數
學
博
物
學
哲 

學
に
涉
る
其
の
該
博
な
る
知
識
を
基
と
し
て
著
は
さ
れ
た
一
の
綜
合
科
學
史
で
あ
り
、

又
事
實
の
羅
列
に
滿
足
し
な
い
と
い
ふ
ー
の
科
學 

思
想
史
で
あ
り
、

其
の
後
長
い
間
、
學
界
に
獨
步
の
位
置
を
占
め
て
ゐ
ま
し
た
。
然
し
今
日
か
ら
見
れ
ば
凡
て
餘
り
に
古
く
、

又
不
正
確 

の
點
も
多
い
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
，あ
り
ま
す
が
、
當
時
此
の
書
出
で
て
間
も
な
く
、
其

の

影

響

を

受

け

てS

 

M
i
l
l

の 

歸
納
論
理
學
の
著
述
が
現
は
れ
た
と
云
は
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
尤
も
其
の
哲
學
思
想
に
於
て
ヒ
」
—
ウ
ェ
ル
は
ド
イ
ツ
哲
學
の
影
響
を 

受
け
て
先
驗
論
的
で
あ
り
、

ミ
ル
は
イ
ギ
リ
ス
傳
統
の
經
驗
論
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

ヒ
亠1

ウ
エ
ル
の
歸
納
科
學
史
は
一
八
四 

〇
年
代
に
其
の
ド
イ
ツ
譯
も
出
版
さ
れ
ま
し
た
。 

. 

是
等
に
先
だ
ち
十
八
世
紀
末
に
國
富
論
の
著
者A

d
a
m

 S
m
i
f
h

の
遺
稿
と
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
の
中
にT

h
e

 

p
r
i
n
c
i
p
l
e
s

 

w
h
i
c
h

 

l
e
a
d

 a
n
d

 

d
i
r
e
c
*
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
c
a
l

 

E
n
q

s.r
i
e
s
j  

a
s

 
ー
ーl
u
s
t
r
a
t
e
d

 b
y

 

1t
h
e

 

一

h
i
s
t
o
r
y

 o
f

 

a
s
t
r
o
n
o
m
y
"
:
:

 b
y

 

f
h
e

 

h
i
s
f
o
r
y

 

o
f

 

t
h
e

 

a
n

-s.e

s-p
h
y
s
i
c
s

:ゝ

：b
y

 

C
h
e

 

h
i

s-o
r
y

 o
E

 

t
h
e

 

a
n
c
i
e
n
t
l
o
g

g-s  

a
n
d

 

m
e
b
a
p
h
y
s
i
c
s

 

と
題
し
た
三
篇
が
あ
り
、
皆
未
完
結
の
も
の
で 

あ
り
ま
す
が
、

天
文
學
史
、
古
代
物
理
學
史
等
で
あ
り
ま
す
。

自
然
に
對
す
る
驚
異
、
讃
美
等
の
感
情
か
ら
學
的
硏
究
に
導
く
こ
と
を
叙 

述
し
て
あ
り
、
是
等
の
硏
究
が
コ
ン
ト
の
綜
合
科
學
史
說
を
誘
導
し
た
も
の
で
あ
る
と
云
は
れ
、

又

ア

ダ

ム•

ス
ミ
ス
の
此
の
硏
究
に
は 

哲
學
者
ヒ
ュ
ー
ム
の
影
響
が
あ
っ
た
と
云
は
れ
て
ゐ
ま
す
。

然
し
な
が
ら
前
述
の
や
う
に
コ
レ
ジ•

ド
•

フ
ラ
ン
ス
に
コ
ン
ト
の
主
張
し
た
講
座
が
で
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

其
の
擔
任
者
は
タ
ン



ヌ
リ
以
下
皆
特
殊
科
學
の
歷
史
家
で
あ
っ
て
、

コ
ン
ト
の
意
味
で
の
綜
合
科
學
史
の
硏
究
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

化
學
者
ノ V

i
l
h
e
l
m

 

o
s
f
w
a
l
d

の

著A
u
g
u

s-e  

co
ll

s-e  (
1
9
1
4
)

は
オ
ス
ト
ワ
ル
ド
晩
年
の
著
で
、

コ
ン
ト
の
思
想
傾
向
が
己
れ
と
共
通
な
も
の
が
あ
る
と
云 

っ
て
、
同
情
を
以
っ
て
書
い
た
コ
ン
ト
の
傳
記
で
あ
り
ま
す
が
、
其
の
中
に
、
科
學
の
綜
合
的
硏
究
を
な
し
た
哲
學
者
は
コ
ン
ト
以
後
に 

僅
に
ス
ペ
ン
サ
ー
と
ヴ
ン
ト
と
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
然
か
も
共
に
歷
史
の
硏
究
者
で
は
な
く
、

マ
ッ
ハ
及
デ
乂
—
リ
ン
グ
の
カ
學 

史
は
共
に
學
術
的
な
科
學
史
で
あ
る
が
、

コ
ン
ト
の
い
ふ
綜
合
的
の
も
の
で
は
な
い
、
寧
ろ
コ
ン
ト
の
い
ふ
希
望
は
實
行
不
可
能
で
あ
ら 

う
と
オ
ス
ト
ワ
ル
ド
は
云
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

特
殊
科
學
史
は
ド
イ
ツ
に
於
て
は
一
八
七〇

年

頃

か

ら

物

理

學

に

はM
a
c
h

ゝD
i
i
h
r

s-g
-
p
o
g
g
e
n
d
o
T
^
R
o
s
e
n
b
e
r
g
e
r
-

 H
e
l
l
e
r

等 

を
初
め' 

數

學

に

はU
E

s-o
r

の
ゝ
如
き
浩
翰
の
も
の
現
は
れ
、
數
學
及
醫
學
に
は
大
學
内
に
硏
究
室
等
も
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す 

が
、W

h
e
w
e
l
l

の\

以
後
、
各
國
と
も
所
謂
綜
合
科
學
史
の
硏
究
者
は
現
は
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

然
し
な
が
ら
今
日
綜
合
科 

學
史
を
一
個
人
で
大
規
模
な
計
畫
で
硏
究
し
、
科
學
史
硏
嚨
者
の
世
界
の
一
中
心
と
な
っ
て
ゐ
る
の
は
、

現
在
ア
メ
リ
カ
、

ハ
ー プ

—

ド 

に
在
っ
て
、c

i
n
-
n
e
g
i
e  

I
n

s-ih

s-io n

に
屬
し
、
科

學

史

一

般

の

國

際

的

雜

誌1s
i
s

を

編

輯

出

版

し
て

ゐ

るG
e
o
r
g
e

 

s
a

s.0
1
1

氏
で
あ 

り
ま
す
。

サ
ー
ト
ン
氏
は
ベ
ル
ギ
ー
人
で
、
始
め
ベ
ル
ギ
ー
に
在
っ
て
一
九
一
三
年
に
此
の
「
ア
イ
シ
ス
」
を
創
刊
し
、

第
一
囘
世
界
大 

戰
後
、

ア
メ
リ
カ
に
移
っ
て
夫
を
續
刊
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

一
九
三
六
年
以
來
更
にO

s
i
r
i
s

な
る
姉
妹
雜
誌
を
刊
行
し
、
・
此
の 

方
に
は
長
篇
の
論
文
を
集
錄
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
あ
り
ま
す
。

其
の
外
に
氏
は
又
、InfroducUon

 

f
o

 

f
h
e

 

h
i
s
t
o
r
y

 

o
f

 

sc
ie

nc
e

 

と
題
す
る
大
仕
掛
の
著
述
を
計
畫
し
、
旣
に
ギ
リ
シ
ャ
時
代
如
ら
十
三

t«:
紀
ま
で
の
綜
合
的
科
學
史
を
東
西
兩
洋
に
涉
っ
て
驚
く
べ
く
豐 

富
な
る
資
料
に
基
い
て
其
の
硏
究
結
果
を
發
表
し
、

三
册
三
千
ペ
ー.
シ
餘
に
及
ん
で
ゐ
ま
す
。

科
學
史
の
硏
究(

糜
木) 

・
 

五
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史
硏
究 

第
一
號 

六 

サ
ー
ト
ン
氏
は
又
、
科
學
史
硏
究
の
普
及
に
極
め
て
熱
心
で
二
十
年
程
以
前
に
、
其
の
頃
の
科
學
史
硏
究
の
一
般
の
狀
況
に
つ
い
て
述 

べ
た
中
に
、

世
界
の
大
學
で
科
學
史
の
講
座
を
有
す
る
は
コ
レ
ジ•

ド
•

フ
ラ
ン
ス
一
っ
で
、
科
學
史
の
硏
究
所
は
氏
自
身
の
ゝ
外
に
は 

漸
く
加
州
大
學
の
カ
ジ
・
・
リ
氏
の
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
と
云
っ
て
ゐ
ま
し
た
。
實
は
其
の
當
時
で
も
數
へ
擧
げ
れ
ば
各
國
に
尙
ほ
若
干 

の
相
當
な
科
學
史
硏
究
室
も
あ
っ
た
と
云
へ
な
い
こ
と
も
な
く
、
例
へ
ば
其
の
頃
出
版
さ
れ
た
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
のC

h
a
r
l
e
s

 

S
i
n
g
e
r

 

氏

を

中

心

と

し

た

「
科
學
の
歷
史
及
方
法
論
文
集
」
第
一
卷
の
序
文
に
十
ば
か
り
を
數
へ
て
あ
り
ま
す
。

又
長
期
短
期
の
科
學
史
講
習
は 

特
に
米
國
に
於
て
敎
育
者
の
爲
め
に
催
さ
れ
た
も
の
も
少
く
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、

サ
ー
ト
ン
氏
は
夫
等
の
施
設
が
恒
久
的
で
な
か
っ 

た
り
、

目
的
が
狹
隘
で
あ
っ
た
り
、
卑
近
で
あ
っ
た
り
す
る
の
を
不
滿
足
と
し
て
計
算
に
入
れ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

夫
で
氏
は
又
、
 

宗
敎
史
や
美
術
史
等
の
硏
究
が
初
め
は
無
用
視
せ
ら
れ
て
ゐ
た
が
今
日
其
の
隆
盛
を
極
め
て
ゐ
る
の
を
見
れ
ば
、
將
來
の
繁
榮
を
期
す
る 

爲
め
に
は
今
は
ま
だ
科
學
史
の
重
耍
性
を
一
般
に
理
解
せ
し
め
る
爲
め
に
自
ら
努
力
し
戰
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
な
の
で
あ
ら
う
、
 

や
が
て
硏
究
者
も
增
加
し
、
科
學
史
の
講
座
も
增
す
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
が
、
然
し
今
後
五
十
年
經
っ
て
も
世
界
に
五
十
講
座
を
見
出 

し
得
な
い
や
う
で
あ
っ
た
ら
、
自
分
は
躊
躇
な
く
墓
場
か
ら
跳
出
し
て
奮
戰
す
る
で
あ
ら
う
と
云
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
り
ま
す
。 

然
し
其
の
後
、

一
九
二
七
年
に
口 

ー

マ
大
學
の
理
學
部
の
中
にF

e
d
e
r
i
g
o

 

E
n
r
i
q
u
e
s

ゝA
l
d
o

 

M
i
e

 =

兩

氏

を

■+
心
に
科
學
史
の
敎
室 

が
新
設
せ
ら
れ
、
翌
ニ
八
年
に
は
、
科
學
史
國
際
委
員
會
、
及
其
の
ア
カ
デ
ミ
ー
が
パ
リ
を
事
業
の
中
心
地
と
し
、

ミ
エ
リ
氏
を
常
任
幹 

事
と
し
て
設
け
ら
れ
、
時
々
國
際
大
會
を
開
き
、

又

機

關

雜

誌A
r
c
h
e
i
o
n

を
年
四
囘
發
行
す
る
こ
と
と
な
り
、

此
の
雜
誌
の
編
輯
主
任 

も
ミ
エ
リ
氏
で
あ
り
ま
す
。
最
近
此
の
會
は
ど
う
な
っ
て
居
り
ま
す
か
、
私
は
此
の
雜
誌
を
一
九
三
八
年
ま
で
見
た
だ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
 

國

際

大

會

は-

九
二
九
年
に
第
一
囘
を
パ
リ
で
、
其
の
後
ロ
ン
ド
ン
、

コ
イ
ン
ブ
ラ
で
ー-

囘
三
囘
を
開
い
て®

り
ま
す
。
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ヒ
亠
—
ウ

ニ
ル
よ
り
マ
ッ
ハ
、

又
七
、

ハ
年
前
物
故
さ
れ
ま
し
た
が 

孕
-
i
l
e  

M
e
y
e
r
s
o
n

等
の
科
學
史
硏
究
は
、
夫
に
依
っ
て
科
學 

思
想
の
本
質
の
硏
究
、
換
言
す
れ
ば
科
學
の
認
識
論
に
關
す
る
硏
究
を
な
す
も
の
で
あ
り
ま
す
。
先
き
に
述
べ

た
ア
ダ
ム•

ス
ミ
ス
の
科 

學
史
硏
究
も
略
ぼ
同
じ
目
的
を
以
て
出
發
し
て
ゐ
る
と
思
は
れ
ま
す
。
然
し
其
の
哲
學
思
想
に
於
て
以
上
の
諸
家
は
必
ず
し
も
一
致
し
て 

居
り
ま
せ
ん
。

科
學
史
硏
究
の
此
の
方
向
に
つ
い
て
少
し
く
述
べ
る
こ
と
と
致
し
ま
す
。

コ
ン
ト
は
所
謂
實
證
論
者p

o
s
i
t
i
v
i
s
b
e、

ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ 

論
者
で
あ
り
、
科
學
者
が
法
則
を
見
出
す
目
的
を
廣
い
意
味
の
實
用
に
解
し
、
自

然

現

象

の

法

則

に

よ

る

「
記
述」

d
e
s
c
l
.
i
p
f
i
o
=

が
科
學 

の
目
的
で
あ
る
と
し
て
法
則
以
外
更
に
理
論
や
假
說
を
造
る
こ
と
を
寧
ろ
無
用
視
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
是
等
の
意
見
は
マ
ッ
ハ
も
略
ほ 

同
樣
で
あ
り
ま
す
。

ヒ
ュ
ー
ウ
ニ
ル
は
先
き
に
述
べ
ま
し
た
や
う
に
、

ア
プ
リ
オ
リ
論
者
で
、

イ
ギ
リ
ス
の
ベ
ー
コ
ン
以
來
の
傳
統
に
反 

し
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
のO

r
g
a
n
o
n
に
對
す
る
ベ
ー
コ
ン
のN

o
v
u
m

 o
r
g
a
n
u
m

に
、
更
に
反
對
な

るN
o
v
u
m

 o
r
g
a
n
u
m

 1
-
e
n
o
v
a
f
u
m

 

(
一
8
58

)

な
る
著
述
が
あ
り
、
以
上
の
傾
向
と
は
反
對
で
あ
り
ま
す
。

近
代
に
於
て
メ
イ
エ
ル
ソ
ン
も
亦
コ
ン
ト
其
の
他
の
實
證
論
に
反 

し
て
、
科
學
の
目
的
は
理
論
の
硏
究
、
「說
明
」

E
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n

を
求
め
る
こ
と
に
在
る
、
卽
ち
現
象
相
互
の
原
因
結
果
の
關
係
を
明
か 

に
す
る
に
在
る
と
し
、
科
學
史
は
、

か
や
う
の
科
學
の
理
想
を
其
の
歷
史
の
事
實
に
即
し
て
、
卽
ち
科
學
の
本
質
に
於
け
る
ア
プ
リ
オ
リ 

の
理
論
を
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
的
に
證
明
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

從
來
十
八
九
世
紀
以
來
物
理
學
理
論
は
遠
隔
作
用
論
、
 

原
子
論
、

エ
ー
テ
ル
假
說
等

凡

て

「說
明
」

の
爲
め
に
考
へ
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

コ
ン
ト
が
當
時
の
ヤ
ン
グ
、

フ
レ
ネ
ル
の 

光
の
エ
ー
テ
ル
假
說
に
反
對
し
、

又
實
用
に
偏
し
て
天
體
の
物
理
的
硏
究
を
無
用
視
し
た
り
、

又
マ
ッ
ハ
涉
カ
學
的
物
理
理
論
を
排
し
、
 

原
子
論
を
難
じ
た
の
な
ど
、
何
れ
も
當
時
の
物
理
學
の
主
流
に
反
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
然
し
科
學
者
の
間
に
は
不
徹
底 

科
學
史
の
硏
究(

桑
木) 

七
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史
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A
 

な

が

ら

も

昔

か

らH
y
p
o
t
h
e
s
e
s

 n
o
n
1
1n

g
o

と
い
ふ
樣
な
思
想
も
伏
在
し
て
ゐ
ま
す
し
、
十
九
世
紀
未
か
ら
電
磁
論
の
優
勢
と
共
に
、
 

從
來
の
力
學
的
說
明
を
終
極
の
も
の
と
し
な
い
と
い
ふ
考
が
擦
頭
し
、

マ
ッ
ハ
の
說
に
も
同
情
者
は
漸
次
に
增
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
然 

し
な
が
ら
ア
イ
ン
シ
亠
タ
イ
ン
の
相
對
性
原
理
は
マ
ッ
ハ
の
相
對
性
か
ら
出
發
し
た
の
で
あ
り
ま
し
た
が
、
其
の
目
的
は

物
理
學
の
統
一
 

理
論
を
見
出
さ
う
と
云
ふ
こ
と
に
在
り
ま
し
た
か
ら
、

マ
ッ
ハ
と
は
反
對
な
る
メ
イ
エ
ル
ソ
ン
の
說
に
ー
致
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

然
し
な
が
ら
、
更
に
現
在
の
物
理
學
の
主
流
は
、
不
決.
定
原
理
に
立
脚
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
上
述
の
や
う
な
因
果
律
を
基
に 

し
た
決
定
論
的
な
理
論
を
建
設
し
よ
う
と
云
ふ
從
來
の
カ
學
的
機
械
的
假
說
か
ら
相
對
性
理
論
に
至
る
ま
で
の
凡
て
の
物
理
學
を
古
典
的 

と
云
ひ
去
る
の
も
當
然
で
あ
り
ま
す
。
其
の
說
は
ポ
シ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
的
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
の.
で
あ
り
ま
す
。 

斯
樣
に
し
て
科
學
史
の
硏
究
は
一
面
科
學
哲
學
の
硏
究
に
歸
す
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、

「
つ
の
特
殊
科
學
史
の
硏
究
に
は
、
其
の
特
殊 

科
學
に
對
し
セ
コ
ン
ド
ハ
ン
ド
に
と
ヾ
ま
ら
ざ
る
知
識
を
有
し
て
ゐ
な
け
れ
ば
、
材
料
を
批
判
的
に
取
扱
ふ
こ
と
な
ど
は
不
可
能
で
あ
り 

ま
す
か
ら
、
粽
合
科
學
史
の
硏
究
に
於
て
、
凡
て
の
各
特
殊
科
舉
に
通
す
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
才X

ト
ワ
ル
ド
の
云
っ
た
や
う
に
先 

づ
不
可
能
と
す
べ
き
で
あ
り
ま
せ
う
。
然
し
コ
ン
ト
も
云
ひ
、

サ
ー
ト
ン
氏
も
云
ふ
の
は
、
科
學
史
の
硏
究
は
特
殊
科
學
者
の
片
手
間
の 

仕
事
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
科
學
史
と
い
ふ
科
學
の
專
門
家
の
仕
事
と
す
べ
き
で
あ
り
、
其
の
敎
養
と
し
て
は
、
語
學
に
於
て
は
、
歐
洲 

古
典
語
、
諸
近
代
語
は
固
よ
り
、
東
洋
語
學
の
凡
て
に
通
す
る
こ
と
を
要
し
、

歷
史
、
哲
學
、
宗
敎
、
數
學
、

凡
て
の
純
正
應
用
の
自
然 

科
學
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

サ
ー
ト

ン

氏

は

實

際

に

其

のT
n
f
r
o
d
u
e
t
i
o
n

の
大
著
に
於
て
、
驚
く 

べ
き
夫
等
に
關
す
る
努
力
の
跡
を
示
し
て
ゐ
ま
す
。
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然
し
な
が
ら
綜
合
科
學
史
な
る
も
の
が
一
の
特
殊
科
學
と
し
て
打
立
て
ら
る
れ
ば
、

凡
て
の
特
殊
科
學
に
於
け
る
と
同
樣
に
、

此
の
科 

學
の
全
般
を
目
的
と
し
な
く
と
も
、
分
科
的
に
、
或
時
代
、
或
地
方
又
は
或
事
項
等
を
目
的
と
し
た
硏
究
が
學
術
的
童
義
を
有
す
る
こ
と 

は
云
ふ
ま
で
も
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
其
の
硏
究
を
遂
行
す
る
に
は
前
述
サ
ー
ト
ン
氏
の
云
ふ
樣
な
條
件
を
滿
足
せ
し
め
る
環
境
を
造 

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
大
學
の
講
座
も
意
義
が
あ
り
ま
す
が
、
何
よ
り
も
必
要
な
の
は
硏
究
室
で
あ
る
と
思
は,
れ
ま
す
。 

.
一
九
三
ハ
年
の
「
ア
イ
シ
ス
」

に
是
等
に
つ
い
て
サ
ー
ト
ン
氏
が
米
國
の
各
方
面
へ
飛
ば
し
た
ー
の
檄
と
云
ふ
べ
き
も
の
に
對
す
る
反
響 

を
記
し
て
あ
り
ま
す
が
、
其
の
中
、
加
州
テ
ク
の
ミ
リ
カ
ン
氏
の
返
事
な
ど
に
も
面
白
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
卽
ち
硏
究
中
心
の
分
散
說 

を
述
べ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
然
し
な
が
ら
サ
ー
ト
ン
氏
は
、

硏
究
室
の
條
件
と
し
て
、
傍
に
十
分
完
全
な
大
圖
書
館
の
存
在
す
る
こ 

と
を
必
須
と
し
て
ゐ
る
こ
と
な
ど
も
實
際
的
要
求
と
思
は
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
に
述
べ
ま
し
た
從
來
歐
米
に
於
け
る
科
學
史
硏
究
の
槪
況
に
つ
い
て
は
、
「
ア
イ
シ
ス
」
「
ア
ル
ケ
イ
オ
ン
」
の
外
に
、-

九
三
・
六
年 

以
後
、
英
米
の
學
者
の
共
同
で
、
「
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
後
の
科
學
史
の
硏
究
」

と
題
す

るA
-
m
a
l
s

 

o
f

 

S
c
i
e
n
c
e

と
い
ふ
年
四
囘
の
雜
誌 

の
發
行
が
あ
り
、

又
ド
イ
ツ
で
は
醫
學
史
に
關
す
る
學
會
等
は
旣
に
十
九
世
紀
末
葉
に
始
ま
っ
て
ゐ
ま
す
が
、
數
學
、
自
然
科
學
、

エ
學 

等

の

歷

史

に

關

しA
一-
c
h
i
v

又

Q
=
e
=
e
n

 u
m
l
S
t
u
d
i
e
n

 

z
u

一
;

…

と
題
し
定
期
不
定
期
の
刊
行
物
が
二
三
十
年
來
發
行
さ
れ
て
ゐ
ま
す
。 

其

の

他

イ

タ

リ

ヤ

のS
c
i
e
n
t
i
a

ド

イ

ツ

のEl.kellnfni

 s
ア

メ

リ

カ

のP
h
i
l
o
s
o
p
h
y

 

o
f

 S
c
i
e
n
c
e

と
題
す
る
定
期
刊
行
の
雜
誌
も
或 

は
科
學
の
綜
合
的
硏
究
、

又
は
科
學
哲
學
の
硏
究
を
目
的
と
し
、
旣
述
の•

や
う
に
科
學
の
史
的
硏
究
と
聯
關
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
 

s
c
i
e
l

s-.a

は

編

輯

者R
i
g
i
m
n
o

の
死
後
、
其
の
共
同
者
ミ
エ
リ
の
主
宰
す
る
ア
ル
ケ
イ
オ
ン
に
吸
收
さ
れ
た
や
う
で
あ
り
ま
す
。 

最
後
に
少
し
く
私
の
希
望
等
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
を
御
許
し
を
願
ひ
ま
す
。

私
は
九
大
在
任
中
、
大
正
の
初
に
、
圖
ら
ず
長
崎
で
本 

科
學
史
の

研

究(

桑
木) 

・
 

九
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科
學
史
硏
究 

第
一
號 

一
〇 

• 

木
、
志
筑
等
阿
蘭
陀
通
詞
の
譯
稿
等
を
見
、

又
大
分
で
梅
園
及
萬
里
の
著
述
草
稿
等
を
見
て
か
ら
、

日
本
支
那
の
科
學
の
古
文
獻
の
蒐
集 

を
思
立
ち
、
績
い
て
酉
洋
の
科
學
史
文
獻
を
集
め
、

二
十
年
餘
の
間
に
相
當
の
量
に
達
し
ま
し
た
。

其
の
中
、

狩
野
亨
吉
先
生
が
日
本
の 

古
曆
天
文
書
を
蒐
集
せ
ら
れ
た
も
の
を
讓
受
け
た
も
の
も
あ
り
、

又

物

理

學

史

の

著

者K
d
m
u
n
d

 H
o
p
p
e

翁
に
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
で
遇
ひ
、
 

翁
の
死
後
、
其
の
遺
藏
の
科
學
史
文
獻
五
パ
百
册
を
買
受
け
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
皆
九
大
の
敎
室
所
藏
で
、
資
金
は
鮎
川
義
介
氏
の
好 

意
に
依
っ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
然
し
固
よ
り
未
だ
甚
だ
不
完
全
な
も
の
で
あ
り
、
今
日
、

和
算
書
の
蒐
集
に
於
て
帝
國
學
士
院
、
東
北 

帝
大
等
、
醫
書
に
於
て
京
都
帝
大
等
、
其
の
他
數
家
の
藏
書
に
著
名
・
な
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、

近
來
一
般
に
我
國
に
於
て
科
學
に
對
す
る 

關
心
が
高
ま
れ
る
と
共
に
科
學
史
硏
究
者
も
增
加
し
、
遂
に
日
本
科
學
史
學
會
の
設
立
を
見
る
に
至
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
將
來
前 

述
の
サ
ー
ト
ン
氏
等
の
唱
ふ
る
が
如
き
規®

の
科
學
史
硏
究
所
が
、
東
西
兩
洋
の
文
化
の
硏
究
に
地
の
利
を
得
た
る
我
國
に
於
て
、

理
想 

的
な
も
の
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

10



日
本
科
學
史
の
硏
究
資
料
に
つ
い
て

村

上

直

次

郞
 

今
囘
日
本
科
學
史
學
會
の
創
立
を
見
ま
し
た
こ
と
は
、
學
界
の
爲
め
誠
に
喜
ば
し
い
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

そ
れ
で
本
夕
の
御
招
き
に
應 

じ
、
我
科
學
の
發
達
の
上
に
西
洋
か
ら
受
け
た
影
響
を
硏
究
す
る
資
料
に
つ
い
て
、
少
し
御
話
し
致
し
た
い
と
考
へ
て
參
上
致
し
た
の
で• 

御
座
い
ま
す
。

御
承
知
の
通
り
寬
永
の
鎖
國
前
約
百
年
の
間
に
は
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
、

イ
ス
パ
ー
一
ヤ
、

オ
ラ
ン
ダ
、

イ
ギ
リ
ス
諸
國
の
商
船
が
、
相
次
い 

で
我
國
に
來
て
盛
に
貿
易
を
行
ひ
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
の
通
商
開
始
後
間
も
な
く
耶
蘇
會
の
宣
敎
師
が
印
度
よ
り
入
國
し
、

叉
イ
ス
パ
ー
ー
ヤ
の 

通
商
開
始
と
同
時
に
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
、

ド
ミ
ー
ー
コ
、

ア
ウ
グ
ス
チ
ン
三
會
派
の
宣
敎
師
が
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
よ
り
入
國
し
て
、
布
敎
の
傍
學 

校
及
び
病
院
を
設
立
し
て
靑
少
年
の
敎
育
と
難
治
貧
困
な
病
者
の
診
療
に
從
事
し
、
兹
に
西
洋
の
學
術
輸
入
の
端
緖
が
開
け
た
の
で
あ
り 

ま
す
。

耶
蘇
會
の
宣
敎
師
は
ザ
ビ
エ
ル
が
鹿
兒
島
に
渡
來
し
た
後
三
十
二
年
を
經
た
天
正
九
年2

五
八
一
年)

ま
で
に
、

九
州
よ
り
中
國
近 

畿
を
經
て
越
前
ま
で
進
出
し
、
信
徒
は
總
數
十
五
萬
に
達
し
、
其
の
信
仰
は
堅
固
で
、
迫
害
を
加
へ
れ
ば
殉
敎
の
榮
冠
を
望
ん
で
喜
ん
で 

死
に
就
く
程
で
あ
り
、
諸
侯
の
中
に
も
歸
依
す
る
も
の
が
少
か
ら
ず
、
大
村
、
有

馬

兩

侯

の

如

き

は

信

心

の

餘

り

長

崎

と

之

に

接

し

た

茂

11 

日
本
科
學
史
の
硏
究
贅
料
に
っ
い
て(

村
上) 

ー
ー



科
學
s'
硏
究
・
第
一
號 

ニ
ー 

木
、

浦
上
の
地
を
耶
蘇
會
に
寄
進
し
た
の
で
、
秀
吉
は
耶
蘇
會
の
勢
力
が
强
く
な
っ
て
、
本
願
寺
門
徒
、

一
向
宗
徒
等
の
如
く
天
下
の
煩 

と
な
る
に
至
ら
ん
こ
と
を
虞
れ
て
、
天
正
十
五
年
六
月
布
敎
を
禁
じ
て
宣
敎
師
の
退
去
を
命
じ
ま
し
た
。
其

の

後

フ

ィ
リ
ッ
ピ
ン
の
宣
敎 

師
が
渡
來
し
、
禁
令
に
反
し
て
京
阪
で
布
敎
し
て
ゐ
た
が
、

キ
リ
シ
タ
ン
の
布
敎
は
イ
ス
パ

ーーヤ
の
外
國
侵
略
の
常
套
手
段
で
あ
る
と
秀 

吉
に
密
吿
し
た
も
の
が
茜
っ
て
、
禁
制
は
一
層
嚴
し
く
な
り
ま
し
た
。

家
康
は
外
國
貿
曷
を
浦
賀
港
に
招
く
に
つ
い
て
、

ブ
ラ
ン
シ
ス
コ 

會
の
宣
敎
師
の
斡
旋
を
請
う
た
關
係
よ
り
、
其
の
布
敎
を
默
認
し
た
爲
め
、
同
會
は
江
戶
淺
草
に
敎
會
堂
を
建
て
病
院
を
附
設
し
、
奧
州 

ま
で
進
出
し
ま
し
た
。
俳
し
イ
ス
パ
ー
ー
ヤ
は"
'

ー
ー
ラ
か
ら
商
船
を
浦
賀
に
出
す
こ
と
とI

た
の
み
で
、

メ
キ
シ
コ
と
日
本
と
の
通
商
開
始 

を
許
さ
ず
、

家
康
の
派
遣
し
た
使
節
に
對
す
る
イ
ス
パ
ー
一
ヤ
使
節
が
齎
し
た
國
王
の
書
翰
は
、
通
商
の
こ
と
に
觸
れ
ず
、
宣
敎
師
の
庇
護 

を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
故
、
蘭
英
人
の
讒
言
も
あ
っ
て
、
家
康
は
彼
に
我
國
侵
略
の
意
圖
あ
る
も
の
と
認
め
、
慶
長
十
八
年
十
二
月
キ 

リ
シ
タ
ン
の
禁
令
を
發
し
ま
し
た
。
爾
來
德
川
幕
府
は
キ
リ
シ
タ
ン
の
撲
滅
に
專
念
し
た
が
、
外
國
宣
敎
師
の
潜
入
す
る
も
の
が
絶
え
ぬ 

の
み
な
ら
ず
、

マ-
一
ラ
、

マ
カ
オ
等
に
於
て
日
本
人
布
敎
師
を
養
成
し
て
歸
朝
さ
せ
る
に.
至
っ
た
爲
め
、
終
に
鎖
國
を
斷
行
し
、

ポ
ル
ト 

ガ
ル
の
通
商
を
禁
じ
、

オ
ラ
ン
ダ
商
館
を
平
戶
よ0

長
崎
の
出
島
に
移
す
に
至
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
は
是
よ
り
先
貿
易
不
振
の
爲
め
商
館
を 

閉
鎖
し
て
引
上
げ
、

イ
ス
パ
ー
ー
ヤ
は
宣
敎
師
の
渡
來
を
禁
止
せ
ぬ
爲
め
通
商
を
禁
ぜ
ら
れ
、

オ
ラ
ン
ダ
の
み
が
嚴
重
な
監
視
の
下
に
貿
易 

を
許
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

徳
川
幕
府
は
鎖
國
後
も
キ
リ
シ
タ
ン
撲
滅
の
努
力
を
續
け
て
、
長
年
月
の
間
に
略*

其
の
目
的
を
達
し
た
が
、
其
の
爲
め
宗
敎
書
類
は 

勿
論
、

一

般
文
書
記
錄
等
の
キ
リ
シ
タ
ン
に
關
す
る
文
字P

載
せ
た
も
の
の
流
布
を
取
締
っ
た
の
で
、
什
厳
に
納
め
ら
れ
叉
は
隱
匿
私
藏 

さ
れ
た
少
數
の
外
は
悉
く
破
棄
燒
却
さ
れ
、
-

時
降
口
を
極
め
た
西
洋
交
通
の
こ
と
も
殆
ど
忘
却
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

其
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の
顯
著
な
例
は
、

岩
倉
大
使
の
一
行
が
米
歐
巡
歷
中
明
治
六
年
五
月
伊
國
べ
ー
ー
ス
に
立
寄
っ
た
際
、
同
市
の
國
立
文
書
館
に
案
内
さ
れ
て
、
 

伊

東

ド

ン•

マ
ン
シ
ョ
の
口
ー
マ
字
綴
り3
0
 D

o
n

 M
a
n

s.o

の
署
名
あ
る
ゴ
ア
發
べ
ー
ー
ス
大
統
領
宛
イ
ス
パ
—
ヤ
文
の
書
翰
と
、
使
節 

一
行
が
ベ
ー
ー
ス
に
於
て
記
念
の
爲
め
に
殘
し
た
感
謝
狀
の
伊
語
譯
文
並
に
「
ひ

り

つ

へ•

ど
ん
支
倉
六
右
衞
門
長
經
」

と
日
本
文
字
で
署 

名
し
た
ゼ
ノ
ア
發
ベ
ー
ー
ス
上
院
宛
ラ
テ
ン
文
の
書
翰
を
見
、
內
容
の
說
明
を
聞
き
、

大
友
、
有
馬
、

大
村
三
侯
遣
使
の
こ
と
は
有
名
な
キ 

リ
シ
タ
ン
大
名
達
で
あ
る
故
疑
は
な
か
っ
た
が
、

政
宗
遣
使
の
こ
と
は
思
ひ
も
か
け
ず
、
歸
朝
後
も
疑
を
解
く
こ
と
が
出
來
な
か
っ
た
と 

い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

明
治
九
年
明
治
天
皇
東
北
御
巡
幸
中
、
仙
臺
博
覽
會
場
に
御
臨
幸
、

伊
達
家
の
陳
列
品
を
天
覽
あ
ら
せ
ら
れ
・
た 

こ
と
が
東
京
日
日
新
聞
社
に
報
ぜ
ら
れ
、
陳
列
品
中
に
支
倉
の
油
繪
肖
像
と
口
丨
マ
市
の
貴
族
に
列
せ
ら
れ
た
羊
皮
紙
の
證
書
が
あ
っ
た 

こ
と
か
ら
、
社
長
福
地
源
一
郞
沪
岩
倉
大
使
に
隨
行
し
て
ベ
ー
ー
ス
で
見
た
文
書
の
こ
と
を
想
起
し
、

始
め
て
支
倉
が
政
宗
の
使
節
で
あ
っ 

た
こ
と
を
明
に
し
て
、
其
の
顚
末
を
社
說
に
揭
げ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ

れ

か

ら

明

治

十

年(

一
八
七
七
年)

グ
リ
エ
ル•

モ•

ベ
ル
セ
ー 

氏

G
u
g
l
i
e
l
m
o

 B
e
r
c
h
e
t

の

「
イ
タ
リ
ヤ
に
於
け
る
往
時
の
日
本
使
節
」

が
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
同
氏
は
ベ
ー
ー
ス
市
長
と
し
て
岩
倉
大
使 

一
行
の
接
伴
に
當
り
、
右
の
文
書
を
見
て
日
伊
の
關
係
の
古
い
こ
と
に
感
じ
、
大
使
の
委
囑
も
あ
っ
た
の
で
、

ベ
ー
ー
ス
文
書
館
を
始
め
北 

伊
の
各
文
書
館
で
關
係
文
書
を
蒐
集
し
、

グ
ワ
ルチ

'
・

り
の
遣
使
錄
バ
ル
ト
ー
リ
其
の
他
の
舊
記
を
參
照
し
て
考
證
を
遂
げ
、
文
書
を
附 

錄
し
て
公
刊
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

爾
來
我
學
界
の
注
意
が
往
時
の
西
洋
と
の
交
通
事
蹟
に
向
け
ら
れ
、
其
の
方
面
の
硏
究
が
進
め
ら
れ 

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

私
も
簇
尾
に
附
し
て
此
の
硏
究
に
志
し
、
明
治
三
十
二
年
文
部
省
留
學
生
と
し
て
渡
歐
致
し
ま
し
た 

際
、

伊
、
蘭

、
英
、
佛
、
西
、
葡
諸
國
を
巡
歷
し
て
公
私
の
圖
書
館
、

文
書
館
等
に
つ
い'
-t
史
料
を
蒐
集
し
、
交
通
に
關
す
る
も
の
も
布. 

敎
に
關
す
る
も
の
も
意
外
に
多
い
こ
と
に
驚
い
た
程
で
あ
り
ま
す
。

一
例
を
擧
げ
れ
ば
、
秀
吉
が
呂
宋
に
降
伏
を
促
し
た
こ
と
に
つ
い
て 

旧
本
科
學
史
の
硏
究
資
料
に
つ
め
て(

村
上)
 

一
三
」
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禅
學
史
硏
究 

第
一
號 

，

一
四 

は
、
我
國
に
存
す
る
史
料
は
日
本
國
關
白
よ
り
小
琉
球
に
宛
て
た
書
翰
の
朝
鮮
征
伐
記
に
載
せ
て
あ
る
も
の
と
、
是
に
對
す
る
フ
ィ
リ
ッ 

ピ
シ
長
官
の
漢
文
の
書
翰
の
寫
の
み
で
あ
り
ま
す
が
、

イ
ス
パ
ー
ー
ヤ
の
舊
植
民
地
關
係
の
文
書
が
納
め
て
お
る
セ
ビ
ー
ヤ
市
の
印
度
文
書 

館
に
は
、
前
述
秀
吉
の
書
翰
の
西
語
譯
文
及
び
長
官
の
書
翰
の
西
語
原
文
を
始
め
、
數
囘
往
復
し
た
兩
方
の
書
翰
其
の
他
此
の
こ
と
に
關 

す
る
記
錄
が
殆
ど
完
全
に
保
存
し
て
あ
り
、

家
康
が
呂
宋
及
び
メ
キ
シ
コ
と
通
商
を
開
か
ん
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、

十
分
の
史
料
が 

現
存
し
て
ゐ
ま
す
。

又
伊
、

西
、
葡
三
國
在
留
中
に
前
記
兩
度
の
使
節
に
關
す
る
新
し
い
史
料
を
澤
山
に
發
見
致
し
ま
し
た
が
、
兩
使
節 

が
通
過
し
た
主
要
な
地
を
も
歷
訪
し
て
、
到
る
處
足
跡
が
殘
っ
て
ゐ
る
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。
北
伊
の
小
さ
な

町
で

あ
る
イ
モ
ラT

m
o
M

 

の
町
役
場
に
保
存
し
て
あ
る
當
時
の
議
事
錄
に
、

九

州

の

使

節

が

「
御
出
世
千
五
百
ハ
十
五
年
六
月
十
八
日
伊
藤
鈍
滿
所
、

千
々
石
鈍
彌 

解
瑠
、
原
元
鈍
丸
知
野
、
中
浦
鈍
壽
理
安
此
井
村
罷
通
候
處
、

在
所
之
諸
人
、
御
懇
不
及
申
候
、
爲
向
後
如
此
候
」

と
認
め
、

文
字
の
右 

側
に
口 

ー

マ
字
で
讀
方
を
附
し
、

更
に
伊
語
譯
文
を
添
へ
て
記
念
に
遺
し
た
も
の
が
揷
入
し
て
あ
り
、

又
ロ
ー
マ
市
役
所
の
兩
使
節
に
公 

民
權
を
贈
る
こ
と
忙
關
す
る
決
議
が
當
時
の
議
事
錄
に
載
せ
て
あ
り
、

セ
ビ
ー
ヤ
市
役
所
に
政
宗
が
市
に
贈
っ
た
書
翰
、

使
節
の
接
待
其 

の
他
に
關
す
る
市
會
の
決
議
錄
等
が
保
存
し
て
あ
る
の
が
其
の
例
で
あ
り
ま
す
。

是
等
史
料
の
政
宗
の
遣
使
に
關
す
る
も
の
は
、

外
國
語 

の
分
は
譯
文
を
添
へ
て
、
大
日
本
史
料
第
十
二
編
之
十
二
と
し
て
旣
に
刊
行
、

九
州
使
節
關
係
史
料
も
遠
か
ら
ず
大
日
本
史

M-
の
ー
卷
と 

し
て
刊
行
の
豫
定
で
御
座
い
ま
す
。

是
ま
で
述
べ
ま
し
た
所
は
、
科
學
と
は
ち
と
緣
の
遠
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
我
國
で
は
殆
ど
忘
れ
ら
れ
て
ゐ
た
史
實
が
、

西
洋
現
存 

の
史
料
に
依
っ
て
明
に
な
っ
た
こ
と
を
御
承
知
願
ふ
爲
め
で
あ
り
ま
し
て
、

此
の
種
の
史
料
以
外
に
布
敎
に
關
す
る
も
の
が
バ
チ
カ
ン
の 

圖
書
館
及
び
文
蚩
聶
、
リ

ス

ボ
ン

の

ア

ジ

ュ

ダA

 j
u
d
a

圖
書
館
、

マ
ド
リ
ッ
ド
の
史
學
科
學
士
院
圖
書
館
、
□

シ
ド
ン
の
ブ
リ
チ
シ•

ミ
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:

シ
ア
ム
文
書
部
等
に
澤
山
に
存
し
、

ロ
ー
マ
の.
フ
口
パ
ガ
ン
ダ•

フ

ィ

デ

ィp
r
o
p
a
g
a
n
d
a

 F
i
d
e
i

耶
蘇
會
本
部
等
に
は
、
是
ま
で
公 

開
に
な
ら
な
か
っ
た
が
、

更
に
多
く
の
貴
重
史
料
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
文
書
の
一
部
は
先
年
山
本
信
次 

郞
少
將
が
特
許
を
得
て
寫
さ
れ
た
も
の
を
帝
國
學
士
院
の
圖
書
室
に
納
め
て
あ
り
ま
す
。
右
布
敎
史
料
は
當
時
の
書
翰
報
吿
書
等
の
本
書 

又
は
寫
し
ゃ
寫
本
日
本
基
督
敎
會
史
の
類
で
、

中

に

は

フ

ス

の

日

本

史

L
u
i
s

 

h
l
-
o
i
s
-  

D
i
e

 

G
e
s
c
h
i
c
h
t
e

 J
a
p
a
n
s

の
如
く
飜
譯
出 

版

さ
れ

た
も

の

或
は

寫

眞

複

製

さ
れ

た
も

の
も

あ

り

ま
す

が

、
葡

文

の

日

本

通

信c
g
?
s
 

d
e  J

a
p

s1
伊

文

の

日

本

年

報L
e
t
f
e
l
-
e  

a
n
n
u
e

 

d
e
l

 G
i
a
p
p
o
n
e

の
如
く
日
本
在
留
の
耶
蘇
會
宣
敎
師
達
の
通
信
又
は
是
を
取
纏
め
て
年
報
と
し
た.
も
の
や
、

バ

ル

ト

リB
a
l
-
e
l
i

 

著
耶
蘇
會
史
、

グ

ス

マ

ンG
 u

z
m
a
n

著
耶
蘇
會
の
東
印
度
支
那
及
び
日
本
布
敎
史
等
早
く
出
版
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
耶
蘇
會
の 

日
本
年
報
は
京
都
帝
國
大
學
に
は
殆
ど
完
全
に
集
め
て
あ
り
、
他
の
官
私
立
諸
大
學
に
も
相
當
に
集
め
て
あ
り
ま
す
が
、

止
智
大
學
に
は 

諸
大
學
其
の
他
公
私
の
圖
書
館
所
藏
本
を
寫
眞
複
製
し
、

少
數
の
原
本
と
共
に
キ
リ
シ
タ
ン
文
庫
に
納
め
て
あ
り
ま
す
。
我
國
在
留
の
耶 

蘇
會
宣
敎
師
の
通
信
を
取
纏
め
年
報
と
し
て
總
長
に
呈
す
る
こ
と
は
天
正
七
年(

一
五
七
九
年)

以
降
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、

此
の
報 

吿
書

に

c
a
l
.
b
a  a

n
n
u
a

 d
e

 J
a
p

s*
の
表
題
が
見
え
る
の
は
、
天

正

九

年(

一
五
八
一
年)

が
最
初
で
あ
り
ま
す
故
、
其
の
前
の
分
は
私 

が
飜
譯
し
て
耶
蘇
會
士
日
本
通
信
と
題
し
て
異
國
叢
書
正
續
編
に
貳
卷
づ
つ
加
へ
て
あ
り
、
天
正
九
年
以
降
の
分
は
耶
蘇
會
年
報
と
題
し 

カ
ト
リ
ッ
ク
硏
究
と
い
ふ
雜
誌
の
第
十
九
卷
第
四
號
以
下
に
連
載
し
て
居
り
、
旣
に
一
五
ハ
三
年
の
分
ま
で
終
り
ま
し
た
。

此
の
外
に
長 

崎
叢
書
の
一
卷
と
し
て
、

元

龜

元

年(

一
五
七
〇
年)

ま
で
の
書
翰
の
肥
筑
地
方
に
關
す
る
分
の
拙
譯
文
が
公
刊
し
て
あ
り
ま
す
。 

鎖
國
前
に
西
洋
の
醫
術
を
我
國
に
傳
へ
た
の
は
耶
蘇
會
の
宣
敎
師
が
最
初
で
、
前
述
の
續
異
國
叢
書
中
の
耶
蘇
會
士
通
信(

豐

後

編) 

に
其
の
事
が
出
て
ゐ
ま
す
。

支
那
に
來
て
ゐ
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
商
の
一
人
で
、
相
當
に
名
を
知
ら
れ
た
ル
イ
ス•

デ
•

ア

ル

メ

イ

ダL

S.S 

日
本
科
學
史
の
硏
究
資
料
に
っ
い
て(

村
上)
 

一
五
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科
學
史
硏
究 

第
一
號 

一
六 

d
e

 A
l
m
e
i
d
a

が
耶
蘇
會
に
入
會
す
る
爲
め
豐
後
の
府
內
卽
ち
今
の
大
分
市
に
滯
在
修
業
し
て
ゐ
る
間
に
、
貧
民
中
幼
兒
を
養
育
す
る
こ 

と
が
出
來
ず
遺
棄
し
又
は
殺
す
も
の
の
あ
る
こ
と
を
聞
い
て
、

私
財
を
投
じ
て
其
の
收
容
所
を
設
け
る
こ
と
を
耶
蘇
會
に
申
出
た
こ
と
が 

端
緖
と
な
り
「

ア
ル
メ
イ
ダ
に
少
し
醫
術
の
心
得
が
あ
り
救
濟
事
業
に
乘
出
す
意
が
あ
っ
た
を
幸
に
、
耶
蘇
會
の
長
老
が
領
主
の
許
可
を 

得
て
、
弘

治

三

年(

一
五
五
七
年)

舊
敎
會
堂
跡
に
家
を
建
て
、
是
を
二
つ
に
區
分
し
て
、

一
方
で
は
癩
患
者
を
治
療
し
、

他
の
室
は
容 

易
に
治
療
の
出
來
る
內
外
科
の
患
者
用
と
し
、
外
科
は
ア
ル
メ
イ
ダ
が
擔
當
し
、
內
科
は
元
多
武
峰
の
僧
で
山
口
で
キ
リ
シ
タ
ン
と
な
っ 

て
府
內
に
移
っ
て
來
た
イ
ル
マ
ン•

パ
ウ
ロ
が
擔
當
し
た
。

パ
ウ
ロ
は
漢
方
を
學
ん
だ
醫
師
で
、

日
本
人
の
間
で
大
醫
と
認
め
ら
れ
て
ゐ 

た
が
、
其
の
用
ひ
た
漢
藥
の
一
は
三
日
熱
四
日
熱
に
卽
效
が
あ
り
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
支
那
に
携
へ
て
行
っ
た
處
、
其
の
後
も
續
々
府
内 

に
註
文
が
來
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

病
院
の
治
療
は
外
科
の
方
が
犠
に
成
績
が
良
く
、

十
年
二
十
年
の
古
創
や
腫
物
が
十
五H
 

で
全
治
し
、

十
五
年
二
十
年
の
病
人
が
三
四
十
日
で
囘
復
し
た
と
い
ふ
の
で
、
堺
や
京
都
か
ら
患
者
が
來
て
治
療
を
受
け
た
が
、

永
祿
二 

年
(

一
五
五
九
年)

に
は
夏
以
來
各
地
よ
り
來
た
も
の
が
二
百
人
を
超
え
た
。

そ
れ
で
、

石
の
土
臺
の
上
に
木
造
の
家
屋
を
新
築
し
、
舊 

建
物
は
癩
患
者
及
び
各
種
の
腫
物
及
び
創
の
あ
る
も
の
の
治
療
に
、
新
築
は
他
の
所
謂
淸
潔
な
患
者
の
收
赛
に
當
て
、
其
の
爲
め
兩
側
に 

ハ
室
を
設
け
、

多
い
時
は
十
六
人
を
入
院
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

ア
ル
メ
イ
ダ
は
治
療
の
傍
外
科
醫
師
の
養
成 

を
志
し
て
、

イ

ル

マ

ン•

ド

ワ

ル

テ

・

ダ•

シ
ル
バ 

T
r
m

s*D
u
a

s-e d
a

 S
i
l
v
a

外
四
五
人
を
助
手
と
す
る
に
至
っ
た
。
永
祿
四
年
以 

降

ア

ル

メ

イ

ダ

が

專

ら

布

敎

に

從

事
す

る
こ

と

と

な

っ
て

、

シ
ル
バ
が
主
と
な
り
、

イ

ル

マ

ン•

ア

イ
レ

ス•

サ

ン

チ=

ス 
h
m

§1 

A
y
r
e
s

 S
a
n
c
h
e
z

が
敎
育
の
傍
治
療
を
助
け
た
が
、
其
の
報
吿
に
依
れ
ば
、

永
祿
五
年
に
は
治
療
を
受
け
る
爲
めH

々
病
院
に
通
っ
て
來 

る
も
の
以
外
に
病
院
に
收
容
し
た
も
の
が
百
人
以
上
に
な
り
、

生
命
も
危
ぶ
ま
れ
た
多
數
の
人
が
完
全
に
健
廉
を
囘
復
し
た
。
其
の
多
數
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は
濃
潰
し
て
日
本
醫
師
が
不
治
と
考
へ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

翌
六
年
に
は
シ
ル
バ
が
布
敎
の
爲
め
肥
後
に
派
遣 

さ
れ
た
の
で
、

多
分
サ
ン
チ
ェ
ス
が
病
院
の
方
に
專
ら
に
な
っ
た
で
あ
ら
う
が
、
其
の
後
の
こ
と
は
耶
蘇
會
士
通
信
に
見
え
ず
、
病
院
が 

何
年
ま
で
あ
っ
た
か
明
か
で
な
い
。
併
し
內
科
は
パ
ウ
ロ
の
死
後
日
本
人
イ
ル
マ
ン•

ミ
ゲ
ル
が
其
の
後
を
繼
ぎ
、
常
に
日
本
醫
師
の
擔 

當
で
ち
っ
た
故
、
外
科
の
外
國
人
が
絕
え
た
と
し
て
も
、

ア
ル
メ
イ
ダ
の
敎X

を
受
け
た
日
本
人
助
手
が
代
っ
て
治
療
を
續
け
て
ゐ
た
で 

あ
ら
う
か
と
考
へ
ら
れ
、
天
正
十
四
年
末
島
津
の
軍
が
府
内
に
攻
入
っ
て
市
街
に
火
を
放
っ
た
際
、
敎
會
堂
と
共
に
病
院
も
燒
け
醫
員
も 

宣
敎
師
達
と
一
緖
に
山
口
に
移
っ
た
で
あ
ら
う
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

一
五
ハ
五
年
の
耶
蘇
會
年
報
に
は
一
五
八
三
年(

天
正
十
一
年)

に

長

崎

で

慈

惠

會M
i
s
e
r
i
c
o
r
d
i
a

が
創
立
さ
れ
た
こ
と
が
記
し
て 

あ
る
が
、
其
の
事

業
は

養

老

院
と

不

治

の(

癩
)

患
者
を
收
容
す
る
病
院
の
經
營
が
主
で
あ
り
、
病
院
で
は
一
般
患
者
も
診
療
し
た
こ
と 

が
見
え
ま
す
。
慈
善
の
事
業
で
あ
っ
た
爲
め
、
天
正
十
五
年
キ
リ
シ
え
ン
禁
制
と
共
に
長
崎
の
敎
會
堂
が
破
壞
さ
れ
た
時
も
慈
惠
會
の
建 

物
は
保
存
さ
れ
、
元

和

六

年(

一
六
二〇

年)

長
崎
奉
行
が
市
內
の
病
院
、
男
女
養
老
院
、
敎
會
堂
其
の
他
キ
リ
シ
タ
ン
關
係
の
諸
建
物 

を
破
壞
さ
せ
た
時
ま
で
存
續
し
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
其
の
一
で

あ
っ
た
サ
ン

チ
・
ゴs
a

5-
s-g
 〇

病

院

の

鐘

はH
o
s
p
i

s-1  

d
e

 S
a
n
t
i
a
g
o
1
6
12

と
刻
し
た
も
の
が
、•

今
日
も
大
分
縣
竹
田
町
の
中
川
神
社
に
保
存
し
て
あ
り
ま
す
。

サ
ン
チ
ャ
ゴ
病
院
に
は
慶
長
十 

九

年
(
.

一
亠
ハ
ー
四
年)

に
プ
レ
ー
ト
ル
ニ
三
人
と
フ
レ
ー
ル
一
人
と
ゐ
た
と
、

パ
ゼ
ー
ス
の
日
本
基
督
敎
史
に
あ
り
ま
す
が
、

此
の
フ
レ 

1

ル
が
醫
師
で
あ
り
ま
し
た
ら
う
か
、
其
の
邊
の
こ
と
は
未
だ
明
か
に
記
し
て
あ
る
も
の
を
見
て
ゐ
ま
せ
ぬ
。

又
病
院
破
壞
の
こ
と
も
パ 

ゼ
ー
ス
に
は 

les  

s
e
p
f

 

h
6
p
i
t
a
u
x

 

d
e

 N
a
n
g
a
s
a
k
i

と
あ
り
ま
す
が
、
其

の

中

に

はh
o
s
p
i
c
e

卽
ち
老
齡
貧
困
に
し
て
寄
邊~

の
な
い
も 

の:

旅
客
等
を
收
容
接
待
す
る
家
を
も
含
ん
で
ゐ
て
、
病
院
の
み
七
ヶ
所
と
い
ふ
の
で
は
な
か
ら
う
と
考
へ
ま
す
。
有
馬
に
も
亦
病
院
を 

日
本
科
學
史
の
硏
究
贅
抖
に
つ
い
て(

村
上Y
 

一
七
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科
學
史
硏
究 

第
一
號 

一
八 

領
主
の
多
額
の
寄
附
金
で
建
て
、

治
療
の
効
が
大
に
あ
っ
た
こ
と
が
傳
へ
ら
れ
て
ゐ
ま
す
が
、
外
國
醫
師
の
こ
と
は
一
向
見
え
ず
、

更
に 

硏
究
を
待
た
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

文

祿

二

年(

一
五
九
三
年)

フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
長
官
か
ら
派
遣
さ
れ
た
使
節
の
主
席
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
會
の
フ
ラ
イ•

ペ
ド
ロ•

バ
プ
チ
ス
タ 

F
r
a
y

 P
e
d
r
o

 B
a
p
t
i
s
e

は
肥
前
名
護
屋
で
秀
吉
に
謁
し
使
命
を
果
し
た
後
、
副
使
に
秀
吉
の
答
書
を
託
し
て
マ
ー
ー
ラ
に
歸
ら
せ
、
自
分 

は
隨
行
の
同
會
員
數
名
と
共
に
觀
光
の
許
可
を
得
て
京
都
に
上
り
、
其
の
儘
留
っ
て
布
敎
に
從
事
し
、

文
祿
三
年
ハ
月
敎
會
堂
の
建
築
が 

落
成
し
次
で
其
の
側
に
サ
ン
タ•

ア

ナS
a
n
t
a

 A
n
a

及
び
サ
ン
・
ホ
セ
ー S

a
n

 J
o
s
e

の
二
病
院
を
設
け
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

又
同
會
で
は
後
年
江
戶
の
敎
會
堂
の
側
に
も
病
院
を
建
て
、

フ
ラ

イ•

ペド
!
！  

•

デ
•

ブ

ル

ギ

リ

ヨ

スF
r
a
y

 

p
e
d
l
.
0

 

d
e

 

Bul.guillos

 

と
い
ふ
イ
ル
マ
ン
が
諸
病
を
治
療
し
て
ゐ
た
が
、
伊
達
政
宗
の
寵
愛
し
て

ゐ
た
外
國
人(

朝
鮮
人
な
ら
ん)

侍
女
が
病
に
罹
っ
て
其
の
治 

療
を
受
け
、
洼
快
し
た
爲
め
同
會
の
フ
ラ
イ•

ル

イ

ス•

ソ
テ
ロ 

L
u
i
s

 S
o
t
e
l
o

が
政
宗
の
知
遇
を
受
け
、

支
倉
と
一
緖
に
イ
ス
パ
ー
ー
ヤ 

及
び
ロ
ー
マ
に
使
す
る
に
至
っ
た
こ
と
が
、

ア
マ
チ
の
遣
使
錄
に
載
せ
て
あ
り
ま
す
が
、
是
が
西
洋
の
醫
師
が
江
戶
に
來
た
始
め
で
あ
り 

ま
せ
う
。

是
ま
で
述
べ
ま
し
た
所
は
布
敎
史
料
に
散
見
す
る
宣
敎
師
達
の
經
營
に
係
る
病
院
と
治
療
に
從
事
し
た
人
達
の
こ
と
で
御
座
い
ま
し
た 

が
、
今
よ
り
少
し
く
敎
育
の
こ
と
を
御
話
し
致
し
ま
せ
う
。
耶
蘇
會
で
も
他
の
諸
會
派
で
も
、
祭
儀
を
行
ふ
際
宣
敎
師
を
助
け
る
少
年
が 

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
敎
會
堂
で
正
式
に
祭
を
す
る
時
に
は
合
唱
隊
の
必
要
が
あ
る
所
か
ら
、
信
徒
の
子
弟
敎
育
を
始
め
、

又
從
來
僧
侶
に 

つ
い
て
學
習
し
て
ゐ
た
少
年
達
の
父
母
が
信
徒
と
な
っ
た
賛 

代

っ

て

其

の

敎

育

を

引

受

け

て

ゐ

ま

し

た

が

、
耶
蘇
會
で
は
天
正
九
年 

(

一
五
八
一
年)

に
少
年
敎
育
所
と
し
て
セ
ミ
ナ
リ
ヨs

e
m
i
m
z
o

を
安
土
と
有
馬
と
に
設
け
、

又
セ
ミ
ナ
リ
ヨ
を
卒
業
し
て
耶
蘇
會

18



員
と
・
な
っ
た
も
の
を
訓
練
す
る
ノ
ビ
シ
ャ
ドN

o
v
i
c

s-d
o

を
臼
杵
に
設
け
、

同
所
で
修
業
を
終
っ
た
も
の
に
高
等
敎
育
を
授
け
て
正
會
員 

と
す
る
爲
め
、

コ

レ

ジ

ョC

 o
l
l
e
g
i
o  

・
を
府
內
に
設
け
ま
し
た
。
安
土
の
セ
ベ
ナ
リ
ヨ
の
生
徒
は
明
智
の
亂
で
高
槻
に
移
り
、
其
の
後
有 

馬
の
學
校
に
收
容
さ
れ
、
・
天
正
十
四
年
島
津
の
軍
が
豐
後
に
侵
入
し
た
爲
め
臼
杵
と
府
內
の
學
校
生
徒
及
び
敎
師
は
他
の
宣
敎
帥
達
と
共 

に
一
時
山
口
に
避
難
滯
在
し
、
其
の
後
有
馬
領
內
に
移
り
、
更
に
安
全
な
天
草
島
に
移
り
、
後
に
は
コ
レ
ジ
ョ
は
長
崎
に
移
り
ま
し
た
。 

有
馬
に
移
っ
た
後
轉
々
し
た
の
は
秀
吉
の
禁
令
が
發
せ
ら
れ
、
朝
鮮
出
征
に
連
れ
て
秀
吉
が
肥
前
名
護
屋
に
來
た
爲
め
、
宣
敎
師
達
が
禁 

令
に
背
い
て
國
内
に
潜
伏
し
て
ゐ
た
こ
と
を
知
ら
れ
な
い
や
う
に
計
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

セ
ミ
ナ
リ
ヨ
の
生
徒
は
祈
禱
文
讃
美
歌
等
を
原
語
の
儘
に
唱
一
る
必
要
上
ラ
テ
ン
語
を
學
び
、

又
コ
レ
ジ
ョ
に
進
ん
で
學
習
す
る
爲
め 

ポ
ル
ト
ガ
ル
語
を
修
め
、

敎
理
問
答
を
授
け
ら
れ
た
。

コ
レ
ジ
ョ
に
於
て
は
更
に
語
學
を
修
め
、

又
神
學
哲
學
等
の
講
義
を
聽
い
た
。
哲 

學

の

講

義

は

天

正

十

一

年(

一
五
八
三
年)

始
め
て
府
内
の
コ
レ
ジ
ョ
で
行
っ
た
と
同
年
の
年
報
に
記
し
て
あ
り
ま
す
。
耶
蘇
會
に
入
會 

し
た
日
本
人
中
に
も
ザ
ビ
エ
ル
よ
り
洗
禮
を
授
け
ら
れ
て
最
も
早
く
イ
ル
マ
ン
と
な
っ
た
ロ
レ
ン
ソL

o
u
l
-
e
n
g
o

や
、
伊
東
マ
ン
シ
ョ
、
 

中

浦

ジ,

リ
ャ
ン
等
の
如
く
バ
ー
ド
レ
と
な
・
っ
た
も
の
も
あ
る
が
、

多
く
は
外
國
人
宣
敎
師
を
助
け
て
布
敎
に
從
事
す
る
こ
と
を
急
い
で
、
 

深
く
學
門
を
修
め
た
も
の
は
少
か
っ
た
で
あ
り
ま
せ
う
。
學
課
の
程
度
に
つ
い
て
は
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
や
耶
蘇
會
本
部
の
史
料
に
つ
い
て
更 

に
硏
究
を
進
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
へ
ま
す
。

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
會
の
日
本
の
布
敎
史
料
は
、
前
に
擧
げ
ま
し
た
バ
チ
カ
ン
、

ア

ジ

：
ダ
、

セ 

ビ
ー
ヤ
等
に
あ
る
も
の
の
外
に
、
各
地
の
同
會
に
保
存
し
て
あ
る
も
の
を
蒐
集
硏
究
し
て
、

マ
ド
リ
ッ
ド
の
パ
ー
ド
レ•

ペ
レ
スL

o
r
e
n
z
。  

P
e
r
e
z

が
一
九
一
四
年
以
來
、A

r
e
h
i
v
o

 

I
b
e
r
o
,
.
A
m
e
r
i
e
a
n
o

誌
に
連
載
し
た
も
の
が
お
り
、

又
同
會
及
び
ト
ミ-
-

コ
ヽ
ア
ウ
グ
ス•
チ
ン 

二
會
派
の
布
敎
史
も
重
耍
な
史
料
で
あ
り
ま
す
。

ア
ル
チ
・
ボ•

イ
ベ
ロ 
•

ア
メ
リ
カ
ノ
誌
の
本
社
は
一
九
三
六
年
七
月
イ
ス
パ
ー
一
ヤ
革
命 

日
本
科
學
史
の
硏
究
資
料
に
っ
い
て•(

村
上)
 

一
九
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二〇

 

の
際
暴
徒
に
燒
か
れ
、

パ
ー
ド
レ
・
ペ
レ
ス
は
鄕
里
に
避
難
し
て
翌
年
六
月
死
去
し
た
の
で
、

此
の
方
面
の
硏
究
發
表
は
一
時
中
止
と
な 

っ
た
が
、
本
年
六
月
よ
り
同
誌
は
再
び
發
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
故
、
何
人
か
代
っ
て
此
の
事
業
を
進
め
る
で
あ
り
ま
せ
う
。

そ
れ
で 

我
國
に
於
け
る
同
會
の
布
敎
に
關
す
る
新
し
い
史
料
が
得
ら
れ
る
で
あ
ら
う
と
期
待
し
て
ゐ
ま
す
。

天
文
年
問
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
商
船
が
始
め
て
種
子
島
に
來
た
後
、
約
五
十
年
の
間
我
國
に
渡
來
し
た
の
は
同
國
の
船
の
み
で
あ
り
、
耶
蘇 

會
の
宣
敎
師
も
ザ
ビ
エ
ル
が
立
て
た
方
針
に
從
っ
て
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
で
な
け
れ
ば
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
に
通
じ
た
他
の
歐
洲
人
で
あ
っ
た
の 

で
彼
等
は
皆
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
を
用
ひ
、
耶
蘇
會
の
諸
學
校
に
於
て
も

前
に
述
べ

た
通
り
ポ
ル

,-
1'
ガ
ル
語
を
敎
授
し
た
故
、
同
國
語
に
通
じ 

た
日
本
人
も
多
く
出
來
ま
し
た
。

そ
れ
で
後
に
渡
來
し
た
西
、

蘭

、
英
諸
國
人
も
我
國
人
と
の
交
涉
に
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
を
用
ひ
、

オ
ラ 

ン
ダ
商
館
が
平
戶
に
設
け
ら
れ
て
も
、
商

館

長

は

カ

ピ

タ

ンC

 a
p
i
s
o

次
席
館
員
は

へ
ト

ー

ルf
e
i
t
o
r

と
ポ
ル
ト
ガ
ル
風
に
呼
ば
れ
、
 

商
品
の
名
稱
も
舶
來
品
は
ポ
ル
ト
ガ 

ル 

の
そ
れ
を
用
ひ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
狀
態
で
あ
り
ま
し
た
。
併
し
オ
ラ
ン
ダ
の
商
船
リ
ー
フ
デ 

L
i
e
f
d
e

が
南
洋
に
向
け
航
行
中
度
々
の
暴
風
雨
で
大
破
し
、

慶

長

五

年(

一
六
〇
〇
年)

豐
後
に
避
難
し
、

次
で
堺
を
經
て
浦
賀
に
廻
航 

し
、
乘
組
員
の
生
存
し
て
ゐ
た
も
の
十
八
人
は
家
康
の
庇
謹
を
受
け
て
我
國
に
逗
留
し
て
ゐ
た
。
慶

長

十

四

年(

一
六
〇
九
年)

オ
ラ
ン 

ダ
東
印
度
會
の
船
が
二
隻
平
戶
に
入
港
し
、
幕
府
の
許
可
を
得
て
商
館
を
設
置
し
通
商
を
開
始
す
る
に
至
っ
た
際
に
は
、
安

針(
W
i
l
l
i
a
m

 

A
d
a
m
s
)
、

耶
楊
子 

(
J
a
n

 

J
o
o
s
f
e
n
)

、

メ
ル
セ
ン.(

M
e
l
c
h
i
o
r

 v
a
n

 s
a

g-v
o
o
r
t
)

 

等
は
、
旣
に
日
本
語
も
相
當
に
達
者
と
な
っ
て
居
り
、
家 

康
の
知
遇
を
受
け
て
一
般
に
も
認
め
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
が
通
譯
も
し
て
世
話
を
し
、
商
館
の
通
譯
に
は
同
じ
く
リ
ー
フ
デ
の
乘
組
員
で
あ 

っ
て
日
本
語
も
出
來
た
ヤ
ン•

コ
ウ

サ
イ
ン

ズJ
a
n

 

C
o
u
s
i
j
n
s
z

が
採
用
さ.
れ
た
故
、
館
內
外
の
普
通
用
務
に
は
オ
ラ
ン
ダ
語
で
足
り
、
 

追
々
雇

If
し
た
日
本
人
も
自
然
蘭
語
を
解
す
る
に
至
っ
た
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
ま
す
。

そ
れ
で
寬
永
十
八
年
長
崎
移
轉
を
命
ぜ
ら
れ
た
際
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に
は
伊
兵
衞
、
孫
兵
衞
ヽ
藤
左
衞
門
、•

伯
左
衞
門
、

作
右
衞
門
等
逋
譯
と
じ
て
役
に
立
つ
も
の
が
出
來
て
ゐ
ま
し
た
。
(

オ
ラ
ン
ダ
商
館 

で

は
彼
等
を

一 B
o
y
y
 

M
z
u
l
c
k
e
b
e
o
y
®

 T
h
o
s
e
i
j

启o
p
 B

a
a
k
o
s
a
e
i
j
m
o
F
、s
a

-g-j
e
m
o
n

と
呼
ん
で
ゐ
た)

。

そ̂

P

長
崎
に
移 
っ
て
も 

彼
等
を
通
詞
と
し
た
い
と
願
っ
た
が
、

元
來
オ
ラ
ン
ダ
商
館
の
移
轉
は
、

多
年
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
の
貿
易
を
行
っ
て
來
た
江
戶
、
亠
諭
、
大 

阪
、
堺
、

長
崎
五
ケ
所
の
商
人
の
組
合
が
、・
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
通
商
禁
止
に
依
っ
て
非
常
な
打
擊
を
被
り
、
・
直
轄
領
で
あ
っ
た
長
崎
も
同
じ 

く
存
立
が
危
く
な
っ
た
爲
め
、

五
ヶ
所
の
頭
人
達
よ
り
幕
府
に
願
出
た
結
果
で
あ
っ
た
故
、
奉
行
は
從
來
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
通
詞
の
申
三
人 

を
殘
し
て
、
僅
に
伯
左
衞
門
、
作
右
衞
門
の
二
人
を
採
用
す
る.
こ
と
と
し
、
平
戶
か
ら
連
れ
て
來
た
使
用
人
中
に
も
蘭
語
に
通
じ
た
も
の 

が
あ
っ
た
ら
う
が
、

キ
リ
シ
、タ
ン
取
締
り
の
意
味
も
あ
っ
て

羸
雇
歸
鄕
を

命
じ

た
の
で

あ
り
ま
す

。
然

る

に

寬

永

二

十

年(

一
六
四
三 

年)

蘭

船

ブ

レ

ス

ケ

シ

スB
r
e
s
k
e
g

 

‘が
金
銀
島
探
檢
の
航
海
中
南
部
の
海
岸
に
寄
航
し
た
際
、
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
宣
敎
師
を
潜
入
せ
し 

め
ん
と
す
る
の
で
あ
ら
う
か
と
疑
■<>
て
、

船
長
以
・
下
十
名
が
上
陸
し
た
を
幸
に
捕
へ
て
盛
岡
經
由
江
戶
に
護
送
し
た
が
、
出
府
中
の
長
崎 

奉
行
所
の
葡
語
通
詞
で
は
用
が
足
ら
ず
、
平
戶
よ
り
伊
兵
衞
、
孫
兵
衞
ド
藤
左
衞
門.
の
三
人
を
喚
出
し
て
取
調
べ
た
結
果
、

オ
ラ
ン
ダ;<

 

で
、
宣
敎
師
を
入
國
さ
せ
ん
と
し
た
の
で
な
い
こ
と
が
明
か
に
な
り
、
出
島
商
館
長
に
引
渡
し
、

同
時
に
將
來
の
必
要
を
考
亠
て
伊
兵
衞 

を
通
詞
に
採
用
し
て
江
戶
に
留
め
、

孫
兵
衞
と
藤
左
衞
閃
は
長
崎
で
採
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
爾
來
長
崎
の
葡
語
通
詞 

達
瓜
蘭
語
の
必
耍
を
感
じ
て
子
弟
に
之
を
學
習
さ
せ
、

此
の
頃
よ
り
稽
古
通
詞
を
置
い
て
語
學
に
熟
達
す
る
や
う
計
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。 

但
し
葡
語
通
詞
は
其
の
後
も
置
い
て
あ
っ
て
、

延

寶

元

年(

ニ
ハ
七
三
年)

英
國
東
印
度
會
社
の
船
が
通
商
復
活
を
願
ふ
爲
め
長
崎
に
渡
・
 

來
し
た
時
に
も
、

取
調
に
蘭
語
と
葡
語
が
用
ひ
ら
れ
た
こ
と
が
同
船
，の

日

記

に

載

せ

て

あ

り

ま

す

..
'°
文•
ケ-
ン
。ヘ
ル
〇
日
朮
史
に
も
稽
古
逋 

詞
が
日
々
商
館
に
來
て
蘭
語
と
葡
語
を
館
員
に
つ
い
て
學
ん
で
ゐ
た
こ
と
が
記
し
て
あ
り
ま
す
が
、
自
然
蘭
語
が
主
と
な
っ
た
の
で
あ
り 

日
本
科
學
史
の
硏
究
資
料
に
っ
い
て(

村
上) 

一
ニ
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ニ
ニ 

ま
せ
う
。
尤
も
稽
古
通
詞
は
皆
本
通
詞
の
實
子
又
は
養
子
で
あ
っ
て
、
特
に
選
拔
さ
れ
た
も
の
で
な
か
っ
た
の
で
、
力
の
弱
い
も
の
も
少 

か
ら
ず
、
秦
が

順

繰

り

に

小

通

詞

大

通

詞

と

昇

進

し
て

行

く

の
で

、

オ
ラ
ン
ダ
商
館
員
が
通
詞
の
役
・
に
立
た
ぬ
こ
と
を
憤
慨
し
た
こ
と 

は
無
理
も
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
が
、
優
秀
な
も
の
も
あ
つ.
て
、
蘭

人

に

接

し

嚳

を

讀

ん
で

學

ぶ

所

の

有

っ

た

も

の

は

、
是
ま
で
名
を
知 

ら
れ
て
ゐ
る
人
達
に
限
ら
な
か
っ
た
ら
う
と
思
は
れ
ま
す
。

ハ
ー
グ
の文

♦
!

館
に
は
日
本
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
關
係
の
文
書
が
澤
山
に
保
存 

し
て
あ
り
、
蔚
館
日
誌
其
の
他
寫
眞
複
製
し
又
は
謄
寫
し
て
帝
國
學
士
院
圖
書
室
に
納
め
て
あ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
か
ら
、ヽ
之
に
つ
い
て 

調
べ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

日

誌

は

寬

永

八

年(

一
六
三
一
年)

以
降
約
二
百
三
十
年K

亙
る
も
の
で
あ
る
が
、
寬

永

十

八

年

五

月(

一
六
四
一 

年

六

月)

よ

り

慶

安

元

年

十

月(

一
六
四
ハ
年
十
二
月)

ま
で
の
分
は
曩
に
私
が
飜
譯
し
出
島
蘭
館
日
誌
と
題
し
て
世
に
公
に
し
ま
し
た
。 

之
に
つ
い
て
も
醫
藥
の
こ
と
に
關
し
色
々
新
し
い
こ
と
が
分
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

- 

カ
ス
パ
ル
流
と
い
ふ
は
、
慶
安
二
年
東
印
度
會
社
の
特
派
使
節
が
來
朝
し
て
江
戶
に
上
っ
た
際
、
幕
府
年
來
の
希
望
に
依
り
、
隨
員
に 

醫

師

カ

ス

パ

ル•

ス
ハ
ー

ム
ベ
ル
ヘ
ンC

a
s
p
a
r

 s
c
h

ssa
l
B
b
e
r
g
e
n

貿
易
事
務
員
補
ウ
ィ
ル
レ
ム•

バ
イ
レ
フ
ェ
ル
トW

i
l
l
e
m

 B
i
j
l
e
v
e
l
d

 

砲

手

ユ

リ

ヤ

ー

ン•

ス
ヘ
ー
デ
ル 

J
u
l
i
a
a
n

 

S
c
h
e
d
e
l

伍

長

ヤ

ン•

ス

ミ

ッ

トJ
a
n

 S
m
i
d

を
加
へ
、

江
戶
に
着
い
て
醫
術
、
算
術
、 

砲
術
の
傳
習
を
な
し
、
滯
在
約
十
ケ
月
に
及
ん
だ
こ
と
が
、
遣

使

錄M
o
n
^
m
l
s
y

 

G
e
d
e
u
k

旨

e
r
d
i
g
e

 

G
e
s
a
n
f
s
c
h
a
p
p
e
n

 

d
e
r

 

o
o
s
r

 

I
n
d
i
s
c
h
e

 M
a
M
s
c
h
a
p
p
i
j

 

i
n
i
/

 

v
e
r
e
e

s.g
d
e

 

N
e
d
e
r
l
a
n
d

 

a
a
n

 d
e

 K
a
i
s
a
r
e
n

 v
a
n

 J
a
p
a
n

 

に
載
せ
て
あ
っ
て
、
其
の
傳
習
を
受
け 

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
か
に
な
り
ま
し
たQ  

 ヽ

. 

,• 

江
戶
で
蘭
學
が
始
ま
っ
た
後
に
西
洋
か
ら
傳
は
っ
た
學
術
の'
こ
と
は
、
當
時
の
飜
譯
書
も
現
存
し
、
所
傳
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
相
當
に 

明
か
に
な
っ
て
居
り
ま
せ
う
が
、
蘭
學
事
始
に
解
體
新
書
翻
譯
當
初
の
苦
心
を
敍
し
た
所
に
、
「
或
る
日
鼻
の
所
に
て
、

フ
ル
・
ヘ
ッ
ヘ
ン
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ド
せ
し
も
の
な
り
と
あ
る
に
至
り
し
に
、

此
語
わ
か
ら
ず
」

と
い
ふ
有
名
な
一
節
が
あ
り
ま
す
が
、
原

書

にv
e
h
h
e

球en
d

 e

と
い
ふ
語
は 

出
て
居
ら
ず
、
玄
白
先
生
の
記
憶
の
誤
で
あ
ら
う
と
板
澤
武
雄
君
の
著
杉
田
玄
白
の
蘭
學
事
始(

ラ
ジ
オ新

#
！)

に
見
え
ま
す
位
で
、
他 

に
も
誤
っ
た
傳
へ
が
少
か
ら
ず
、

又
解
體
新
書
は
刊
行
ま
で
に
稿
を
改
め
る
こ
と
十
一
囘
と
い
ふ
こ
と
で
、•

語
學
の
力
が
乏
し
く
、
想
像 

を
加
へ
て
譯
出
し
進
行
す
る
に
從
っ
て
前
の
誤
が
分
っ
て
逐
次
改
訂
し
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
最
後
の
成
丈
も
果
し
て
何
程
原
著
の
意 

を
傳
へ
得
た
か
原
書
と
對
照
し
て
硏
究
丈
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
う
。
其
の
後
續
々
出
た
飜
譯
書
に
つ
い
て•
も
同
樣
で
、
何
某
の
著
書
を
硏 

究
飜
譯
し
て
何
舉
を
傳
へ
た
と
い
っ
て
も
、

一
々
原
書
と
照
合
し
て
調
べ
る
要
が
あ
ら
ろ
と
考
へ
ま
す
。
英
露
兩
國
が
南
北

'i
り
我
國
に 

開
港
を
迫
ら
ん
と
す
る
情
勢
と
な
っ
て
開
國
を
勸
め
る
爲
め
弘
化
元
年(

一
ハ
四
四
年)

オ
ラ
ン
ダ
の
特
使
が
携
へ
來
っ
た
ウ
ィ
ル
レ
ム 

二
世
の
・

I

翰

の

譯

文

に

「
常
に
貿
易
の
新
路
を
開
か
ん
と
計
り
、
其
の
發
見
に
努
力
す
る
爲
め
時
に
は
外
國
と
爭
を
起
し
」

と
い
ふ
意
味 

の

所

を

「
商
賣
の
正
路
に
據
ら
ず
し
て
速
に
利
潤
を
得
ん
せ
欲
し
或
は
外
國
と
論
爭
を
起
し
」

と
し
て
あ
る
。
飜
譯
者
は
漩
川
六
藏
で
、
 

蘭
語
の
力
は
相
當
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
が
、

そ
れ
で
も
右
の
如
く
原
文
と
離
れ
た
譯
し
方
を
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
よ
り
力
の
劣 

っ
た
も
の
も
多
か
っ
た
で
あ
り
ま
せ
う
か
ら
批
判
の
要
が
あ
り
ま
せ
う
。
夫
に
つ
い
て
は
各
學
科
の
專
門
家
が
自
ら
蘭
語!

鎖
國
前
を 

硏
究
す
る
者
は
葡
、
西
、
・
伊
語
——

を
學
ば
ね
・
ば
な
ら
ぬ
。
飜
譯
を
語
學
者
に
依
賴
し
た
の.
で
は
不
十
分
で
お
り
ま
世
う
。

•

本
タ
は
自
分
の
硏
究
の
こ
と
を
多
く
迹
べ
ま
し
て
甚
だ
恐
縮
に
存
じ
ま
す
が
、

海
外
の
日
本
關
係
史
料
が
非
常
に
役
に
立
っ
た
こ
と
を 

申
上
げ
る
爲
め
で
御
座
い
ま
し
た
。
若
し
御
參
考
に
な
る
所
が
御
座
い
ま
し
た
ら
ば
幸
と
存
ず
る
の
で
御
座
い
ま
す
。

日
本
科
學
史
の
硏
究
資
料
に
っ
い
て(

村
上)

二
三
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・
わ
が
國
に
於
け
る
日
本
數
學
史
の
硏
究

- 

■*>
.
・
小
「
倉

金

之
•

助

「

丄 

-

こ
れ
は
昭
和
十
六
年
九
且
十
三
日
、
日
本
科
學
史
學
會
に
於
け
る
講
演
の
筆
記
に
、
ほ
ん
の
少
し
ば
か
り
手
を
加
へ
た
も
の
で
あ
る
。 

髀
演
の
際
に
は
、
人
名
に
敬
稱
を
附
け
た
が
、
こ
ゝ
に
は
一
切
省
く
こ
と
に
し
た
。
そ
の
旨
御
了
承
を
願
ひ
た
い
。 

「
今
口
の
會
合
は
尊
門
に
よ
っ
て
分
れ
た
部
會
で
は
な
く
、

一
般
的
な
例
會
で
あ
る
か
ら
、
題
目
も
あ
ま
め
特
殊
な
も
の
で
は
な
く
、

ー
 

般
的
な
も
の
を
選
ぶ
こ
と
と
し
た
。
豫
定
さ
れ
た
題
目
は
、
「
日
本
に
於
け
る
數
學
史
の
硏
究
」

と
な
っ
て
ゐ
る
が
、
最
近
、
病
氣
の
た
め 

に
、
準
備
が
出
來
兼
ね
た
の
で
、
今
日
は
た
だ
東
洋
數
學
史
、

そ
れ
も
特
に
日
本
數
學
史
の
硏
究
を
主
と
し
て
お
話
し
、

西
洋
數
學
史
の 

硏

究

に

つ

い
て

は

後

の

機

會

量

り

た

い

と

思

ふ

。 

・
 

明
抬
以
來
、
我
國
で
著
さ
れ
た
日
本
數
學
史
及
び
そ
れ
を
含
ん
だ
科
學
史
の
數
は
、

多
少
の
支
那
數
學
史
に
關
す
运
も
の
も
入
れ
る
と
・
、
 

今
日
ま
で
私.
の
知
り
得
た
だ
け
で
も
、
單

行

本

は(

講
座
を
も
含
め
て)

四
十
五
種
、
雜
誌
所
載
の
論
文
は
、

ご
く
短
い
、
論
文
の
名
汇 

値
し
な
い
や
う
な
も
の
を
も
數
へ
て
、

四
百
十
篇
に
上
っ
て
ゐ
る
。

し
か
し
も
っ
と
詳
し
く
調
査
す
れ
ば
、

こ
れ
等
の
數
は
な
ほ
大
に
增 

加
す
る
可
能
性
が
あ
る
。 

ー
 

・
 

-

-

 

こ
れ
等
の
文
獻
に
つ
い
て
、

一
々
そ
の
解
題
を
申
し
上
げ
る
こ
と
は
、
到
底
出
來
な
い
こ
と
で
あ
爲
か
ら
、
今
日
は
、
先
づ
時
代
の
順



に
、
數
學
史
硏
究
の
狀
態
を
槪
觀
し
て
ゝ
現
代
に
ま
で
及
び
ヽ
更
に
今
後
の
硏
究
に
對
し
て
、

一
、
二
の
耍
望
を
述
べ
る
程
度
に
致
じ
た
い
。

- 

‘
 

' 

- 

‘
 

-
-
 

- 

德

川

時

代

•

德
川
時
代
に
は
、
我
國
に
、

正
じ
い
意
味
で
の
數
學
史
の•
硏
究
と
い
ふ
・
や
う
な
も
の
は
、
存
在
し
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

こ
の
點 

は
支
那
と
大
い
に
異
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

、 

• 

' 

支
那
で
、は
相
當
古
く
、
淸

代

に

『
疇
人
傳
』(

一
七
九
九)

の
如
き
、

天
文
、
曆
術
、.
數
學
の
諸
家
を
含
ん
だ
列
傳
體
の
大
部
な
歷
史
が 

作
ら
れ
て
ゐ
る
。

こ
れ
に
比
べ
る
と
、
我
國
の
數
學
史
は
非
常
に
遲
れ
て
出
發
し
た
の
で
あ
っ
た
。

實
際
、
德
川
時
代
に
あ
っ
て
多
少
數
學
史
的
な
も
の
と
言
へ
ば
、

先

づ

『
荒
木
村
英
先
生
茶
話
』

や

『
山
路
君
樹
先
生
茶
話
』.
等

か

ら

・
 

始
ま
る
の
で
あ
ら
う
が
、

こ
れ
は
單
な
る
資
料
に
過
ぎ
な
い
。

や\

系
統
的
な
歷
史
と
し
て
は
、

村

井

中
漸
の
『
算
法
童
子
問
』(

天
明
四 

年

、

一
七
ハ
四)

の
中
に
、
僅
か
二
、

三
頁
の
敍
述
が
見
え
る
の
が
ヽ
こ
の
時
代
の
刊
本
と
し
て
は
、
殆
ん
ど
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。 

寫

本

で

は

古

川

氏

一

の

『
算
話
隨
筆
』(

文
化
ハ
年
、

一
ハ
ー
ー)

、
高

橋

織

之

助

の

『
算
話
拾
藩
集
』(

文
化
ハ
年
、

一
八
亠
・
こ
等
が
あ 

っ
て
、
數
學
史
に
關
す
る
種
々
の
資
料
を
載
せ
て
居
る
し
、

ま

た

村

井

中

漸

の

『
算
學
系
統
』(

一
七
七
ー)

、
藤
田
定
資
の
『
日
本
算
者 

系
』(

一
七
ハ
一)

、
小

澤

正

容

の

『
算
家
譜
略
』(

一
八
〇
一)

、
白

石

長

忠

の

『
數
家
人
名
志
』(

一
八
二
四)

、
同

『
算
學
系
圖
』

な
ど
、 

>

和
算
家
の
系
統
、

人
名
、
著
述
目
錄
等
は
、
相
當
數
多
く
知
ら
れ
て
ゐ
る
。

に
れ
等
は
古
い
時
代
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
資
料
と
し
て
貴 

重
な
も
の
で
は
あ
る
が
、

し
か
し
中
に
は
不
正
確
な
記
載
や
、
明
ら
か
な
誤
謬
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
今
日
で
は
、

再
吟
味
せ
ず
に
、

そ
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科
學
史
硏
究 

第
一
號 

二
六 

の
ま
ゝ
用
ひ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の 

で
あ
る
。

か
や
う
な
程
度
で
あ
っ
た
か
ら
、
德
川
時
代
に
は
、
學

問

ら

し

い

「
數
學
史
」

の
硏
究
が
殆
ん
ど
存
在
し
な
か
っ
た
と
見
る
方
が
、

至 

當
で 
あ
ら
う
と
恩,
ふ
。明

治

時

代

と
こ
ろ
が
明
治
時
代 

二

八

六

八

—

一
九
ー
ー)

に
入
る
と
、
明
治
五
年
の
學
制
頒
布
以
來
、
小
學
か
ら
大
學
に
至
る
ま
で
、
洋
算
を 

採
用
し
て
和
算
を
廢
し
た
の
で
、

そ
れ
以
後
和
算
は
急
速
に
衰
へ
、
僅
か
十
數
年
に
し
て
、
殆
ん
ど
有
る
か
無
き
か
の
狀
態
に
立
ち
至
っ 

た
。

そ
れ
で
和
算
家
の
間
か
ら
、

和
算
を
永
く
後
肚
に
傳
へ
ん
と
し
て
、

和
算
史
の
宴
求
が
起
っ
て
來
た
の
で
あ
る
。 

そ
の
最
初
に
現
れ
た
の
が
、
福

田

理

軒

の

『
算
法
玉
手
箱
』(

明
治
十
二
年
、

一
八
七
九)

で
あ
っ
て
、

こ
の
中
に
は
他
の
事
柄
も
あ
る 

が
、
兎
に
角
、
數
學
の
系
統
や
ら
數
學
者
の
人
名
や
ら
著
述
書
や
ら
を
、
小
判
な
が
ら
も
四
ト
頁
に
亙
っ
て
列
記
じ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
，
 

の
中
、
刊
行
數
學
書
の
目
錄
は
、
割
合
に
正
確
で
價
値
あ
る
も
の
と
、
今H

で
も
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
。

遠1

利
貞
が
和
算
史
の
硏
究
に
志
し
た
の
は
、

明
治
十
一
年
で
あ
る
と
い
ふ
。
東
京
數
學
會
社
の
設
立
は
、

明
治
十
年
で
あ
っ
た
が
、
 

そ
の
會
合
の
狀
態
等
か
ら
、
憤
然
和
算
史
の
著
述
を
思
ひ
立
っ
た
の
で
あ
る
。

間
も
な
く
、

理
科
大
學
敎
授
の
菊
池
大
麓
も
、

や
は
り
和
算
を
後
に
傳
へ
る
た
め
に
、

明
治
十
四
年
、
數
學
敎
室
で
和
算
圭
貝
の
取
調
べ 

—
!

そ
れ
は
主
と
し
て
和
算
書
の
蒐
集
で
あ
っ
た!
1

を
計
畫
し
、

和
算
家
萩
原
禎
助
に
囑
托
し
た
。
萩
原
は
明
治
十
四
年
か
ら
十
七
年 

ま
で
取
調
べ
に
當
っ
て
ゐ
る
。

明
治
十
三
—

十

四

年

度

の

『
大
學
一
覽
』

に
よ
る
と
、
數

學

科

四

學

年

の

學

科

課

程

の

中

に

、s
h
o
r
e

 

r
e
v
i
e
w

 

〇
f

 

t
h
e

 

J
a
p
a
n
e
s
e

 m
a
f
h
e
m
a
t
i
e
s

 
(

日
本
數
學)

と
記
さ
れ
て
ゐ
る
が
、

實
際
ど
れ
だ
け
實
行
さ
れ
た
の
か
不
明
で
あ
る
。
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遠

藤

利

貞

の

『
大
日
本
數
學
史
』
は
明
治
二
十
六
年
に
脫
稿
ヽ
二
十
九
年2

ハ
九
六
〉
に
出
版
さ
れ
た
。

遠
藤
は
こ
れ
よ
り
前
明
治
十 

九
年
に
、
大
日
本
敎
育
會
に
於
て
、
和

算

史

の
講
演
を

行
っ
て

ゐ
る(

『
同
會
雜
誌
』
四
〇
—

四
一
號)

。

こ
の
最
初
の
日
本
數
學
史
と
も
稱 

す
べ
き
、

十
五
行
三
十
字
四
百
四
十
五
頁
の
大
作
『
大
日
本
數
學
史
』
は
、

編
年
體
で
あ
っ
て
、
所
々
に
和
算
の
理
論
方
法
を
插
ん
だ
も 

の
で
あ
る
。

こ
の
著
作
の
た
め
に
「
遠
藤
は
生
活
の
窮
乏
と
鬪
ひ
な
が
ら
ヽ
資
料
蒐
集
の
上
に
、•

敍

述

奠

の

上

に

ヽ

絕
大
な
る
艱
苦
を 

續
け
た
の
で
あ
っ
た
。

勿
論
今
日
の
眼
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
書
は
史
實
に
於
て
ゝ
解
釋
に
於
て
、
方
法
論
に
於
て
、
大
な
る
缺
陷
を
有
し
て 

ゐ
る
。

し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
何
と
云
っ
て
も
、

正
に
菊
池
大
麓.
の
述
べ
た
通
り
、
「
和
算
の
何
物
た
る
を
明
に
す
る.
の
松
明
」

で
あ
り
 ゝ

「
探
究
者
の
爲
に
豫
察
地
圖
を
製
し
た
る
」
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
意
味
に
於
て
、•

こ
ゐ
作
品
は
永
遠
に
生
き
て
ゐ
る
と
云
っ
て
よ
い
。 

遠
藤
と
相
俟
っ
て
川
北
朝
鄰
は
、
纏
っ
た
數
學
史
こ
そ
書
か
な
・
か
っ
た
が
、
當
時
の
諸
種
の
雜
誌
等
に
和
算
の
史
料
を
揭
げ
て
ゐ
る
。 

最

初

は

主

ど

し

て

『
東
京
數
學
會
社
雜
誌
』

に
載
せ
、

明
治
二
十
三
年
に
は
、

フ

ラ

ン

ス

人B
e
r
t
i
n

が
歸
國
の
際
に
和
算
の
，歷
史
を
書 

い
て
贈
っ
た
。

明

治

二

十

三

年

以

來

は

『
數
學
報
知
』

に
、

二
十
四
、

五

年

に

は

『
數
學
協
會
雜
誌
』

に
發
表
し
て
ゐ
る
。 

『
數
學
輸
知
』

は
攻
玉
舍
を
中
心
と
し
た
雜
誌
で
、

明
治
廿
三
年
か
ら
廿
九
年
ま
で
續
い
た
が
、
‘竹
貫
登
代
多
の
關
係
が
ら
か
、

和
算
に 

關
す
る
史
料
や
小
論
文
を
載
せ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
寄
稿
者
に
は
、

川
北
の
外
に
も
、
遠
藤
利
貞
、
野
澤
謙
輔
、

九
一
山
人
ゝ
竹
貫
直 

次
な
ど
が
あ
づ
た
。 

'

そ
の
頃
、
東
大
の
數
學
敎
室
で
は
、
菊
池
大
麓
の
下
に
、
遠
藤
利
貞
を
囑
托
と
し
て
、
再
び
明
治
廿
八
年
か
ら
和
算
の
調
査
を
始
め
た 

が
、

そ
れ
は
菊
池
が
大
學
を
去
る
明
治
三
十
二
年
ま
で
續
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
と
し
て
、
菊

池

自

ら

が

『
東
京
數
學
物
理
學
會
記 

事
』

に
、
圓
の
面
積
、
圓
の
弧
、
圓

周

率

7T
の
級
數
、

7T2
の
級
數
に
關
す
る
四
つ
の
論
文
を
、
英
文
で
發
表
す
る
に
至
っ
た
。 

・
わ
が
國
に
於
け
る
巳
本
數
學
史
の
硏
究(

小
倉)
 

二
七
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ハ 

こ
れ
等
の
論
文
は
、

和
算
の
方
法
を
極
め
て
忠
實
に
現
代
式
に
飜
譯
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

斯
か
る
方
法
は
今
日
も
多
く
行
は
れ
る
處 

で
あ
る
が
、

そ
れ
は
菊
池
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
點
で
こ
れ
等
の
論
文
は
劃
期
的
な
も
の
と
言
へ
る
だ
ら
う
。
菊
池
自
ら
は
、
 

「
之
は
級
數
の
く
ゝ
り
方
が
、
如
何
に
も
面
白
い
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
斯
の
如
き
全
く
獨
立
の
硏
究
を
し
た
こ
と
が
、

日
本
に
も
あ
る 

と
云
ふ
こ
と
を
、
外
國
人
に
紹
介
し
た
い
考
で
、
あ
づ
た
の
で
あ
り
ま
す
」(

『
本
朝
數
學
逋
俗
講
演
集
』
明
治
四
十
一
年)

と
語
っ
て
ゐ
る
。 

ま
た
藤
澤
利
喜
太
郞
は
一
九
〇
〇
年(

明
治
三
十
三
年)

、
巴
里
に
開
か
れ
た
萬
國
數
學
者
大
會
で
、
和
算
を
紹
介
す
る
論
文
を
發
表
し 

た
。

歐
文
で
書
か
れ
た
こ
れ
等
の
諸
論
文
に
よ
っ
て
、

西
洋
に
は
割
合
に
早
く
、

和
算
の
內
容
が
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

明
治
三
十
九
年
か
ら
、
菊
池
は
學
士
院
に
於
て
「

和
算
の
調
査
を
行
ふ
こ
と
と
な
り
、

此
の
度
も
遠
藤
利
貞
が
三
十
九
年
か
ら
大
正
四 

年
ま
で
調
査
を®

當
し
た
し
、

ま
た
三
上
義
夫
も
明
治
四
十
一
年
か
ら
學
士
院
の
囑
托
と
な
っ
た
。

菊
池
の
論
文
以
來
、

和
算
の
硏
究
は
多
く
『
東
京
數
學
物
理
學
會
記
事
』
に
發
表
さ
れ
た0

同

記

事

に

は

大

正

の

初

め(

一
九
ニ
ー
一
年) 

に
至
る
ま
で
、

し
ば
し
ば
和
算
の
論
文
を
見
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
主
な
る
寄
稿
者
は
遠
藤
利
貞
、
林
鶴
一
、
三
上
義
夫
等
で
あ
る
。(

東 

京
數
學
物
理
學
會
は
、
關
孝
和
の
二
百
年
忌
に
當
り
、

明
治
四
十
年
十
二
月
五
日
临
、
本
朝
數
學
通
俗
講
演
會
を
開
催
し
た)

。 

同
じ
頃
、
『
東
京
物
理
學
校
雜
誌
』

に
も
、

人
見
忠
次
郞
の
和
算
に
關
す
る
論
文
が
、

ぼ
つ
ぼ
つ
現
れ
て
ゐ
る
。 

そ
の
外
、
論
文
こ
そ
殆
ん
ど
書
か
な
か
っ
た
が
、

和
算
史
に
造
詣
の
深
い
諸
家
に
、
岡
本
則
錄
、
狩
野
享
吉
の
二
人
が
あ
っ
た
。

こ
れ 

等
の
人
々
は
、
自
分
で
こ
そ
多
く
書
か
な
か
っ
た
が
、
他
の
硏
穷
家
の
質
問
に
應
じ
、

こ
れ
を
指
導
し
、
獎
勵
し
て
、

和
算
史
の
硏
究
上
、
 

直
接
間
接
に
大
な
る
影
響
を
與
へ
て
ゐ
る
。

い
づ
れ
に
し
て
も
、

こ
の
時
代
に
、
和
算
家
出
身
で
な
い
新
進
の
人
々
の
中
か
ら
、
林
鶴
一
、

三
上
義
夫
の
如
き
、
和
算
史
の
硏
究
者'
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・
 

•

、
 

细 

越 

' 

- 

が
現
は
れ
た
こ
と
は
、
注
意
を
要
す
る
と
思
ふ
。
•

林
鶴
一
が
和
算
に
興
味
を
持
つ
や
う
に
な
っ
た
の
は
、

生
來
の
歷
史
趣
味
か
ら
で
も
あ
ら
う
が
、
・
直
接
に
は
大
學
に
於
け
る
菊
池
の
影 

響
か
ら
で
あ
ら
う
。

林
は
大
學
在
學
中
の
明
治
二
十
ハ
年
頃
か
ら
、

和
算
關
係
の•
論
文
を
發
表
し
て
ゐ
る
。

オ

ラ

ン

ダ

のs
c
h
o
a
e
,

が 

菊
池
に
宛
て
ゝ
遠
藤
の
數
學
史
の
飜
譯
を
希
望
さ
れ
た
と
き
、•

林
は
菊
池
の
依
賴
に
よ
っ
て
、

和
蘭
の
雜
誌.

N
i
e
u
w

 

A
r
c
h
i
e
"

 v
o
w

 

W
i
s
k
r
m
d
e

 (
1
9
0
5
)

に
、

六

十

餘

頁

に
わ

た

るA

 

b
r
i
e
f

 

h
i
s

ナor
y

 

o
f

 

t
h
e

 J
a
p
a
n
e
s
e

 m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
s

な
る
論
文
を
寄
せ
て
、

和
算
の 

內
容
を
紹
介
し
た
が
ヽ
こ
れ
は
主
と
し
て
遠
藤
の
本
の
抄
譯
で
あ
っ
た
。

林
の
論
文
中
、
特
に
有
名
な
の
は
、
明

治

四

十

三

年(

一
九
一 

〇)

『
東
京
數
學
物
理
學
會
記
事
』

に

發

表

し

たT
h
e

 F
u
k
u
d
a
i
(

伏

題)

a
n
d

 
d
e
t
e
n
n

s-a

g-s

s-J
a
p
a
n
e
s
e  m

g-h
e
m
a
t
i
c
の

で
あ
る

〇  

こ
れ
に
よ
っ
て
、
關

孝

和

の

『
解
伏
題
之
法
』
中
の
算
法
が
、
西
洋
の
行
列
式
と
同
一
な
る
こ
と
が
、
初
め
て
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。 

•

・
三
上
義
夫
は
明
治
三
十
八
年
頃
か
ら
和
算
史
の
硏
究
を
は
じ
め
た
。
當
時
米
國Q

 m
i
s
l
e
d

の
勸
め
に
よ
り
、
外

國

へ

紹

介

す

る

目 

的
で
、•

日
本
の
數
學
に
就
い
・
て
書
く
こ
と
に
着
手
し
た
，の
で
あ
る
が
、

次
第
に
そ
の
困
難
さ
を
知
っ
て
、
遂
に
本
氣
で
硏
究
す
る
や
う
に 

な
っ
た
。

そ
し
て
明
治
四
十
一
年
、
學
士
院
の
囑
托
に
な
っ
た
こ
と
が
、

生
涯
の
仕
事
と
す
る
緖
心
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

三
上
は
、
早 

•
く
も
明
治
四
十
二
年
に
は
二
冊
の
歐
文
の
書 

•

•

•

•

•

•

 

• 

- 

/
 

< 

D
e
m
e
l
o
p
m
e
n
*

 of 

m
a
^
h
e
n
l
a
f
i
c
s  

s
 

C
h
i
n
a

 

a
n
d

 J
a
p
a
n
-

ヒe
l
p
z
l
g
』
1
9
1
3

 

・
 

 ゝ

\ 

H
is
fo
ry  O

f  

J
a
p
a
n
e
s
e

 

(
D

・
 

S
m
i
f
h

 

共
著 j  

C
h
i
c
a
g
o
:
1
9
1
4

 

• 

を
書
上
げ
た
。
前
者
は
專
門
的
の
も
の
、
後
者
は
一
般
向
き
の
も.
の
で
あ
る
が
、
一
當
時
に
あ.
っ
て
は
正
に
十
分
に
尊
敬
に
値
す
る
數
學
史 

・
で
あ
っ
た.
-°
實
に
こ
の
ニ
著
は
、.
今
日
に
於
て
も
、

な

ほ

西
洋

人
が

和

算

史(

及
び
支
那
數
學
史)

を
引
用
す
る
場
合
の
、
基
本
的
な
根 

,
わ
が
國
に
於
け
る
日
ネ
數
舉
史
の
研
究(

小
滄
レ 

• 

二

九
-

29



科
學
史
硏
究 

第
一
號 

三〇

 

據
と
な
っ
て
ゐ
る
。

し
か
し
資
料
そ
の
他
の
點
か
ら
視
る
と
、
今
日
に
至
っ
て
は
、
最
早
や
よ
ほ
ど
時
代
遲
れ
の
も
の
と&

っ
て
ゐ
る
。 

三
上
自
身
も
、
後

に

こ

れ

に

つ

い

て

、
「
今
か
ら
思
へ
ば
、
か
う
云
ふ
貧
弱
な
材
料
で
二
部
の
書
を
書
き
上
げ
、

而
も
海
外
で
發
表
す
る 

な
ど
と
云
ふ
事
を
し
た
の
は
、
無
謀
の
大
膽
さ
で
あ
っ
た
こ
と
を
恐
縮
す
る
」(

『
飽
薇
』
、

昭
和
六
年
〉
と
語
っ
て
ゐ
る
。 

林
、

三
上
等
が
、

か
や
う
に
和
算
史
の
硏
究
に
熱
中
す
る
や
う
に
な
っ
た
の
は
、

一

つ

は

和

算

の

價

値

が

、

ア

メ

リ

カ

の

匚K
 

S
m
i
f
l
r

や
、

ド

イ

ツ

のP
a
u
l

 

H
a
l
-
z
e
l
-

等
に
認
め
ら
れ
、

そ
れ
に
刺
戟
さ
れ
た
に
も
よ
る
だ
ら
う
と
考
へ
ら
れ
る
。

大

正

時

代

大

正

時

代(

一
九
一
ニ
—

二
五)

に
入
る
と
、

先
コ
一
方
學
士
院
に
於
て
は
、
菊
池
の
指
導
の
下
に
遠
滕
、

三
上
等
に
よ
っ
て
仕
事
が 

進
め
ら
れ
て
行
っ
た
が
、

大
正
六
年
菊
池
の
歿
後
は
藤
澤
利
喜
太
郞
が
之
に
代
っ
た
。

遠
藤
は
大
正
四
年
に
逝
去
し
た
が
、

そ

の

遺

稿

『
增
修
日
本
數
學
史
』

は
、

大
正
七
年
に
出
版
さ
れ
た
。

こ

れ

は

そ

の

前

著

『
大
日
本 

數
學
史
』

に
比
べ
る
と
、
內
容
が
二
倍
以
上
に
な
っ
て
居
り
、
今
ま
で
の
和
算
史
と
し
て
は
、
兎
に
角
、
最
も
詳
し
い
も
の
で
お
る
。

今 

日
で
は
、

特
殊
の
部
面
に
つ
い
て
は
、
も
っ
と
詳
し
い
も
の
や
、

優
れ
た
硏
究
が
公
に
さ
れ
て
は
ゐ
る
が
、

し
か
し
一
般
的
の
も
の
と
し 

て
は
、
遠
藤
の
こ
の
書
物
を
推
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
有
樣
で
あ
る
。

三
上
は
遠
藤
の
後
を
受
け
て
、

和
算
書
を
蒐
集
し
た
り
、
全
國
を
步
い
て
諸
算
家
の
後
に
就
い
て
調
査
し
た
り
、

史
料
の
硏
究
を
し
た 

り
し
た
。

そ
の
硏
究
の
一
つ
が
大
正
六
年
の
『
和
算
の
方
陣
問
題
』

で
あ
る
。

か
や
う
な
仕
事
は
彼
が
囑
托
を
辭
し
た
大
正
十
二
年
ま
で 

續
い
た
が
、

こ
の
間
に
彼
は
東
大
文
學
部
の
選
科
生
と
な
っ
た
。

こ
の
文
科
的
敎
養
が
、

三
上
の
以
後
の
仕
事
に
大
き
な
影
響
を
與
へ
て 

ゐ
る
の
で
き
つ
て
、

そ

の

有

名

な

論

文

『
文
化
史
上
よ
り
見
た
る
日
本
の
數
學
』(

『
哲
學
雜
誌
』
、
大
正
十
二
年)

こ
そ
は
、
文
化
史
的
見

30



地
に
立
て
る
和
算
史
と
し
て
、
全
く
劃
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

他
の
一
方
、

明

治

四

十

四

年(

一
九
一
ー)

東
北
帝
大
が
創
設
せ
ら
れ
、

此
處
で

林
に
よ
っ
て

創
刊
さ
れ
た
『
東
北
數
學
雜
誌
』

に
は
、
 

林
を
は
じ
め
、

そ
の
知
人
等
の
和
算
史
關
係
の
論
文
が
揭
載
さ
れ
は
じ
め
た
。
當
時
の
學
生
柳
原
吉
次
は,

大
正
二
年
か
ら
、

和
算
史
に 

關
す
る
仕
事
を
は
じ
め
て
ゐ
る
。 

・

要
す
る
に
、

大
正
時
代
は
、
硏
究
者
か
ら
言
っ
て
も
、

ま
た
硏
究
の
仕
事
か
ら
言
っ
て
も
、
大
體
に
於
て
明
治
時
代
の
延
長
と
見
做
す 

べ
き
で
あ
ら
う
。 

・

二

昭

和

時

代

と
と
ろ
が
、

昭

和

時

代(

一

九

二

六

に

な

る

と

、
明
治
大
正
時
代
と
異
っ
て
、

第
一
に
、

和
算
史
の
知
識
が
よ
ほ
ど
普
及
さ
れ
、
 

第
二
に
、

硏
究
は
正
確
綿
密
と
な
り
、

第
三
に
、
方
法
論
的
に
も
著
し
い
進
展
を
見
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
期
に
、

先
づ
學
士
院
に
あ
っ
て
は
、
藤
澤
の
指
導
の
下
に
、
岡
本
則
錄
が
和
算
書
の
目
錄
の
編
纂
に
從
事
し
、

昭

和

七

年

に

『
和 

算
圖
書
目
錄
』

が
出
版
さ
れ
た
。

し
か
し
何
分
に
も
岡
本
は
老
齡
で
あ
っ
た
の
で
、

仕
事
も
完
一
全
と
は
云
へ
ず
、

そ
のH

錄
か
ら
望
む
書 

名
を
探
し
出
す
こ
と
の
困
難
さ
は
定
評
が
あ
る
。 

・
 

昭
和
八
年
藤
澤
の
歿
後
、
學
士
院
の
仕
事
は
、
藤
原
松
三
郞
が
繼
承
し
て
今
日
に
及
ん
で
ゐ
る
が
、
藤
原
の
熱
意
は
、

目
下
、
學
士
院 

で
出
版
計
畫
中
の
日
本
科
學
史
の
中
、
數
學
史
に
對
し
て
傾
注
さ
れ
つ\

あ
る
。

わ
が
國
に
於
け
る
比
木
數
學
史
の
硏
究(

小
倉
〉 

三
一
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•

•

三
二 

• 

一
方
、
東
北
帝
大
に
於
て
は
、

林
鶴
一
は
昭
和
十
年
に
歿
し
た
が
、

そ

の

晩

年(

昭
和
五
年
頃
よ
り)

の
熱
心
な
る
努
力
に
よ
っ
て
、
 

和
算
に
於
け
る
諸
算
法
に
つ
い
て
の
詳
說
十
篇
が
、
作
り
上
げ
ら
れ
た
。

こ
れ
は
林
の
和
算
關
係
論
文
百
三
十
篇
の
中
、

恐
ら
く
は
最
も 

注
目
す
べ
き
ー
聯
の
勞
作
で
あ
っ
て
、
『
和
算
硏
究
集
錄
』
の
最
初
に
纏
め
て
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

私
た
ち
は
こ
の
勞
作
に
よ
っ
て
、
和
算 

そ
の
も
の
に
關
す
る
理
論
と
術
理
に
つ
い
て
、

相
當
に
高
度
の
知
識
を
得€

と
が
出
來
る
と
思
ふ
。
全
般
的
に
考
へ
れ
ば
、

そ
の
方
面 

で
は
、

こ
れ
だ
け
に
纏
ま
っ
た
硏
究
は
、

未
だ
他
に
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

林
は
ま
た
晩
年
に
、
全
國
各
地
方
に
於
け
る
和
算
家
の
略 

傳
を
も
起
草
し
て
ゐ
る
が
、

し
か
し
こ
れ
は
遺
憾
な
が
ら
未
成
品
に
終
っ
て
ゐ
る
。

こ
の
東
北
帝
大
の
系
統
に
は
、

柳
原
吉
次
、
藤
原
松
三
郞
、

平
山
諦
、
加
藤
平
左
衞
門
、
蓑
田
高
志
等
の
人
々
が
あ
る
が
、

柳
原
の
外 

は
、

こ
ゝ
數
年
前
か
ら
、

硏
究
の
結
果
を
發
表
し
は
じ
め
た
の
で
あ
り
、

い
づ
れ
も
熱
心
な
、
算
法
の
硏
究
家
で
あ
る
。

し
か
し
平
山
は 

そ
の
外
に
も
和
算
書
の
目
錄
、
史
料
の
調
査
な
ど
に
當
っ
て
ゐ
る
し
、
指
導
的
立
場
に
あ
る
藤
原
は
、
廣
く
支
那
朝
鮮
の
古
算
書
を
も
搜 

索
し
、
最
も
大
規
模
な
硏
究
を
開
始
し
て
ゐ
る
。(

東
北
大
學
系
統
の
人
々
の
硏
究
は
、
『
東
北
數
學
雜
誌
』

の
外
に
、
『
東
京
物
理
學
校
雜 

誌
』
、
『
日
本
中
等
敎
育
數
學
會
雜
誌
』
、
『
高
數
硏
究
』

な
ど
に
發
表
さ
れ
て
ゐ
る)

。

ま
た
林
は
昭
和
の
は
じ
め
頃
、
東
北
帝
大
に
於
て
和
算
史
の
講
義
を
行
っ
た
こ
と
が
お
っ
た
が
、

現
在
で
は
藤
原
が
そ
の
講
義
を
や
っ 

て
ゐ
る
。

他
方
、

三
上
義
夫
は
昭
和
ハ
年
か
ら
東
京
物
理
學
校
に
於
て
、

正
科
と
し
て
日
本
及
支
那
數
學
史
を
講
義
し
て
居
り
、

ま
た
和
算
史
の 

普
及
を
望
ん
で
、
數
種
の
講
座
に
、
『
東
西
數
學
史
』(

昭
和
三
年)

、
そ
の
他
の
日
本
數
學
史
に
つ
い
て
執
筆
し
て
ゐ
る
。

こ
れ
等
は
簡
單 

な
も
の
で
は
あ
る
が
、

そ
の
方
法
論
は
こ
れ
等
に
よ
っ
て
も
よ
く
窺
は
れ
る
と
思
ふ
。
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そ
の
他
、

こ
の
時
期
に
於
け
る
三
上
の
硏
究
と
し
て
は
『
圓
理
の
發
明
に
關
す
る
論
證
』(

昭
和
五
年)

、
『
關
孝
和
の
業
蹟
と
京
坂
の
算 

家
』(

昭
和
七
—

十
年)

、
『
關
孝
和
傳
記
の
新
硏
究
の
槪
要
』(

昭
和
七
年)

等
が
、

主
な
も
の
の
二
、

三
で
あ
る
。

こ
れ
等
の
問
題
を
中 

心
と
し
て
、(

實
は
も
っ
と
以
前
か
ら)

、
林
鶴
一
と
の
間
に
論
爭
が
繰
返
さ
れ
た
が
最
後
ま
で
對
立
の
形
に
止
ま
っ
て
、
遂
に
協
力
を
見
る 

に
至
ら
な
か
っ
た
の
は
、
殘
念
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
客
觀
的
に
考
へ
る
と
、

こ
の
論
爭
は
、

史
料
の
吟
味
檢
討
を
精
密
に
す
る
こ 

と
が
必
要
で
あ
り
、

和
算
其
の
他
數
學
上
の
槪
念
は
、

明
確
に
且
歷
史
的
に
捕
捉
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、

硏
究
は
困
難
で
あ
る
こ
と
を
、
 

實
踐
的
に
示
し
て
吳
れ
た
點
に
於
て
、
多
く
の
數
學
史
家
に
大
な
る
示
唆
を
與
へ
た
も
の
と
、
私
に
は
考
へ
ら
れ
る
。(

三
上
の
業
蹟
は
多 

方
面
の
刊
行
物
に
揭
載
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
、

一
般
硏
究
者
に
は
、
容
易
に
見
る
を
得
な
い
も
の
が
あ
る
。
私
は
衷
心
か
ら
、

三
上
の
論
文 

集
の
刊
行
を
切
望
し
て
止
ま
な
い
も
の•

で
あ
る
〇)

，

. 

こ
の
他
、
澤

田

吾

一

の

『
奈
良
朝
時
代
の
數
的
硏
究
』
、
『
日
本
數
學
史
講
話
』

は
、
他
の
點
は
見
る
に
足
ら
な
い
が
、
德
川
以
前
の
數 

學
の
硏
究
に
つ
い
て
は
、
他
に
類
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
岡
專
吉
、
細
井
淙
な
ど
の
人&

に
も
、

い
く
つ
か
の
硏
究
が
あ
る
。 

こ
れ
等
と
同
じ
頃
、
小
倉
は
昭
和
六
年
、

明
治
時
代
の
數
學
敎
育
史
の
硏
究
を
始
め
、

そ
の
た
め
に
そ
れ
以
前
の
數
學
に
つ
い
て
知
る 

必
要
か
ら
、

和
算
の
硏
究
に
着
手
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

昨
年
は
阪
大
で
約
三
十
時
間
、

日
本
數
學
史
の
講
義
を
行
ふ
機
會
を
得
た
。 

以
上
は
、

云
は
ヾ
正
統
的
な
數
學
史
の
硏
究
で
あ
る
が
、

別
の
方
面
か
ら
な
さ
れ
た
和
算
史
に
關
す
る
硏
究
を
顧
み
る
と
、
 

⑴

・
珠
算
界
に
於
て
は
、
高
井
計
之
助
、
遠
藤
佐
々
喜
、
溝
江
淸
等
の
人
々
が
、

詳
し
い
珠
算
の
歷
史
を
書
い
て
居
り
、

ま
た 

⑵
 

初
等
敎
育
、
中
等
敎
育
に
た
づ
さ
は
る
人
々
の
間
に
は
數
學
敎
育
の
た
め
に
、
・
日
本
數
學
史
が
硏
究
さ
れ
て
ゐ
る
。 

⑶
 

そ
の
他
、

土
俗
學
的
、
鄕
土
史
的
の
硏
究
と
し
て
は
、
矢

袋

喜

一

の

『
琉
球
古
來
の
數
學
』(

大
正
五
年)

、
須
藤
利
一
の
琉
球
の 

わ
が
國
に
於
け
る
日
本
數
學
史
の
硏
究(

小
倉) 

三
三
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三
四 

算
書
、
藁
算
に
關
す
る
最
近
の
諸
論
文
が
あ
り
、

ま
た
山
形
縣
、
北
陸
、
島
根
縣
、
信
州
な
ど
、
夫
&

の
地
方
に
於
て
、
鄕
土
の
和 

算
家
の
硏
究
が
發
表
さ
れ
て
ゐ
る
。 

・

今
日
の
數
學
史
硏
究
の
方
向

こ
れ
を
要
す
る
に
、

現
代
に
於
け
る
日
本
數
學
史
の
硏
究
と
し
て
は
、

次
の
方
向
が
擧
げ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

和
算
に
於
け
る
諸
算
法
の
正
し
い
理
解
、
解
說

こ
れ
は
菊
池
大
麓
以
來
の
傳
統
で
あ
る
。

し
か
し
以
前
に
は
、

た
ヾ
和
算
の
結
果
を
現
代
的
に
解
釋
す
る
こ
と
の
み
に
止
ま
っ
て
、
和 

算
家
自
身
の
方
法
が
果
し
て
ど
う
で
あ
っ
た
か
に
は
、
無
關
係
の
や
う
な
論
文
も
現
は
れ
て
ゐ
た
が
、

近
來
は
、

和
算
家
自
身
の
方
法 

の
現
代
化
の
た
め
に
、
眞
摯
な
硏
究
が
行
は
れ
る
や
う
に
な
っ
た
の
は
、
仕
事
と
し
て
は
困
難
で
あ
る
が
、
極
め
て
喜
ば
し
い
こ
と
と 

云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

和
算
家
の
史
傳
系
統

こ
の
方
面
の
硏
究
は
、
斷
片
的
な
も
の
が
多
く
、
未
だ
不
十
分
で
あ
る
。

地
方
の
出
版
物
な
ど
^.
見
る
と
、
中
央
で
出
版
さ
れ
た
書
物 

の
引
き
寫
し
が
多
く
、
鄕
土
史
的
に
も
«.
値
の
少
い
も
の
が
多
い
の
は
遺
憾
な
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
點
は
三
上
の
諸
論
文
は
信
用
し
て 

よ
い
も
の
で
、

そ
の
關
孝
和
傳
の
・
硏
究
の
如
き
は
傳
說
を
批
判
し
た
典
型
的
の
好
論
文
で
む
る
。

明
治
數
學
史

こ
れ
は
材
料
が
豐
富
で
あ
る
に
か
か
は
ら
ず
、

硏
究
す
る
人
も
少
く
、
極
め
て
不
十
分
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
數
學
史
の
現
代
的
意
義
を 

考
へ
る
な
ら
、

明
治
時
代
の
硏
究
こ
そ
は
、
是
非
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
部
門
な
の
で
あ
る
。

た
だ
こ
れ
に
は
、
時
代
や
社
會
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の
推
移
と
、
移
植
數
學
の
性
質
上
、

和
算
史
の
手
法
と
は
異
っ
た
、
新
し
い
硏
究
方
法
が
必
要
と
な
る
。

4

文
化
史
的
硏
究

こ
の
方
面
の
硏
究
は
、
大
正
十
二
年
の
三
上
の
論
文
に
始
ま
る
。
議
論
は
行
は
れ
て
も
、
實
質
的
に
進
展
を
見
な
い
の
も
、

こ
の
方
面 

で
あ
ら
う
。

か
や
う
に
諸
方
面
に
亙
っ
て
、

現
在
の
硏
究
は
ま
だ
不
十
分
で.
あ
る
が
、

そ
れ
と
言
ふ
の
も
、

史
料
の
不
十
分
と
、
方
法
論
の
缺
陷
か 

ら
來
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

史

料

の

問

題

(a)
數
學
者
の
手
の
及
び
得
る
範
圍
で
も
、
先
づ
行
衞
不
明
の
文
獻
の
探
求
が
あ
る
。
例
へ
ば
毛
利
重
能 

「
歸
除
濫
觴
」
、
複
並
和
澄 

の

「
參
兩
錄
」
、
高

瀨

重

次

の

「
商
立
因
歸
集
」
等
、
書
名
は
聞
こ
え
て
居
な
が
ら
、

現
存
す
る
こ
と
の
知
ら
れ
て
ゐ
な
い
も
の
が
相
誉
に 

あ
る
。

ま
た
未
知
の
新
文
獻
の
探
求
も
必
要
で
あ
る
し
、

從
來
知
ら
れ
て
は
居
て
も"

あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
文
獻
の
價
値
を 

再
認
識
す
る
こ
と
も
、
同
樣
に
必
要
で
あ
る
。

⑹
 

地
方
的
の
も
の
は
、
鄕
土
史
料
に
俟
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
或
る
地
方
は
相
當
に
調
査
さ
れ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、

一
般
に
こ
の
方
面
の 

調
査
も
未
だ
行
き
亙
っ
て
ゐ
な
い
。

(c)
德
川
以
前
の
數
學
史
料
は
極
め
て
少
い
。

こ
れ
は
數
學
者
に
と
っ
て
、

硏
究
の
困
難
な
部
分
で
あ
る
。

ど
う
し
て
も
專
門
の
史
學
、
 

文
學
、
隨
筆
な
ど
の
硏
究
者
の
援
助
に
俟
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
例

へ

ば

平

安

朝

の

『
口
遊
』
、
『
二
中
歷
』

の
中
に
、

九
・
や
繼
子
立
な 

ど
の
含
ま
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
國
語
學
者
の
山
田
孝
雄
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

わ
が
國
に
於
け
るB

本
數
學
史
の
硏
究(

小
倉) 

三
五
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三
六

■ W

社
會
經
濟
、
思
想
文
化
、
科
學
技
術
と
數
學
と
の
關
聯
に
つ
い
て
も
、

そ
の
方
面
か
ら
の
史
料
に
關
し
て
は
、
そ
の
方
面
の
硏
究 

者
の
協
力
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

何 

和
算
家
の
常
と
し
て
、
著
者
が
門
人
の
名
で
出
版
す
る
こ
と
が
往
々
に
あ
る
の
で
、#

!

物
を
見
て
も
、

そ
の
眞
の
著
者
が
不
明
の 

も
の
も
あ
り
、
寫
本
に
至
っ
て
は
、
著
者
名
、
年
月
日
共
全
く
記
載
の
な
い
も
の
贰
多
く
、

又
全
く
同
じ
內
容
の
寫
本
に
別
の
著
者
名
が 

あ
る
等
の
こ
と
も
あ
っ
て
、

そ
の
著
者
を
定
め
る
こ
と
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
。

又
そ
れ
に
書
か
れ
て
ゐ
る
史
實
に
は
傳
說
に
基
い
て 

ゐ
て
、
眞
實
の
事
柄
の
分
ら
な
い
こ
と
も
珍
ら
し
く
な
い
。

例
へ
ば
澤
口 

一
之
に
つ
い
て
、
關
流
で
云
ふ
と
こ
ろ
と
、
京
坂
の
算
家
の
云 

ふ
所
と
は
全
く
別
で
あ
る
如
き
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
點
で
一
方
の
史
料
の
み
を
直
ち
に
用
ひ
る
こ
と
は
危
險
で
あ
り
、

史
料
そ
れ
自
身 

の
吟
味
が
必
要
と
な
っ
て
來
る
。

方

法

論

の

問

題

同
時
に
、
數
學
史
が
、
數
學
の
內
部
的
發
展
を
歷
史
的
に
捉
へ
る
、

科
學
的
な
數
學
史
で
あ
る
た
め
に
は
、

そ
れ
は
し
っ
か
り
し
た
方 

法
論
に
よ
っ
て
武
裝
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
ら
ざ
れ
ば
、

そ
れ
は
數
學
史
で
な
く
し
て
、

單
な
る
年
表
か
、
目
錄
か
、
問
題
集
か
に
、
 

過
ぎ
な
く
な
る
で
あ
ら
う
。

否
、

マ
れ
す
ら
も
、

正
し
い
方
法
論
な
く
し
て
は
、
良
い
も
の
の
出
來
る
筈
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め 

に
は

⑴
 

世
界
史
的
觀
點
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。

こ
の
こ
と
な
く
し
て
、

和
算
の
日
本
的
性
格
な
ど
は
、
捕
捉
さ
れ
る
筈
が
な
い
。
例
へ
ば 

日
本
だ
け
を
眺
め
て
居
た
の
で
は
、
關
孝
和
の
仕
事
の
意
味
も
、

正
し
く
は
解
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

⑵
 

今
日
ま
で
は
、

和
算
の
歷
史
と
社
會
經
濟
、

思
想
文
化
、
科
學
技
術
や
軍
事
な
ど
と
の
聯
關
交
涉
の
硏
究
が
、
甚
だ
不
十
分
で
あ
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っ
た
。
・
自
然
科
學
史
と
數
肇
史
と
の
關
係
な
ど
で
さ
へ
も
、

天
文
曆
術
測
量
等
〇
・
方
面
を
除
け
ば
、
殆
ん
ど
無
視
さ
れ
る
如
き
狀
態
で
あ 

っ
た
。

こ
の
點
で
私
は
日
本
科
學
史
學
會
の
活
動
に
期
待
ず
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
あ
る
。 

・ 

⑶
 

所

謂

「
定
說
」

は
再
批
判
を
要
す
る
。
過
去
の
日
本
數
學
史
に
於
け
る
克
說
は
、
史
料
の
嚴
重
な
檢
討
の
上
に
立
っ
た
も
の
で
な 

く
、

あ

る.
一
人
の
權
威
者
の
所
說
が
そ
の
ま
ゝ
定
說
と
な
っ
て
來
た
も
の
が
多
い
の
で
あ
っ
て
、Z

れ
が
一
度
定
說
と
な
る
と
ヽ
そ
の
誤 

が
ま
と.
へ
指
摘
さ
れ
て
も
訂
正
さ
れ
る
こ
と
は
少
い
。
關
孝
和
傳
の
如
き
は
そ
の
適
例
で
宓
る
。

我
々
は
强

い
批
判
的
精
神
を
以
て
、

い 

は
ゆ
る
定
說
と
鬪
は
ね
ば
な
ら
な
い
。 

•

要 

望

最
後
に
私
は
日
本
科
學
典
學
會
に
對
し
て
要
望
し
た
い
こ
と
が
あ
る
。

，
 

ハ

1
 

そ
れ
は
・
先
づ
代
表
的
古
典
の
複
刻
で
あ
る
。

明
治
の
末
に
は
東
京
數
學
物
理
學
會
に
よ
っ
て
『
關
流
算
法
七
部
書
』

が
複
刻
さ
れ
、
 

•
昭

和Q

初

頭

に

は

『
日
本
古
典
全
集
』
中

に

『
割
算
書
』
「
『
塵
刼
記
』
等
、
五

種

の

和

算

書

が

複

刻

さ

れ

た.■ °

又
近
く
は
兒
玉
明
人 

澤
村
寬
の
謄
寫
版
に
よ
る
複
刻
が
あ
り
、
殊
に
後
者
は
そ
の
種
類
が
相
當
多
応
っ
た
。

又
間
も
な

く
朝
日
新
聞
社
の
『
日
本
科
學
古 

典
全
集
』
も
、
・和
算
書
を
含
ん
で
、
刊
行
さ
れ
る
豫
定
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
。.
將
來
は
・
少
く
と 

•

も
基
本
的
な
も
の
、

そ
れ
だ
け
あ
れ
ば
先
づ•

一
通
り
十
分
で
あ
る
、

と
云
ふ
程
度Q

複
刻
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
ゐ
る
。 

:
2

日
本
數
學
熨
は
、
・
大
衆
の
間
に
、
殆
ん
ど
理
解
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
日
本
數
學
史
の
理
解
に
對
す
ゐ
國
民
的
水
準
のW

上
の
た
め
に 

•

・
ほC

先
づ
精
算
を
一
通
り
知
る
た
め
の
、
全
く
現
代
文
に
書
き
敢
め
ら
れ
だ
和
算
敎
科
書
の
一

X?
二®

が
遊
要
で
あ
る.0
-

「
•

;-• 

— 

わ
淤
國
炖
於
け
る
甘
本
數
學
史
の
硏
究(

小
倉)
 

- 

三±
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科

學

史
硏
究
■.■

笋
一
號
・
 

三
八
・ 

•
そ
の
上
に
ゝ
綜
合
的
に
書
か
れ
た
數
學
史
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

從
來
特
殊
な
數
學
史
的
硏
究
に
は
、
邀

た

菇

の

が

存

在

す

る

が

、 

數
學
史
一•
般
に
亙
る
詳
し
い
著
述
と
し
て
は
、
遠
藤
利
貞
の
も
の
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
私
た
ち
は
成
る
べ
で
速
か
に
、
遠
藤
の
書
を
現 

代
に
生
か
し
え
と
こ
ろ
の
、
全
く
新
し
い
綜
合
的
・
な
日
本
數
學
史
の
出
現
を
望
ん
で
止
ま
お
い
。

」

思8



‘化

學

史

・

の

方

法

論

原 

光
「

雄
・ 

ヽ

・

. 

' 

自
然
科
學
史
は
そ
れ
自
身
が
一
つ
の
科
學
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
自
然
現
象
の
單
な
る
記
述
の
堆
積
が
方
然
科
學
で
は
あ
り 

得
な
い
と
同
樣
に
、
科
學
上
の
諸
發
見
の
時
代
的
記
述
と
分
類
だ
け
‘で
は
眞
の
科
學
と
し
て
の
科
學
史
で
は
あ
り
得
な
い
。
科
學
史
が
科 

學
で
あ
る
た
め
に
は
、
歷
史
的
事
實
の
單
な
る
繼
起
的
記
述
で
は
な
し
に
、

そ
れ
ら
の
根
據
を
說
明
し
、
自
然
科
學
な
る
も
の
の
性
格
を 

明
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
、

か
く
か
く
の
時
代
に
か
く
か
く
の
學
說
が
行
は
れ
た
の
は
何
故
で
あ
る
か
、

か
く
か
く
の
發
見 

の
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
か
、

そ
れ
は
現
代
科
學
へ
い
か
な
る
影
響
を
あ
た
へ
た
か
、
等
の
こ
と
を
說
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

し
か
も
そ 

の
說
明
は
想
像
や
臆
測
で
は
な
し
に
、
現
實
的
歷
史
的
に
證
明
し
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
言
で
い
へ
ば
、
科
學
史
は
歷
史 

的
現
象
の
背
後
に
橫
は
る
本
質
を
究
明
し
な
け
れ
ば
な©

ぬ
の
で
あ
る
。 

- 

從
來
の
化
學
史
は
か
ゝ
る
意
味
で
の
科
學
性
を
ほ
と
ん
ど
全
く
持
っ
て
ゐ
ゐ
か
つ
た
。
爾
餘
の
あ
ら
ゆ
る
科
學
に
お
け
る
と
同
樣
に
、 

方
法
な
く
し
て
科
學
は
あ
り
得
な
い
が
故
に
、

し
か
し
て
ま
た
、

現
代
化
學
の
方
法
と
性
格
と
は
化
學
史
の
方
法
論
的
硏
究
に
よ
っ
て
の 

み
明.
確
に
な
し
得
る
が
故
に
、
筆
者
は
こ
ゝ
に
科
學
と
し
て
の
化
學
史
樹
立
の
目
的
を
も
っ
て
、

そ
の
方
法
論
を
展
開
し
た
い
と
思
ふ
。

• 

* 

I 

・

化
學
史
の
方
法B

(

原) 

一
三
九



科

學

史

硏

究

第

一

魏

ー
 

化
學
史
に
お
け
る
時
代
區
分
の
問
題

四
〇
、

從
來
の
化
學
史
書
を
見
る
に
、

そ
れ
ら
の
多
く
は
き
は
め
て
確
然
た
る
時
代
區
兮
を
行
っ
て
ゐ
る
。
と
く
に
ド
イ
ツ
の
化
學
史
書
に
お

(1) 

• 

い
て
こ
の
傾
向
は
顯
著
で
あ
るa

た
と
へ
・
ばE

・vo
n

 M
e
y
e
ピ

は
、

古
代
の
化
學.
.
.

-
.
.
.
.

最
古
よ
り
四
蓋
頃
迄 

鍊
金
術
時
代•
:
-
.
.
.
.
.
.
.

四
世
紀
よ
り
十
六
世
紀•

醫
療
化
學
時
代.
.
.
.
.
.
.
.

十
六
世
翕
半
よ
り
十
七
世
紀
中i

 

フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
說
時

代
.
.
.
.

十
七
世
紀
後
半
よ
り
十
八
世
紀
後
半
迄 

化
學
的
原
子
論
時
代.
.
.
.
.
.

十
八
世
紀
末(

L
a
v
o
i
s
i
e
r
)

以
後

と

い
ふ

風
に
區
分
し
ゝ

又R

・g
e
y
e
H

は

古 

代
.
.
.
.
.
.
.
.
.

最
古
よ
り
四
世
紀

鍊
金
術
時
代
「.
.
.
.
.
.
.

.

四
世
紀
中
葉
よ
め
十
六
世
紀
の
始
め
迄 

醫

撩

复

時

代

:<..
.
.
.
.
.
.

十
六
世
紀
最
初
の
四
半
以
後
よ
り
十
七
世
紀
中
頃
迄 

フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
說
時
代
・.
.
.
.
.

十
七
世
紀
中
葉
よ
り
十
八
世
紀
最
後
の
四
半
迄 

時

代
..
.
.
.
.
.

 

一
七
七
五
年
か
ら
十
八
世
紀
末
迄

(
1
-
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 v

o
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 M
e
y
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G
e
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(1) 

と
し
て
ゐ
る
。

又 

B
a
u
e
r

は

古
代
の
化
學.
.
.

 

鍊
金
術
時
代.
.
.

 

醫
療
化
學
時
代
・
：
： 

フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
說
時
代 

L
a
v
o

s-i
e
r  

時

代

… 

有
機
化
學
發
展
時
代
・
 

近
時
の
化
學

四
世
紀
迄

四
世
紀
よ
り
十
六
世
紀
迄 

十
六
お
よ
び
十
七
世
紀 

一
七
〇
〇
年
か
ら
一
七
七
四
年
迄 

一
七
七
四
年
よ
り
一
八
二
ハ
年
迄 

ー
八
二
八
年
よ
り
一
八
ハ
六
年
迄

の
や
う
な
區
分
法
を
と
っ
て
ゐ
る
。

そ
し
て
以
上
の
ご
と
き
時
代
區
分
法
は
、

大

體

に

お

い

てK
o

p
p

の
古
典
的
化
學
史
に
お
け
る
次

(2)

の
ご
と
き
區
分
法
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
思
は
れ
る
。

ー
 

古
代
人
の
知
識
の
時
代.
.
.
.

最
古
よ
り
紀
元
四
世
紀
迄

二 

鍊
金
術
時
代.
.
.
.
.
.
.
.
.

四
世
紀
中
頃
よ
り
十
六
世
紀
最
初
の
四
半
迄

三 

醫
學
的
化
學
時
代.
.
.
.
.
.
.

十
六
世
紀
最
初
の
四
半
よ
り
十
七
世
紀
中
頃
迄 

凹

フ
！!

ギ
ス
ト
ン
說
時

代
.
.
.
.

十
七
世
紀
中
頃
よ
り
十
八
世
紀
最
後
の
四
半
迄 

五 

定
量
的
硏
究
の
時
代♦
.
.
.
.
.

そ
れ
以
後

し
か
し
て
こ
れ
ら
の
區
分
法
は
、
み
な
化
學
の
硏
究
目
的
ま
た
は
學
說

の
主
要
な
變
遷
、

い
ひ
か
へ
る
と
化
學
史
の
內
容
そ
の
も
の
、

(1) 

H
u
g
o

 B
a
u
e
r

 

:  

G
e
s
c
h
i
c
h

s-d
e
r

 C
h
e
m
i
e

 

(一
921 )•

(
2
)
 H

 K
o
p
p

 

:  

G
e
s
c
h
i
c
h
f
e  d

e
r

 C
b
e
m
i
e

 

(
一
8
4
3
1
4 7)

・

化
學
史
の
方
法
論(

原)

四
一
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科
學
史
硏
究
、

第
一
號 

四
二 

か
ら
の
區
分
で
あ
っ
て
、
社
會
史
、
思
想
史
及
び
一
般
自
然
科
學
史
と
の
關
聯
に
お
い
て
行
は
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
他
方
、

西
洋
社
會
の
主
要
な
時
代
的
變
遷
の
あ
と
を
た
ど
っ
て
見
る
と
、

ご
く
槪
略
的
に
い
っ
て
次
の
や
う
な
時
代
區
分
が 

で
き
る
の
で
あ
る
。

ー
 

古
代
東
洋
社
會(

エ
ジ
プ
ト
、
バ
ビ
ロ
ニ
ア
等)

二

古

代
(

ギ
リ
シ
ャ
、

ロ
ー
マ)
.
.
.
.
.
.

五
世
紀
末
迄 

・

三 

封
建
時
代.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

五
世
紀
か
ら
十
五
世
紀
迄 

-

四 

封
建
制
の
崩
壞!
!

ル
ネ
サ
ン
ス
時
代:
:

十
五
世
紀
後
半
か
ら
十
六
世
紀
末
迄

五 

マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
時
代(

所
謂
絕
對
主
義
の
時
代)

：:

十
七
世
紀
か
ら
產
業
革
命
迄

六 

資
本
主
義
時
代.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

産
業
革
命
以
後

さ
て

吾&

は
こ
の
や
う
な
社
會
經
濟
史
的
な
時
代
的
變
遷
と
上
に
か
ゝ
げ
た
化
學
史
に
お
け
る
時
代
的
變
遷
と
を
比
較
し
て
み
る
と
き
、
 

そ
こ
に
著
し
い
平
行
關
係
の
存
在
す
る
こ
と
を
看
取
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
「
古
代
の
化
學
」
と
稱
せ
ら
れ
る
も
の
の
中
に
、
古
代
東
洋
的
社 

會
で
行
は
れ
た
技
術
的
化
學
知
識
發
達
の
時
代
と
、
主
と
し
て
ギ
リ
シ
ャ
に
發
達
し
た
物
質
構
成
に
關
す
る
思
索一

a

か
し
い
元
素
お 

よ
び
原
子
槪
念
の
創
始
ー
ー
の
時
代
と
を
は
っ
き
り
區
別
し
得
る
こ
と
に
想
到
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
平
行
關
係
は
ほ
と
ん
ど
完
全
と
言
ひ 

得
る
所
の
も
の
と
な
る
。
か
ゝ
る
外
見
上
の
平
行
關
係
か
ら
し
て
直
ち
に
、 

•

一
 

古
代
の
技
術
化
學
的
知
識.
.
.
.
.
.
.

古
代
東
洋
社
會
の
化
學

二 

物
質
構
成
に
關
す
る
初
期
の
思
索.
.
.

古
代
の
化
學

三

鎌

金

術
•

：
：..
.
.
.

..

.

.

.

.

封
建
時
代
の
化
學
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四

醫

療

化

學
.
.
.
.

-

.

.

.

.

.

.

ル
ネ
サ
ン
ス
の
化
學

五
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
說.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
時
代
の
化
學 

六

L
a
v
o
i
s
i
e
r
.
D

巴&
n
.
.
.
.
.
.
.
.

近
代
社
會
登
場
期(
產
業

畫

期
)

の
化
學

と
い
ふ
槪
略
的
把
握
が
で
き
そ
う
に
思
は
れ
て
く
る
。
換
言
す
れ
ば
、

從
來
の
化
學
史
を
時
代
區
分
せ
し
め
て
ゐ
た
主
要
な
硏
究
目
的
ま 

た
は
學
說
の
變
遷
は
、
實
は
そ
の
化
學
を
育
成
包
容
し
て
ゐ
た
社
會
の
變
遷
に
基
因
す
る
も
の
で
は
な
い
か
、

と
思
は
れ
て
く
る
の
で
あ 

る
。し

か
し
、

こ
の
や
う
な
重
要
な
定
式
づ
け
を
行
ふ
た
め
に
は
、
化
學
史
の
細
心
な
る
檢
討
が
必
要
な
る
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。

そ
れ
故 

以
下
、
各
時
代
の
化
學
に
つ
い
て
そ
の
性
格
と
本
性
と
を
方
法
論
的
に
究
明
し
て
み
よ
う
。 

、

二

古

代

の

化

學

古

代

東

洋

社

會(

エ
ジ
プ
ト
、

バ

ビ!! 

ー
ー
ア)

が
著
し
く
高
度
の
技
術
を
持
っ
て
ゐ
た
と
と
は
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
。
化
學
技
術
、
 

と
く
に
冶
金
、
窯
業
等
に
お
け
る
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
貢
獻
は
顯
著
な
も
の
で
あ
っ
た
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
は
こ
の
化
學
技
術
知
識
を
う
け
っ 

い
だ
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
大
き
な
添
加
を
行
っ
た
も
の
と
は
一
般
に
信
じ
ら
れ
て
ゐ
な
いC

だ
が
、

古
代
ギ
リ
シ
ャ
人
達
は
、
奴
隸
・
依 

存
に
よ
る
技
術
か
ら
の
遊
離
に
よ
っ
て
哲
學
的
思
索
に
天
才
を
發
揮
し
、

元
素
お
よ
び
原
子
な
る
化
學
の
根
本
槪
念
を
創
始
し
た
。
卽
ち\ 

(
1
)

M
o
o
r
e
,
H
a
=

の

・ A

 

1
-
H

s.o
r
y

 

o
f  c

h
e
m
i

a-r
y

 :

(
1
9
3
9
)

は
、

ー
、
古
代
人
の
化
學
、
二
、
中
世
の
化
學
！—

鍊
金
術
、
三
、
ル
ネ
サ
ン 

X

の
化
學
、
四
、B

o
y
l
e

と
そ
の
同
時
代
人!
!

フb

ギ
ュ
ト
ン
論.
者
達
、
五
、
後
期
の
フ
ロ
ギX

ト
ン
論
者
，
六
、L

a
v
o
i
s
i
e
r
・

な
る
區
分
法
を 

と
っ
て
ゐ
る
。
卽
ち
、
前
半
は
社
會
史
的
區
分
、
後
半
は
學
說
に
よ
る
區
分
と
い
ふ
折
衷
的
な
分
け
方
を
採
用
し
て
ゐ
る
の
で
お
る
。 

化
學
史
の
方
法
論(

原) 

四
三
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科
學
史
硏
究 

第
一
號 

四
四 

世
界
を
構
成
す
る
原
質
に
つ
い
て
の
多
く
の
考
究
はE

m
p
e
d
o
k
l
e
s

を

經

て

遂

に

か

のA
r
i

s-
s-e
l
e
s

の
四
元
素
說

へ
と
導
か
れ
て
、
後 

世
の
元
素
觀
に
深
甚
な
る
影
響
を
お
よ
ぼ
し
、

又

L
e
u
k
i
p
p
o
s

お

よ

びD
e
m
o
k
r
i
f
o
s

の
原
子
槪
念
は
、
後
年
十
七
世
紀
の
粒
子
論
哲 

學
者
た
ち
に
よ
っ
て
復
活
さ
れ
て
、
遂

にD
a
K
o
n

の
科
學
的
原
子
說
を
樹
立
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。 

エ
ジ
プ
ト
、

バ
ビ
ロ 

ー
ー
ア
の
ご
と
き
古
代
東
洋
諸
國
が
、
農
業
を
主
と
す
る
所
の
中
央
集
權
的
、
奴
隸
依
存
的
社
會
で
あ
っ
た
の
に
反 

し
、

古
代
ギ
リ
シ
ャ
は
商
業
活
動
に
重
點
を
お
く
所
の
都
市
國
家
的
、
奴
隸
依
存
的
社
會
で
あ
っ
た
。

吾
々
は
か
ゝ
る
環
境
の
差
異
に
對 

應
し
て
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
寺
院
隸
屬
の
手
工
業
的
化
學
技
術
の
發
達
と
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
科
學
的
思
索
活
動
の
興
隆 

と
を
見
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
て
古
代
ギ
リ
シ
ャ
人
に
よ
る
元
素
お
よ
び
原
子
槪
念
の
創
始
は
、

か
れ
ら
の
支
配
的
な
思
惟
方
法
だ
っ
た
直
觀
主
義
に
も
と
づ 

く
こ
と
も
、

ま
た
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
。

三

鍊

金

術

の

性

格
' 

■

化

學

史

は

「
古
代
の
化
學
」

に

引

續

い
て

鍊

金

術(A
l
c
h
e
m
i
e
)

の
時
代
へ
入
る
。

い
く
た
の
史
的
硏
究
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
鍊

金

術

は

西

紀

元

の

初

期
(

お
そ
ら
く 

ー
—

三
世
紀
頃)

に
エ
ジ
プ
ト
の
ギ
リ
シ
ャ
的
都 

市
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
形
成
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
古

代

エ

ジ

プ

ト

に

發

達

し

た

化

學

技

術(

と
く
に
賛
造
金
銀
寶
石 

な
ど
の
製
作
技
術)

、A
r
i
s
t
o
t
e
l
e
s
’p

l
a
r
n

的
思
辨
哲
學
に
お
け
る
元
素
轉
換
思
想(

と

く

にP
l
a
t
o
n

の
思
辨
的
數
學
的
元
素
轉
換
思 

(
1
 

j  
E

・
 
〇- v

o
n

 L
i
p
p
m
a
n
n

 
一
 

E
n
t
s
t
e
h
u
n
g

 u
n
d

 A
u
s
b
r
e
i
M
i
n
g

 d
e
r

 A
l
c
h
e
m
i
c

 
(
1
9
1
9
1
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想
を
さ
ら
に
神
秘
化
し
た
新
ブ
ラ
ト
ン
派
哲
學
の
思
想)

、
古

代

東

洋

諸

國(

ペ
ル
シ
ア
、

バ

ビ

ロ-
ー
ア
、

エ
ジ
プ
ト
、

そ

の

他)

の
さ 

ま
ざ
ま
な
神
秘
的
思
想
な
ら
び
に
宗
敎
思
想
の
混
合
物(

と
くK

就
中
ノ
ス
テ
ィ
ッ
ク
敎)

、

占
星
思
想
等
が
基
礎
と
な
っ
て
生
れ
で
た
も

〈2

シ

の
で
あ
る
。

エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
模
造
金
銀
寶
石
な
ど
の
作
製
技
術
は
、
當
時
の
僧
侶
階
級
の
手
に
よ
り
寺
院
の
仕
事
場
內
に
秘
傳
と
し
て
っ
た
へ 

ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、

さ
ま
ざ
ま
な
事
情
の
も
と
に
こ
の
頃
漸
く
沒
落
の
道
を
た
ど
り
つ'

あ
っ
た
こ
れ
ら
の
僧
侶
階
級
は
、
自
己 

の
存
立
を
確
保
す
る
た
め
の
一
手
段
と
し
て
、

こ

の

技

術

を

ば-
r
h
e
i
l
i
g
e

ゝg

srt
l
i
c
h
e
"  d

o
g
m

s-is
eh

e

 K
u
n
s
t

ニ

な

る

名

の

も

と

に

神 

秘
化
し
、

か
く
し
て
こ
ゝ
に
鍊
金
術
思
想
の
根
底
が
形
成
せ
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

今
日
現
存
す
る
最
古
の
化
學
書
た
るL

e
i
d
e
n

 P
a
p
y
r
u
s

お

よ

びS
t
o
c
k
h
o
l
m

 P
a
p
y
r
u
s

等
に
は
、

金
銀
寶
石
な
ど
を
贋
造
す
る
技 

術
の
處
方
が
た
く
さ
ん
記
載
さ
れ
て
ゐ
る
が
、

他
人
を
欺
く
沦
め
の
贋
造
物
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
意
識
さ
れ
て
を
り
、
神
秘
的
表 

現
は
全
く
見
出
さ
れ
な
い
。

し
か
る
に
こ
れ
ら
の
パ
ピ
ル
ス
の
原
本
編
著
と
ほ
ヾ
同
じ
時
代
の
エ
ジ
プ
ト
の
ギ
リ
シ
ャ
語
鍊
金
術
士
た
る 

p
s
e
u
d
o
,
D
e
m
o
k
r
i

s-s  
(

紀
元
一
世
紀
頃)

や
、

そ

れ

よ

り

稍

後

のZ
o
s
i
m
o
s

 
(
A

・ロ 3
0
0
頃)

そ
の
他
の
初
期
金
鍊
術
士
の
記
述
を
み 

る
に
、
上
記
の
兩
パ
ピ
ル
ス
と
ほ
ヾ
同
一
の
處
方
そ
の
他
が
新
プ
ラ
ト
ン
派
哲
學
お
よ
び
ノ
ス
テ
ィ
ッ
ク
敎
の
影
響
に
よ
る
神
秘
的
な
ら 

び
に
秘
傳
的
表
現
を
用
ひ
て
書
か
れ
て
ゐ
る
。
錬
金
術
に
特
有
な
金
屬
轉
換
に
關
す
る
い
く
たs

神
秘
的
象
徵
主
義
的
表
現
も
す
で
に
そ 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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F
l
a
f
o
n

 - 

T
i
m
a
e
u
s
-

(
2
)

 

e
p
p
m
a
l
m

 

一
 

ibid"  S
•
ー
ー
8—
2
6
0  j  

S

S;
二 ma

m

 

T
h
e

 s
s
r
y

 

o
f  E

a
r
l
y

 C
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四
六 

こ
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
世
紀
以
後
に
お
け

る
諸

鍊

金

術

士

の

著

作

の

現

存
す

る

斷

片(

ギ
リ
シ
ャ
語)

は
、p

s
e
u
d
o
’D

e
m
o
,

 

k
r
i
t
o
s

や

Z
o
s
i
m
o
s

よ
り
も
更
に
神
秘
主
義
的
と
な
り
、
實
地
の
化
學
技
術
か
ら
は
遊
離
し
た
記
述
を
あ
た
へ
て
ゐ
る
。
か
れ
ら
に
お 

い
て
は
、p

l

s.o
n
,
A
r
i
s
t

3.e
l
e
s

的
四
元
素
轉
換
思
想
は
牢
固
た
る
根
據
を
な
す
に
い
だ

る

。

そ
し
て
、
卑
金
屬
を
貴
金
屬
へ
轉
換
せ
し 

む
る
た
め
に
は
、
古
賢
の
神
託
的
敎
示
ま
た
は
秘
法
を
知
り
さ
へ
す
れ
ば
よ
い
と
い
ふ
態
度
が
漸
次
强
化
さ
れ
、

さ
ら
に
ま
た
、
す
べ
て 

の

金

屬

は

水

銀(
Q
u
e
c
k
s
i
l
b
e
l
.
)

と

硫

黃(
S
c
h
w
e
f
e
l
)

と
よ
り
成
る
と
い
ふ
思
想
や' 

賢

人

の

石(sf

s.n
 d

e
r  p

h
i
l
o
s
o
p
h
)

の
觀
念
や
、
 

い
く
た
の
象
徵
主
義
的
記
號(

賢
人
の
・
卵
、
自

己

の

尾

を

喰

ふ

蛇O
u
r
o
b
o
r
o
s

等)

も
漸
次
附
加
さ
れ
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

そ
し 

て
こ
れ
ら
す
べ
て
の
も
の
は
、
當
時
に
お
け
る
精
神
活
動
の
一
般
的
沈
滯
、
神
秘
主
義
、
蒙
昧
主
義
の
一
つ
の
發
現
形
態
に
他
な
ら
な
い 

の
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
き
蒙
昧
主
義
の
化
學
た
る
鍊
金
術
が
實
質
的
な
化
學
知
識
を
少
し
も
增
進
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
當
然
の
こ
と 

に
す
ぎ
な
い
。 

• 

L
i
p
p
m
a
n

 n

に
よ
れ
ば
、

エ
ジ
プ
ト
に
務
け
る
ギ
リ
シ
ャ
的
僧
侶
階
級
は
、
は
じ
め
はW

造
物
た
る
こ
と
を
意
識
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る 

が
、

そ
れ
が
眞
物
で
あ
る
か
の
ご
と
き
欺
瞞
を
他
人
に
向
っ
て
說

い
て
ゐ
る
中
に
、
自
ら
も
ま
た
漸
次
そ
れ
を
眞
物
と
思
ひ
と
む
に
い
た 

っ
た
も
の
で
あ
ら
う
と
い
ふ
。

か
く
の
ご
と
き
沒
落
に
瀕
す
る
僧
侶
の
あ
が
き
と
し
て
生
れ
出
た
鍊
金
術
は
、
最
初
は
寺
院
內
で
の
み
行 

は
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
寺
院
が
今
や
漸
次
支
配
的
と
な
り
つ
、
あ
っ
た
キ
リ
ス
ト
敎
の
壓
迫
の
も
と
に
、

三
世
紀
か
ら
四 

世
紀
末
に
か
け
て
消
滅
し
て
ゆ
く!

!

そ
の
あ
る
も
の
は
廢
絕
さ
れ
、

あ
る
も
の
は
キ
リ
ス
ト
敎
會
に
變
形
し
た!

1

に
つ
れ
て
、

こ
の 

秘
法
を
う
け
つ
ぐ
一
群
の
人
々
は
追
は
れ
て
シ
リ
ア
方
面
に
逃
れ
、

そ
こ
で
約
二
世
紀
間
餘
喘
を
た
も
っ
た
後
、
勃
興
せ
る
ア
ラ
ビ
ア
へ 

(
1

〉

L
i
p
p
m
a
n
n

 - 

i
b
l
d
N

 

2
8
0
・
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こ
れ
を
引
繼
い
だ
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
點
か
ら
み
て
、
固
有
の
意
味
で
の
鍊
金
術
は
、
紀
元
三
世
紀
前
後
の
頃!
!

卽
ち
、

ロ
ー
マ
帝
國
が
沒
落
の
道
を
た
ど
り
は
じ 

め
、
他
面
で
は
キ
リ
ス
ト
敎
が
漸
く
支
配
的
と
な
り
は
じ
め'

ヨ
ー 

ロ
ッ
パ
が
漸
く
封
建
時
代
に
入
ら
う
と
し
た
直
前
—
!

に
Hi
現
し
た 

も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
社
會
に>

け
る
一
般
的
な
凋
落
は
、
批
判
的
精
神
の
衰
微
と
蒙
昧
主
義
的
な
ら
び
に
神
秘
主
義
的
思
惟
傾
向
の
興 

隆
と
を
結
果
せ
し
め
た
。

そ
し
て

か
、
る
思
惟
傾
向
は
、

キ
リ
ス
ト
敎
權
が
絕
大
な
權
力
を
も
っ
た
中
世
暗
黑
時
代
と
よ
ば
れ
る
西
歐
封 

建
時
代
の
特
徵
的
な
方
法
論
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
p
l

s.<
m

の
思
辨
的
元
素
觀
を
さ
ら
に
神
秘
化
し
た
新
プ
ラ
ト
ン
派
の
元
素
觀
は
、
 

か\

る
一
般
的
思
惟
傾
向
を
端
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、

し
か
も
そ
れ
は
鍊
金
思
想
の
發
生
と
密
接
不
可
分
の
關
係
を
も
っ
て
ゐ
た
。 

鍊
金
術
は
、
當
時
の
こ
の
一
般
的
思
惟
傾
向
卽
ち
方
法
が
化
學
現
象
に
向
け
ら
れ
た
も
の
、

い
ひ
か
へ
る
な
ら
ば
そ
れ
が
純
經
驗
的
地
盤 

の
上
に
成
長
し
て
き
た
冶
金
技
術
お
よ
び
化
學
技
術
と
結
合
し
た
も
の
、

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

pl
a

g-n,Al-i

s-
8.eles
的
な
元
素
轉
換
槪
念
が
直
ち
に
鍊
金
思
想
を
生
ん
だ
の
で
は
な
い
。

い
は
ん
や
種
々
な
る
經
驗
的
知
識(

た
と
へ 

(
3

ば

v
o
n

 M
e
y
e
r

の
言
ふ
ご
と
き
、
銅
へ
酸
化
亞
鉛
や
砒
素
を
加
へ
た
場
合
に
金
ま
た
は
銀
類
似
の
合
金
が
得
ら
れ
る
こ
と
の
觀
察
や
、
 

含
金
の
鉛
を
强
熱
し
た
場
合
に
金
が
殘
留
す
る
事
實
の
知
識
な
ど)

が
鍊
金
思
想
を
は
ぐ
く
ん
だ
の
で
は
斷
じ
て
な
い
。L

e
i
d
e
n

 p
a
p
y
,

 

r
u
s

や

s

s-e
k
h
o
l
m

 P
a
p
y
r
u
s

の
記
述
を
み
れ
ば
わ
か
る
や
う
に
、
當
時
す
で
に
こ
れ
ら
の
場
合
に
眞
の
金
或
は
銀
が
生
じ
た
の
で
は 

な
い
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
實
に
當
時
の
神
秘
主
義
的
思
惟
方
法
こ
そ
が
、

ギ
リ
シ
ャ
的
元
素
觀
と
エ
ジ
プ
ト
的
化
學 

技
術
と
を
結
合
せ
し
め
た
の
で
ち
っ
た
。
結
合
さ
れ
た
兩
者
と
も
が
比
較
的
高
度
の
科
學
性
を
も
っ
て
ゐ
た
に
も
拘
ら
ず
、

そ
の
結
合
が 

(

1

)

v
o
n

 M
e
y
e
r

 - 

G
e
s

 c
h
i
c  h

e+e
d
e
r

 chemie"  4

S-A
U
 
尸 s

・
 

2
1
・
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四
尺 

不
毛
の
鍊
金
思
想
を
生
ん
だ
の
は
、
結
合
の
衝
に
あ
た
っ
た
方
法
卽
ち
思
惟
が
、
始
め
は
欺
瞞
を
目
的
と
し
た
所
の
神
秘
主
義
、
蒙
昧
主 

義
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
敎
權
の
壓
迫
を
シ
リ
ア
へ
避
け
た
鍊
金
術
は
、

さ
ら
に
ペ
ル
シ
ア
へ
と
難
を
逃
れ
た
シ
リ
ア
人
學
者
の
手
に
よ
っ
て
、

ア
ラ 

ビ
ア
へ
傳
へ
ら
れ
た
。

そ
し
て
そ
れ
は
他
の
諸
學
術
と
と
も
に
、
當
時
最
も
活
潑
な
經
濟
活
動
を
行
っ
て
ゐ
た
ア
ラ
ビ
ア
人
帝
國
に
お
い 

て
、
生
存
を
つ
ヾ
け
得
た
の
で
あ
っ
た
。
中
世
ア
ラ
ビ
ア
の
鍊
金
術
に
た
い
す
る
貢
獻
は
、
專
ら
、

こ
れ
を
保
存
し
て
西
歐
に
傳
へ
た
點 

に
あ
っ
た
。

ア
ラ
ビ
ア
鍊
金
術
士
に
よ
る
重
要
な
技
術
的
發
見
ま
た
は
新
理
論
な
る
も
の
は
、

近
時
の
史
的
硏
究
の
結
果
に
よ
れ
げ
、

ほ 

と
ん
ど
全
く
否
定
さ
れ
て
ゐ
る
。

長
い
間
停
頓
狀
態
に
止
っ
て
ゐ
た
西
歐
の
經
濟
が
や
う
や
く
動
い
て
封
建
制
度
の
轉
落
を
促
進
し
は
じ
め
た
初
期
ル
ネ
サ
ン
ス(

十
二 

世

紀)

の
頃
に
、
鍊
金
術
は
西
歐
へ
傳
來
し
た
。D

a
R
e

を

生

みM
a
r
c
o
p
。

〇
を
送
っ
た
十
三
世
紀
は
學
問
へ
の
意
慾
を
復
活
せ
し
め
、
 

(
1
)

S
b
i
U
m
a
i
i

-

i
b
i
d
"  

1
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 j  

L
i

 p
p
m

 a
r
m

ゝb
i
d
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 j

た
と
へ
ば 

G
e
b
e
r

な
る
ラ
テ
ン
著
者
名
で
知
ら
れ
て
ゐ
る
錬
金
術
書
は
、
ハ
乃 

至
九
世
紀
頃
の
ア
ラ
ビ
ア
錬
金
術
士
た
るJ

a
b
i
r

 i
b
n

 H
a
i
y
a
n

の
著
作
で
は
な
く
し
て
、
十
三
世
紀
乃
至
十
四
世
紀
頃
に
西
歐
で
畫
名
出
版
さ
れ 

た
も
の
と
一
般
に
信
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。J

a
b
h

の
眞
の
著
作
は
彼
が
き
は
め
て
思
辨
的
な
四
元
素
說
の
追
隨
者
だ
っ
た
こZ

を
示
し
て
ゐ
る
。
西
歐
の 

p
s
e
u
d
o
.
G
e
b
e
r

の
著
作
中
に
の
べ
ら
れ
て
ゐ
る
所
の
确
酸
、
王
水
、
硫
酸
等Q

記
述
は
ア
ラ
ビ
ア
人
の
發
見
に
係
る
も
の
と
見
る
こ
と
は
で
き
な 

い
。
但
し
こ
れ
は
一
般
の
化
學
史
家
の
見
解
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
た
い
し
て!

1
0-

m
y
a

a.
はG

e
b
e
r

な
る
名
前
の
ラ
テ
ン
著
作
はJ

a
b
i
r

自
身
の 

か
い
た
も
の
だ
ち
う
と
い
ふ
異
議
を
唱
へ
て
ゐ
るH

o

 h
n
y
a
r
d
n
a
k
e
r
s

 

o
f  Chemistry

 (
1
9
3
P
P
,

 6
?
6
3

〕Ho
l
m
y
a
r
d

は 

ア
ラ
ビ 

ア
錬
金
術
お
よ
び
化
學
技
術
を
高
く
評
價
し
て
ゐ
る
。
た
と
へ
ば
彼
に
よ
れ
ば
、
十
三
世
紀
頃
に
カ
イ
ロ
の
エ
ジ
プ
ト
造
幣
廠
の
化
學
技
師
長
だ
っ
た 

M
a
n
s
u
r

巴,K
a
m
H
y

が
著
し
た
冶
金
技
術
書
！
!

現
在
で
は
エ
ジ
プ
ト
の
王
立
圖
書
館
に
一
册
の
寫
本
が
あ
る
の
み
と
い
ふ
——

は
、
後
述
す
る 

十
六
世
紀
の
技
術
書P

r
o
b
i
e
r
b
i
i
c
h
l
e
i
n

やA
g
r
i
c
o
l
a

のD
e

 

r
e

 M
e

ナ
巴li

c
a

も
何
ら
之
に
加
ふ
所
の
な
い
程
に
疝
い
達
成
を
有
し
で 

ゐ
る 

と
い
ふ 
□

b
i
d
"  p

・77
】
。
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と

く

にA

 r
i
s
t
o

s-l
e
s

學
を
復
權
さ
せ
た
。

こ

の
世
紀
に
輩
出
し
た
著
名
な
百
科
全
書
家(

卽

ち

B
a
r
t
h
o
l
o
m
a
e
u
s

 A
n
g
l
i
e
u
s
、
v
i
n
c
e
l

s- 

d
e

 B
e
a
u
v
a
i
y
A
l
b
e
r
m
s

 M
a
g
h
u
s
'
R
o
g
e
r

 B
a
c
o
n

等)

は
、
新
發
見
や
新
理
論
を
も
っ
て
化
學
知
識
を
前
進
せ
し

tr
る
こ
と
は
し
な 

.
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
古
代
以
來
の
知
識
を
總
括
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、•

そ
の
普
及
に
貢
獻
す
る
所
が
あ
っ
た
。

し
か
し
そ
れ
ら
は
古
代
お 

よ
び
ア
ラ
ビ
ア
の
諸
權
威
か
ら
の
引
用
を
集
大
成
し
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、

ま
だ
全
く
中
世
的
權
威
主
義
に
從
っ
て
ゐ
た
。 

こ
れ
に
つ
ヾ
く
十
四
及
び
十
五
世
紀(

い
く
ぶ
ん
は
十
六
世
紀
へ
か
け
て
さ
へ
も)

は
西
歐
に
お
け
る
鍊
金
術
の
全
盛
期
で
あ
っ
た
。 

そ
こ
に
は
、•

初
期
の
鍊
金
術
士
に
お
け
る
よ
り
も
さ
ら
に
甚
し
い
神
祕
主
義
と
輕
信
と
欺
瞞
と
が
、
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で 

一
體
、
何
故
初
期
ル
ネ
サ
ン
ス
が
鍊
金
術
の
全
盛
時
代
と
な
っ
た
の
で
あ
ら
う
か?

そ
の
理
由
を
筆
者
は
次
の
ご
と
く
見
て
ゐ
る
。
卽
ち
、
專
ら
自
然
經
濟
に
依
存
し
て
き
た
封
建
制
度
の
內
部
へ
漸
次
滲
透
し
は
じ
め
た 

商
品
經
濟
は
、
貨
幣
の
流
通
量
を
激
增
せ
し
め
、

ひ
い
て
は
貴
金
屬
に
た
い
す
る
需
要
を
增
大
さ
せ
た
。
而
し
て
一
方
で
は
封
建
諸
侯
の 

內
政
が
や
う
や
く
破
綻
の
樣
相
を
呈
し
は
じ
め
、

こ
の
財
政
的
危
機
を
き
り
ぬ
け
ん
と
す
る
必
死
の
あ
が
き
は
、
當
時
の
ヨ
ー 

ロ
ッ
パ
に 

お
け
る
產
金
量
の
少
額
——

十
五
世
紀
末
に
お
け
る
西
歐
の
金
の
全
貯
藏
量
は
約
五
百
庇
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
ふ!

!

と
相
俟
っ
て
、
 

金
の
人
造
、
僞
金
、
賛
造
金
へ
の
探
求
を
刺
激
し
た
。
鍊
金
術
の
黃
金
時
代
が
釀
成
さ
る
べ
き
地
盤
は
實
に
こ
ゝ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

王
侯
に
よ
る
鍊
金
術
士
の
召
抱
へ
と
獎
勵
、
意
識
的
詐
欺
を
目
的
と
し
た
鍊
金
術
士
の
跋
扈
、
他
方
で
は
か
ゝ
る
詐
欺
師
に
た
い
し
て 

發
せ
ら
れ
た
鍊
金
術
お
よ
び
魔
術
の
禁
止
令!

鍊
金
術
の
全
盛
時
代
を
特
徵
づ
け
る
こ
れ
ら
の
現
象
は
、
沒
落
に
瀕
す
る
封
建
制
度
の 

(
1

〉

法

王J
o
h
n

二
十
二
世
は
ニ
ー
ニ
七
年
に
鍊
金
術
禁
止
の
布
吿
を
發
し
た
。

ニ
ニ
ニ
三
年
に
は
パ
ル
セB

ナ
のD

o
m
i
n
i
c

。
敎
團
の
僧
に&

い 

し
て
も
同
樣
の
布
吿
が
出
た
。

一
三
ハ
〇
年
に
は
フ
ラ
ン
ス
のc

 h
a
r
l
P
S

五
世
が
、
ま
た
一
四
〇
四
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
のH

e
n
r
y

四
世
が
、
同
樣 

な
禁
止
令
を
發
布
し
た:

こ
の.
時
代
に
最
も
橫
行
し
た
僞
名
錬
金
術
書
の
出
版
は
、
か
ゝ
る
法
令
を
く
ヾ
ら
ん
が
た
め
の
一
手
段
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

そ
し
て
こ
れ
ら
の
禁
止
令
に
も
拘
ら
ず' 

こ
の
時
代
は
鍊
金
術
の
黃
金
時
代
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

化
學
史
の
方
法
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五
〇 

經
濟
的
原
因
か
ら
生
じ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

思
へ
ば
鍊
金
術
は
欺
瞞
を
目
的
と
し
神
祕
主
義
お
よ
び
蒙
昧
主
義
を
方
法
と
し
て
封
建
制
成
立
の
直
前
に
生
誕
じ
た
。

そ
し
て
そ
れ
は 

千
年
後
に
も
お
な
じ
目
的
と
方
法
論
と
を
か
ざ
し
つ\

、
封
建
制
崩
壞
直
前
の
大
躁
宴
に
お
け
る
化
學
的
挽
歌
を
奏
で
た
の
で
あ
っ
た
。 

吾
々
は
封
建
時
代
の
科
學
の
方
法(

卽
ち
世
界
觀)

が
神
祕
主
義
、
權
威
主
義
、
蒙
昧
主
義
だ
っ
た
こ
と
を
一
般
思
想
史
か
ら
知
り
得
る 

の
で
あ
る
が
、

こ
の
時
代
の
代
表
的
科
學
と
し
て
鍊
金
術
と
占
星
術
と
が
あ
げ
ら
れ
る
の
も
決
し
て
故
な
き
こ
と
で
は
な
い
。
鍊
金
術
は 

實
に
封
建
時
代
の
科
學
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
封
建
の
方
法
を
以
て
化
學
現
象
を
取
扱
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。 

尙
こ
ゝ
に
吾
々
が
と
く
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
は
じ
め
は
鍊
金
術
の
流
れ
と
は
獨
立
に
、
後
(

十
三
世
紀
以
後)

に 

は
そ
れ
と
結
び
つ
い
て
、
化
學
技
術
の
古
代
か
ち
の
傳
統
が
存
在
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
當

時

の

化

學

技

術

家(

卽
ち
種
々
な
る
化
學 

技
術
に
た
づ
さ
は
る
職
人)

た
ち
は
、
錬
金
術
士
と
異
り
、
公
表
の
た
め
の
著
述
を
ほ
と
ん
ど
全
く
行
は
な
か
っ
た
。

こ
の
種
の
人
々
の 

著
作
は
、

自
分
の
覺
え
書
又
は
特
定
の
弟
子
に
傳
へ
る
た
め
の
處
方
書
の
や
う
な
も
の
で

あ
っ
た
。

か\

る

も

の

と

し

て

吾

々

は

、
 

C
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
e
s

 

a
d

 

T
i
n
g
e
n
d
a

 (

ハ
世
紀
頃)

、g
a
p
p
a
e

 C
l
a
v
i
c
u
l
a

 (

十
世
紀
頃
」ゝ 

L
i
b
e
r

 I
g
i
i
i
u
m

 a
d

 C
o
m
b
u
r
e
n
d
o
s

 H
o
s
r
e
s

 (

十 

三
世
紀
ヨ 

L
i
b
e
r

 

S
a
e
e
r
d
o
f
u
m

 
(

十
二
世
紀
頃)

、H
e
r
a
c
l
i
u
s

の

D
e

 A

s-i
b
u
s

 R
o
m
a
l
l
o
l
-
u
m

等
々
を
あ
げ
得
る
。

こ
れ
ら
の
諸
書 

の
中
、

十
二
世
紀
以
後
の
も
の
は
ア
ラ
ビ
ア
化
學
の
影
響
を
多
少
と
も
う
け
て
ゐ
る
が
、

大

體

に

お

い

て

そ

れ

ら

はL
e
i
d
e
n

 

P
a
p
y
r
u
s

 

や

S
t
o
c
k
h
o
l
m

 

p
a
p
y
l
.
u

 s

の
系
統
を
ひ
く
技
術
化
學
書
な
の
で
あ
る
。
卽
ち
、

そ
れ
ら
は
西
歐
、

ビ
ザ
シ
チ
ン
、

シ
リ
ア
、
等
に
お
い 

(
1

ン 
s
H
l

s.a
m
 

i
b
i
d
》
1
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Li
pp

ma
nr
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G
7
1
8
2
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Fes

et-e 
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D
i
e

 

E
l
l
t
-
w
i
c
k
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u
n
g  

d
e
r

 c
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i
s
c
h
e
n

 T
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て
鍊
金
術
の
傳
統
か
ら
は
多
か
れ
少
か
れ
獨
立
な
存
在
を
保
っ
て
き
た
と
こ
ろ
の
化
學
技
術
を
示
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
古
代
か
ら
傳
へ 

ら
れ
た
も
の
を
千
餘
年
に
わ
た
っ
て
哺
育
傳
承
し
て
ゐ
る
間
に
、
緩
漫
な
が
ら
進
步
が
あ
っ
た
。

と
く
に
十
三
世
紀
以
後
に
お
い
て
は
、
 

實
際
上
の
必
要
に
も
と
づ
く
化
學
技
術
的
進
步
は
相
當
の
も
の
だ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
十

二

世

紀

の

僧

侶T
h
e
o
p
h
i
l
u
s

の 

D
i
v
e
r
s
a
l
-
u
m

 A
r
f
i
u
m

 S
c
h
e
d
u
l
a

の
ご
と
き
優
秀
な
技
術
化
學
書
の
出
現
や
十
三
世
紀
末(

又
は
十
四
世
紀
始
め)

のp
s
e
u
d
o
,
Q
e
b
e
r

(1)

の
諸
著
に
見
ら
れ
る
ご
と
き
進
步
せ
る
化
學
知
識
な
ど
は
、

こ

の
こ
と
を
實
證
す
る
も
の
で
あ
る
。
化
學
史
上
つ
ぎ
の
時
代
に
屬
す
る 

B
i
r
i
n
g
u
c
c

-S-
や

A
g
r
i
c
o
l
a

の
著
作
に
お
け
る
高
度
の
技
術
的
知
識
も
、

こ

のp
s
e
u
d
o
,
G
e
b
e
r

頃
ま
で
に
發
達
し
た$

の
が
相
當
お 

つ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。

四

ル

ネ

サ

ン

ス

の

化

學

十
五
世
紀
末
か
ら
十
六
世
紀
前
半
に
か
け
て
は
、

ル
ネ
サ
ン
ス
中
の
最
も
光

輝

あ
る
時
期
——

卽

ち

所

謂H
0
&

1i
e
n

s.s
s
a
n
c
e

の
時 

代!

!

で
あ
る
。

十
五
世
紀
後
半
に
金
屬
製
活
字
に
よ
る
印
刷
法
が
發
明
さ
れ
た
こ
と
は
、
知
識
の
普
及
に
絕
大
な
る
貢
獻
を
あ
た
へ
た
。 

熱
狂
的
に
遂
行
さ
れ
た
海
外
新
市
場
發
見
の
た
め
の
探
檢
航
海
は
、

い
く
た
の
新
見
聞
や
新
大
陸
ア
メ
リ
カ
の
發
見
な
ど
を
も
た
ら
し
た
。 

市
民
階
級
の
勃
興
は
自
由
な
る.
精
神
を
要
望
せ
し
め
、
宗
敎
改
革
と
な
っ
て
開
花
し
た
。
新
な
る
活
動
の
息
吹
が
人
々
を
と
ら
へ
た
。
偉 

(
1
)

そ
こ
に
は
旣
に
術
酸
、
硫
酸
、
王
水
等
が
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。

だ

がp
s
e
u
d
o
.

 G
e
b
e
r

 
(

因
み
にB

e
r
t
h
e
-
O
6

は
、

p
s
e
u
d
o
o
e
b
e
r

は
ス 

ペ
イ
ン
人
だ
っ
た
と
見
て
ゐ
る)

が
こ
れ
ら
鑛
戟
の
發
見
者
だ
っ
た
の
で
は
な
い
。
化
學
史
上
き
は
め
て
注
目
す
べ
き
こ
れ
ら
の
酸
の
製
法
が
何
人
の 

發
見
に
も
と
づ
く
か
は
ま
だ
わ
か
っ
て
ゐ
な
い
。

化
學
史
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方
法
論(

原) 

五
一
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科
學
史
硏
究 

第
一
號 

五
二 

大
な
る
巨
人
が
踵
を
接
し
て
輩
出
し
た
。
吾
々
は
十
六
世
紀
前
半
に
活
躍
し
た
か
ゝ
る
巨
人
と
し
て
、M

i
c
h
a
e
l

 A
n
g
e

.?L
e
o

召r
d

 

V

S-C
L
 

R
a
f
M
e
L

 

M
a
c
h
i
a
v
e
l
l
i

 M
a
r
f
i
n

 L
u
f
h
g

 

J
o
h
n

 

c
a
l
v
i
F

 

c
o
l
o
m
b
u
y

 

T
h
o
m
a
s

 M
o
l
e

 

C
o
p
e
i

ビi
c
u
y

 

V
e
s
a
l
i
u
s

 

等
々
の 

名
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
や
う
な
精
神
活
動
の
一
般
的
昂
揚
は
、
化
學
へ
も
新
し
い
息
吹
を
ふ
き
こ
ん
だ
。
化
學
方
面
に
お
け
る
こ
の
時
期
の
巨
人
と
し
て 

は
、p

ar
ac
el
su
®  

B
i
l

g-g
u
c
c
i
o
y  

A
g
l
.
i
c  

I
B
 P

a
l
i
s
s
y

の
四
人
が
聳
え
た
っ
て
を
り
、
化
學
史
は
こ
の
時
よ
り
新
し
い
時
代
へ 

入
る
の 

で
あ
る
。

そ
れ
は
從
來
し
ば
し
ば
不
當
に
も
醫
療
化
學
時
代 

(
z
e
i
f

巴f
e
l
-
d
e
r
T
a
h
o
c
h
e

自e
)

と
よ
ば
れ
て
き
た
所
の
、

そ
し
て
十
六
世 

紀
始
め
か
ら
十
七
世
紀
中
頃
迄
の
約
一
五
〇
年
間
を
包
含
す
る
所
の
、
時
代
で
あ
る
。

P
a
m
c
e
l
s
u
s

は
所
謂
醫
療
化
學
派
の
創
始
者
と
し
て
著
名
で
あ
る
。
彼

は

H
i
p
p
o
k
l
-
a
f
e
®

 G
a
l
e
n
o
s

お

よ

びA
v
i
c
e
l
m
p

ら
の
絕 

對
權
威
に
の
み
盲
從
す
る
在
來
の
傳
統
的
醫
學
に
反
對
し
、
實
驗
と
經
驗
を®

S

す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
化
學
藥
品
を
醫

(2)

藥
中
へ
導
入
し
、
醫
學
は
そ
の
主
要
な
る
支
柱
の-

っ
と
し
て
化
學
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、

醫
學
の
革
新
を
志
し
た
。

そ
し
て
化 

學

(
A
l
c
h
e
m
i
e
)

の
目
的
は
、

金
銀
の
人
造
よ
り
も
む
し
ろ
醫
藥
の
效
力
を
硏
究
し
新
醫
藥
を
發
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

醫
學
へ
奉
仕 

す

る
點
に
あ
る
こ

と
を
强
調
し
た
。

だ
が
彼
は「

A
l
c
h
e
m
i
e

の
目
的
を
か
く
の
ご
と
く
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
鍊
金
思
想
を
否
・
定 

し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。P

a
r
a
c
e
l
s
u
s

は
元
素
轉
換
や
金
銀
人
造
の
可
能
性
そ
の
他
の
傳
統
的
鍊
金
思
想
を
肯
定
し
て
ゐ
た
。

彼
は
た 

だ

化

學

の

目

的

が

「
賢
者
の
石
」

の
製
造
よ
り
も
實
用
的
な
醫
療
へ
の
奉
仕
に
あ
る
こ
と
を
說

い
て
、
化
學
に
新
し
い
卑
近
な
目.
標
を
あ

(1) 

sium
azni  

P
R
r
a
c
e
-
s
u
s

 

(
1
9
2

 
〇).

(
2
)
 

こ
れ
は
當
時
イ
タ
リ
ヤ
で
徐
々
に
發
達
し
つ
、
あ
っ
た
傾
向
で
あ
る
〇 P

a
r
a
c
e
l
s
u
s

は
こ
の
影
響
を
う
け
た
も
の
と
見
ら
れ
て
ゐ
る
。
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た
へ
、
か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
化
尊
に
新
時
代
を
劃
せ
じ
め
た
の
で
あ
っ
た
。P

a
r
a
c
e
l
s
u
s

は
化
學
者
と
し
て
優
れ
た
業
績
を
の
こ
し 

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
古

く

か

ら

の-

硫

黃
•

水
銀
」
說

へ
新
し
く
鹽(

S
a
i
z
)

な
る
元
素
を
導
入
し
て
、
所

謂

三

原

質(
T

暮
3

i

亘
) 

の
說
を
創
唱
し
た
こ
と
は
元
素
觀
發
展
史
上
注
目
す
べ
き
事
柄
で
あ
り
、•

こ
の
說
が 

乜
泳
。!!
」

はst
ot

e

冷S

的
四
元
素
說
よ
り
も
直
接
的 

經
驗
の
合
理
的
理
解
に
役
立
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
こ
れ
と
て
も
在
來
の
思
想
を
補
充
發
展
さ
せ
た
も
の
に 

す
ぎ
な
いo

p
a
r
g
e
L
S
U
S

の
化
學
史
上
に
お
け
る
意
義
は
、
そ
れ
迄
も
っ
ぱ
ら
鍊
金
術
で
あ
っ
た
所
の
化
學
に
、
新
な
る
追
求
目
的
を
あ 

た
へ
た
點
に
あ
っ
た
。

し
か
も
そ
の
目
的
た
る
や
、
卑
近
な
實
用
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ル
ネ
サ
ン
ス
の
子
と
し
て
權
威
主
義
と
傳
統
と
に
反
抗
し
たP

a
r
a
c
e
l
s
u
s

の
醫
學
史
な
ら
び
に
化
學
史
上
に
お
け
る
意
義
は
著
大
で 

あ
る
。

だ
が
彼
は
根
底
か
ら
革
新
的
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
當

時
(

後
期
ル
ネ
サ
ン
ス)

流
行
し
て
ゐ
た
新
プ
ラ
ト
ン
派
的
哲
學 

思
想
の
影
響
を
う
け
て
ゐ
た
彼
の
自
然
觀
お
よ
び
醫
學
理
論
は
、

ま
だ
中
世
紀
的
神
祕
主
義
お
よ
び
超
經
驗
主
義
を
脫
却
し
て
は
ゐ
な
か 

っ
た
の
で
あ
る
。
，

p
i
n
g
e
l
s
u
s

の
說
に
對
しP

は
、
追
隨
者
も
多
か
っ
た
代
り
に
、
傳
統
を
固
守
す
る
醫
學
派
か
ら
の
攻
擊
も
熾
烈
を
き
は
め
た
。
彼
の
死 

後
に
展
開
さ
れ
た
酷
烈
な
兩
派
の
爭
鬪
は
醫
學
史
上
有
名
な
も
の
と
な
っ
て
ゐ
る
？
だ
が
醫
療
化
學
派
の
中
に
は
神
祕
的
狂
信
肪
傾
向
の 

者
も
多
か
っ
た
た
め
、
そ
の
騷
々
し
い
出
場
に
も
拘
ら
ず
、
化
學
に
對
す
る
實
質
的
貢
獻
は
少
な
か
っ
た
や
う
で
あ
る
。
た

ヾp
a
r
g
e

亦us

 

を
う
け
い
れ
つ
ゝ
も
之
に
盲
從
は
し
な
か
っ
た
所
の
ヽL

i
b
a
v
i
u
®

 A
u
g
e

ris  s
a
r
v
a
n

 H
e
l
m
o
o
b

 G
l
a
u
b
e
r

等
が
若
干
の
注
目
す
べ 

き
寄
與
を
あ
た
へ
た
。
就

中v
a
n

 H
e
l
m
o
a

の
ガ
ス
に
對
す
る
認
識
は
方
法
論
上
見
の
が
せ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は 

次
節
で
の
べ
・
る
こ
と
に
し
よ
う
。
醫
療
化
學
派
の
學
者
は
す
べ
て
化
學
者
で
は
な
く
て
醫
者
で
あ
っ
た
。

か
れ
ら
は
醫
療
上
の
實
用
的
見 

化
學
史
の
方
法
論(

原)
 

五
三
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史
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究 

第
一
號 

・
 

五

四

・
 

地
か
ら
化
學
を
見
た
の
で
あ
っ
て
、

そ

の

方

法(

自
然
觀)

の
ご
と
き
も
中
世
的
神
祕
主
義
の
衣
を
ま
と
っ
て
ゐ
た
。
化
學
史
的
見
地
の 

み
か
ら
言
へ 

ぱ
醫
療
化
學
者 

(
l
a
h
o
c
h
e
m
i
K
e
r
)

 

で
あ
る
が
、
も
っ
と
正
當
に
呼
ぶ
な
ら.
ば 
化
學
的
醫
學
派 

(
c
h
e
m
i
s
c
h
e

 

M
e
d
i
z
i
n
e
i
j

 

c
h
e
m
i
a
f
r
i
s

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

所
謂
醫
療
化
學
派
に
も
增
し
て
こ
の
期
の
化
學
を
特
徵
づ
け
る
も
の
は
、
優
秀
な
る
冶
金
技
術
學
者
お
よ
び
化
學
技
術
學
者
の
出
現
で 

あ
る
。
劃
期
的
著
作
た
る 

B
i
r
h
i
g
u
c
c
i
o

 

の 

D
e

 

l
a  

p
i
r
o
t
e
c
h

s.a
.
(一5

4
0
)

や 

A
g
r
i
c
o
l
a

 

の 

D
e

 

r
e  M

e
f
a
l
l
i
c
a

 

(
一
5
5  6

)

の
現
は
れ 

る
以
前
に
お
い
て
も
、

す

で

にP
r
o
b
i
e
r
b
i
i
c
h
l
e
i
n

やE

B-N
s
z
l
i
c
h

 B
e
r
g
b
i
i
c
h
l
e
i
n

等
の
ご
と
き
實
地
按
術
書
が
非
常
に
廣
汎
な
る
普 

及
を
み
た•
こ
と
は
、

こ
の
時
代
に
冶
金
工
業
お
よ
び
一
般
化
學
工
業
が
か
な
り
隆
盛
に
赴
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

十
六 

世
紀
迄
に
現
れ
た
鑛
山
冶
金
お
よ
び
化
學
に
關
す
る
技
術
書
中
で
最
も
權
威
あ
る
も
の
と
稱
せ
ら
る
ゝB

i
r

s-g
u
c
c
i
o

や

A
g
r
i
c
o
l
a

の 

上
記
の
著
書
も
、

ま

たB
e
d
a
r
d

 P

巴i
s
s
y

の
エ
ナ
メ
ル
陶
器
創
成
に
お
け
る
異
常
な
實
驗
的
努
力
も
、

さ
ら

に

降

っ
て

は

十

七

世

紀 

に

お

け

るG
l
a
u
b
e
r

の
諸
業
績
も
、
す
べ
て
か
ゝ
る
產
業
の
隆
盛
と
不
可
分
の
關
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

B
h
i

二gu
c
c

o-A
g
l
.
i
c
o
K
p

巴i
s
s
y

等
は
大
體
鍊
金
術
に
對
し
て
否
定
的
態
度
を
持
し
て
ゐ
た
が
、

か
れ
ら
と
い
へ
ど
も
化
學
理
論
に 

お
い
て
は
、p

l
a
t
o
E
A
S
S
E
e
l
e
s

的
四
元
素
說
や

水

銀•

硫
黃
說
に
し
た
が
っ
て
ゐ
た
。

か
れ
ら
が
關
心
を
持
つ
・
た
の
は
自
然
現
象
の 

本
質
の
究
明
で
は
な
く
し
て
、

主
と
し
て
實
用
上
お
よ
び
技
術
上
の
事
柄
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
先
に
吾
々
は
、
醫
療
化
學
派
も
化
學
を
專 

ら
實
用
的
立
場
か
ら
見
て
ゐ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
化
學
現
象
を
主
と
し
て
專
ら
實
利
的
、
實
用
主
義
的
見
地
か
ら
見
且
つ
追
求
し
た
こ
と 

(
1
)

p
a
r
p
c
e
l
s
u
s

が
そ
の
醫
學
體
系
の
中
で
化
學
を
重
要
視
し
た
の
も
、
幼
時
か
ら
化
學
冶
金
技
術
を
ひ
ろ
く
見
聞
し
た
影
嚮
に
よ
る
も
の
で
あ
ら 

う
と
い 
ふ
。(
sillmpD

:  

p
a
x
a
c
e
l
s
u
y  p

・
 

9
1 )•
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!

こ
れ
が
こ
の
期
の
化
學
の
特
徵
で
あ
る
。

，

後
期
ル
ネ
サ
ン
ス
の
化
學
を
指
し
て
醫
療
化
學
時
代
と
呼
ぶ
の
は
不
當
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
時
代
を
ば
、
化
學
的
現
象
が
主
と
し
て 

實
用
的
立
場
か
ら
取
扱
は
れ
た
時
代
、

と
定
義
づ
け
る
の
が
最
も
妥
當
で
あ
る
と
信
ず
る
。
そ
し
て
こ
ゝ
に
實
利
的
化
學
時
代
ま
た
は
應 

用

化

學

時

代
N
e
i
f
a
l
f
e
l
?  

d
e
r

 u
s
i
b
a
r
i
F
t
i
s
c
h
e

 

C
h
e
m
i
e

 o
d
e
r

 0

 e  W
a
l
t
e
r

 

d
e
r

 

a
n
g
e
w
a
n
d
f
e

 

c
h
e
m
i
e
)

な
る
一
層
適
切
な
名
稱
を
提 

唱
し
て
お
く
次
第
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
期
に
も
鍊
金
術
は
ま
だ
流
行
し
て
ゐ
た
。

だ
が
吾
々
は
以
前
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
所
の
、
或
は
又
以
前
よ
り
む
著
し 

く
顯
著
に
な
っ
た
所
の
、
新
し
い
特
徵
、
卽
ち
實
用
主
義
的
見
地
の
登
場
を
以
て
、

こ
の
期
の
化
學
を
特
色
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ 

る
。

こ
の
時
代
の
化
學
の
方
法
は
、
實
利
を

目
的
と

し
經
激
を
重
ん
じ
つ
ゝ

も(

實
用
主
義
と
經
驗
主
義Q

擡
頭)

—
!

或
は
そ
の
故
に 

こ
そ!

、

理
論
に
お
い
て
は
古
い
因
習
に
執
着
し
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
だ
。

:
 

' 

し
か
ら
ば
ー
體
上
述
の
ご
と
き
實
利
主
義
は
何
に
よ
っ
て
招
來
さ
れ
ま
も
の
で
あ
ら
う
か?
 

一
 

・
 

筆
者
は
こ•
の
問
に
た
い
し
て
は
、
當
時
の
商
業
資
本
の
熾
烈
な
利
潤
追
求
慾
を
も
っ
て
答
へ
だ
い
。

ル
ネ
サ
ン
ス
を
特
徵
づ
け
る
あ
の 

目
ざ
ま
し
い
探
險
航
海
も
、
海
外
に
新
市
場
を
見
出
さ
ん
と
す
る
®.
業
資
本
の
要
求
に
も
と
づ
く
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
想
到
す
る
な
ら
ば
、
 

そ
の
慾
求
が
い
か
に
熾
烈
な
り
し
か
は
想
像
に
難
く
な
い
で
あ
ら
う
。

I 
- 

-

——

窣 

— 

• 

• 

/
 

(
l
y
 
こ
の
こ
と
は
最
近
漸
く 


ニ
の
化
學
史
家
の
氣
付
く
所
と
な
っ
た
。
た
と
へ
ばF

e
w
c
h
l

 

打
よ
びSiisBengufh

は
そ
の
共
著
た
る"

"
K
u
r
z
,

 

g
e
g
c
h
i
c
h
g

 d
e
r

 c
h
e
m
i
e
,

 

(
1
9
3
6
)

の
五
十
七
頁
で
、
十
六
世
紀
を
、
「
少
數
の
化
學
的
醫
藥
を
內
用
に
誇
張
し
て
用
ひ
た
こ
と
に
よ
っ
て
で
は 

な
し
に
化
學
的
技
術
に
よ
っ
て
特
徵
づ
け
ら
れ
る
世
紀
」
と
呼
ん
で
ゐ
る
。

化
學
史
，の
方
法
論(

原)
 

五
五
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科
學
史
硏
究 

第
一
號

五
化
學
史

上

に

お
け

るB
o
y
l
e

時
代
の
性
格

切 

!
!

所
謂
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
方
法
に
つ
い
て!

五
六

.
從
來
の
化
學
史
家
に
よ
れ
ば
、
化
學
史
は
十
七
世
紀
中
葉
か
ち
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
說
時
代
と
よ
ば
れ
る
一
時
代
へ
入
る
こ
と
に
な
っ
て
ゐ 

る
。
だ
が
正
確
に
い
へ
ば
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
說
は

S
t
a
b

二1
6
6
6—1

7
3
4
)

か

ら
(

從
っ
て
一
七
〇
〇
年
頃
か
ら)

始
っ
た
も
の
と
見
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
故
、

か
く
の
ご
と
き
時
代
區
分
法
に
よ
れ
ば
ヽB

o
y
l
®
H
o
o
k
e
》
M
a
y
o
w
"

 L
e
m
e
r
y

 

等
の
化
學
者
を
有
す
る
十
七
世
紀
後 

半
を
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
時
代
へ
包
含
す
る
こ
と
に
な
り
、

き
は
め
て
妥
當
性
を
缺
く
こ
と
に
な
る
。

か
\

る
點
か
ら
言
っ
て
も
、
他
面
ま
た
近
代
化
學
の
礎
石
は
何
時
置
か
れ
た
も
の
と
見
る
べ
き
か
、
と
い
ふ
點
か
ら
い
っ
て
も
、
化
學 

史

上

に

黯

け

るB
o
y
l
e

 (
1
6
2
T
1
G
9
1
)

時
代
の
意
義
に
つ
い
て
は
、

多
く
の
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。
近
代
化
學
の
基
礎
の
確
立
者
が
何 

•
人
で
あ
る
か
に
つ
い
て
味
、
從
來
の
化
學
史
家
の
見
解
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
は
ゐ
な
い
。

あ

る

者

はB
o
y
l
e

を

と

り

、
他

の

者

は 

L
a
v
o
i
s
i
e
r

を
え
ら
ぶ
。B

o
y
l
e

を
以
て
近
代
化
學
の
父
と
す
る
見
解
は
、K

o
p
p

以
來
の
多
數
の
化
學
史
家
の
採
用
す
る
所
で
あ
る
が
、 

筆
者
は
こ
の
見
解
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
以

下B
o
y
l
e

お
よ
び
そ
の
同
時
代
の
若
干
化
學
者
を
檢
討
し
つ
ゝ
、

そ
の
根
據
を
明
か
に
し 

よ
う
。

(1) 

J

・
 H

・
 w

b
y
e
:

 

T
h
e
^
i
s
t
o
r
y

 

o
f  

P
h
l
o
g
i
s
f
o
n

 T
h
e
o
r
y

 

(
1
9
3
2
)
"  p

・
 

1
0

(
2
)
 

こ
の
點
か
ら
い
へ
ば
、
旣
述
のB

a
u
e
r

の
時
代
區
分
は
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
時
代
を
一
七
〇
〇
年
か
ら
と
し
て
ゐ
て
妥
當
で
あ
る
が
、
他
面
で
は 

B
o
y
l
e

 
・
ら
を
不
當
に％

醫
療
化
學
時
代
へ 
包
含
さ
せ
て
し
ま
ふ
と
い
ふ
缺
陷
を
持
っ
て
ゐ
る
。
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通
例
、B

o
y
l
e

の
劃
期
的
業
績
は
、

そ

の

著T
h
e

 

s
c
e
p
c

s-a
l  

C
h
y
m
i
s

ニ
ー6
6

と 

中
で
、

在
來
の
元
素
觀
た
る
四
元
素
說

お
よ
び
三 

原
質
說
の
非
科
學
性
を
指
摘
し
、

元
素
と
は
何
で
あ
る
か
の
正
し
い
定
義
を
下
し
た
點
に
あ
る
、

と
見
ら
れ
て
ゐ
る
。B

o
y
l
e

に
よ
れ
ば
、
 

元

素

と

は

「
他
の
い
か
な
る
諸
物
體
又
は
一
物
體
に
よ
っ
て
も
作
ら
れ
ず
、
化
合
し
て
所
謂
完
全
に
混
合
し
た
物
體
を
直
接
的
に
つ
く
り 

あ
げ
る
所
の
成
分
に
し
て
、

こ
の
混
合
物
を
窮
極
的
に
分
解
し•
て
そ
れ
に
な
し
得
る
所
の
、

あ
る
始
原
的
に
し
て
單
純
な
る
も
の
、

い
ひ 

か
ふ
れ
ば
全
く
混
合
的
な
ら
ざ
る
物
體
を
意
味
す
る
ご

だ

がB
o
y
l
e

は
、A
s.s

w
e
l
e
s

的
四
元
素
說
や

p
u
l
.
a
c
e
l
s
u
s

的
三
原
質
說
を
論
駁
す
る
た
め
に
冗
長
詳
細
な
議
論
を
展
開
し
、
且
上
の 

ご
と
き
元
素
の
定
義
を
下
し
て
ゐ
る
に
も
拘
ら
ず
彼
自
身
は
何
が
元
素
で
あ
る
か
を
具
體
的
に
は
指
示
し
得
な
か
っ
た
。

つ

ま

りB
o
y
l
e

 

の
元
素
定
義
は
現
實
に
卽
さ
な
い
形
而
上
學
的
規
定
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
そ
れ
は
近
代
化
學
の
礎
石
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ 

る
。T

h
e

 

S
c
e
p
t
i
c
a
l

 C
b
y
m
i
s
t

出
版
の
約
五
十
年
後
に
、S

f
a
h
l

が
四
元
素
說
又
は
三
原
質
說
の
變
形
と
も
見
る
べ
き
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン 

說
を
提
唱
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
容
易
に
知
り
得
る
や
う
に
、B

o
y
l
e

の
元
素
觀
は
後
世
に
た
い
し
て
は
實
質
的
な
影
響
を
あ
ま
り
與
へ 

な
か
っ
た
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
具
體
的
內
容
を
缺
く
科
學
上
の
槪
念
は
確
立
せ
ら
れ
た
も
の
と
は
言
ひ
が
た
い
故
、B

o
y
l
e

を
以
て
近 

代
化
學
の
礎
石
を
な
す
元
素
槪
念
の
確
立
者
と
み
な
す
こ
と
は
妥
當
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

B
o
y
l
e

は
原
子
說
の
信
奉
者
で
あ
っ
た
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
原
子
論
は
十
七
世
紀
中
頃
に
復
活
さ
れ
て
ゐ
た
。
十
七
世
紀
後
半
の
自
然

(1) 

R

 B
o
y
l
e

 " 

T
h
e

 

s
c
e
p
t
i
c
a
l  c

h
y
m
i

g.(
E
v
e
r
y
m
a
n
m
L
i
b
r
a
r
y
)
"

 p

・187 • 

B
o
y
l
e

 

の
所
謂 

pe
rf

ec
tl

y  m
i
x
"

 b
o
d
y

 

は
今 t

n  

の
化
合
物
を
指
す
も
の
で
あ
る
。

(
2
)
 

こ
れ
に
つ
い
て
はL

a
v
o
i
s
i
e
r

の
元
素
槪
念
と
の
比
較
檢
討
の
際
、
論
及
す
る
こ
と
に
し
よ
うe

化
學
史
の
方
法
論(

原)
 

五-L
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科
學
史
硏
究 

第
一
號 

五
八 

科
學
は
何
よ
り
も
ま
づ
原
子
論
的
な
物
質
觀
を
以
て
特
徵
づ
け
ら
れ
る
。B

o
y
l
e

の

著

書

に

見
ら

れ

るC

 o
r
p
u
s
c
o

な

る

も

の

は

卽
ち 

•

こ
の
原
子
槪
念
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

と

こ

ろ

で

原

子

論

者B
o
y
l
e

は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
原
子
論
者
た
ち
と
同
樣
、

あ
ら

ゆ
る 

原
子
を
構
成
す
る
共
通
的
始
原
物
質 (

c
o
m
m
o
n

 M
a
t
t
e
r

 

o
i
l
.  U

n
i
v
e
r
s
a
l

 

M
a
t
t
e
r
)

 

の

存

在

を

'^
へ
て
ゐ
た
。
所

謂

元

素(E
l
e
m
e
=
f
)

 

な
る
も
の
の
根
底
に
萸
に
唯
一
普
遍
の
共
通
物
質
を
考
へ
、

こ
の
普
遍
的
共
通
物
質
が
形
お
よ
び
大
き
さ
の
異
る
粒
子
と
な
っ
て
謂
ふ
所 

の
話
元
素
を
形
成
す
る
、
と
み
な
し
た
の
で
あ
っ
た
。
卽

ちB
o
y
l
e

に
お
い
て
は
、
眞

の

原

質(

元
素)

は
唯
一
つ
だ
っ
た
と
い
ひ
得
る

(1)

の
で
あ
る
。

元
素
槪
念
は
質
的
差
別
性
の
認
識
に
そ
の
基
礎
を
も
つ
。
從
っ
て
各
元
素
の
質
的
差
別
性
を
共
通
物
質
よ
り
成
る
粒
子
の
大
き
さ
及
び 

形
の
差
に
還
元
し
て
し
ま
っ
たB

o
y
l
e

に
お
い
て
は
、
本
來
、
質

の

認

識
が(

從
っ
て
又
元
素
の
存
在
に
對
す
る
認
識
が)

、
極
度
に
後
退 

し
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
彼
が
具
體
的
に
元
素
槪
念
を
確
立
し
得
な
か
っ
た
事
は
、

必
然
的
な
結
果
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

B
o
y
l
e

に
お
け
る
質
的
認
識
の
後
退
は
注
目
に
値
す
る
事
實
で
あ
る
。

ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
化
學
は
、
豐
富
な
質
的
認
識
を
も
っ
て
ゐ
た
。 

た

と

へ

ばP
a
r
a
c
e
l
s
u
s

は
そ
の
三
原
質
に
き
は
め
て
多
樣
な
質
的
差
別
を
み
と
め
て
ゐ
る
。

又

v
a
n

 H
e
l
m
o
l

s-(
1
5
7
7
-
1
6
4
4
)

は
炭
酸 

ガ
ス
が
普
通
の
空
氣
と
は
異
る
一
ガ
ス
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
そ
れ
をg

a
s

 

s
y
l
v
e

s-r
e

と
呼
び
、

そ
の
他
種
々
な
る
場
合
に
生
ず
る
ガ

(3)

ス
に
多
く
の
質
的
差
別
を
設
け
た
。
彼

がg
a
s

な
る
語
の
創
始
者
だ
っ
た
こ
と
は
、

ガ
ス
の
豐
富
な
質
的
差
別
性
の
認
識
と
必
然
的
な

(

丄)

こ
れ
に
つ
い
て
は
、

R

・
 
p
a

^-i
n
g

s-n
-
 

A

 

S
b
o
H

 

H
i
sf
-
o
r
y  

o
f  

C
h
e
m
i
s
h
y

 

(
1
9
3
7
)
“  

p

“
 
7

r

G
r
e
g
o
r
y
"

 A

 

S
h
o
r
b  

H
i
s
b
o
r
y

 

o
f  A

f
o
m
i
s
m

 

(一
93 1)

“
 

p

 

3
3
-
3
4  

を
見
よ
。

(
2
)
 

s
a
l
l
m
a
n

 - 

Pa
ra

ce
ls

us

 

(
1
9
2
0
)
“  p

・
 

1
0
7
,

(
3
)
 

J
p
a
r
f
-
i
n
g  (
〇
!
!  

:  

i
b
i
d
》p

 

4
8—

5
1
-  

D

・
 M

c
K
i
e

 - 

A
n
f
o

s-e  

L
a
v
o
i
s
i
e
r  
(
1
9
3
5
)
“  p

・
 

8
0
—8

L
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關
聯
を
も
っ
て
ゐ
る
。
彼
が
空
氣
と
水
と
を
萬
有
の
根
元
と
す
る
二
元
素
說
に
立
っ
て
ゐ
た
こ
と
は
、

ガ
ス
の
か\

る
質
的
差
別
性
の
認 

識
と
は
一
應
區
別
す
べ
き
で
あ
ら
う
。 

,

• 

し

か

る

にB
o
y
l
e

は
種
々
な
る
實
騎
に
よ
っ
て
、
炭

酸

ガ

ス

卽

ち

彼

の

所

謂

「
人
工
氣
」(

f
a
e
t
i
f
i
o
u
s

s.r
)

の
發
生
を
み
と
め
、
動 

物
に
對
す
る
そ
の
毒
性
を
も
見
出
し
て
ゐ
る
に
も
拘
ら
ず
、

そ
れ
を
空
氣
の
單
な
る
一
變
種
と
考
へ
て
、
空
氣
と
の
間
に
質
的
差
別
を
設 

け
な
か
っ
た
。V

 a
h
H
e
l
m
o
n
t

の
若
干
不
正
確
な
が
ら
も
豐
富
だ
っ
た
質
的
認
識
は
忘
失
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。B

o
y
l
e

に
と
っ
て
は
諸
ガ 

ス
の
質
的
多
樣
性
よ
り
も
、

そ
の
機
械
的
性
質
の
方
が
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る(

B
o
y
l
e

の
法
則
の
樹
立
を
み
よ)

。 

又

B
o
y
l
e

は
、
鐵
に
鹽
酸
を
加
へ
た
場
合
に
生
ず
る
氣
體(

水

素)

が
可
燃
性
で
あ
る
こ
と
を
見
出
し
た(

ニ
ハ
七
〇
年)

が
、

そ
れ

(3) 

を

「
鐵
の
硫
黃
分
か
、

又

は

硫

黃

性(

卽
ち
可
燃
性)

の
金
屬
蒸
氣
」

と
考
へ
て
、

こ
れ
を
獨
立
の
一
ガ
ス
と
は
認
め
て
ゐ
な
い
。

そ
の 

他
に
も
彼
は
諸
氣
體
の
異
質
性
の
認
識
に
到
達
し
得
べ
き
幾
多
の
實
驗
を
自
ら
行
ひ
、
或
は
ま
た
そ
れ
ら
を
熟
知
し
て
ゐ
た
に
も
拘
ら
ず
、
 

そ
の
認
識
に
向
っ
て
は
進
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
密
閉
ガ
ラ
ス
器
內
で
金
屬
錫
を
暇
燒
し
た
場
合
に
お
こ
る
重
量
增
加
を
、B

o
y
o

は

(4) 

火

の

粒

子

又

は

焰

自

身(
I
g
n
e
o
u
s

 p

負

i
c
l
e  

o
r

 d
a
m
e

 
i
f  self)

が
器
壁
を
貫
通
し
て
き
て
錫
灰
に
吸
收
さ
れ
た
た
め
だ
と
說
明
し
た
。 

か
ゝ
る
見
解
の
中
に
、

質
的
變
化
の
著
し
い
無
視
と
機
械
論
的
粒
子
論
的
自
然
觀
と
が
明
白
に
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(1) 

こ
の
點
で
吾
々
はv

a
n

 H
e
l
m
o
n
b

に
た
い
す
る
後
述
の
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
的
思
惟
方
法
の
影
響
を
考
へ
得
る
の
で
あ
る
が
。

(
2
)
 

M
c
K
i
e
"

 

i
b
i
d
"  

p

・
 8

1

•

(
3
)
 

s
B
h
n
a
n
"

 

T
h
e

 S
f
o
r
y

 

o
f  

E
a
r
l
y

 

chemistry

 

(
1
9
2
4
)
“  

p
.  

3
6
2
—3

.

因
み
に T

h
e

 

S
c
e
p
t
i
c

 
巴 C

h
y
m
i
s

卄 
刊
行
後
十
年
を
經 

て 

B
o
y

 
一
 e

が
ま
だ
か
く
の
如
く
三
原
質
說
的
に
考
へ
て
ゐ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ら
う
。 

・

(
4
)
 

P
a
r
L
i
n
g
t
o
n
:  

i
b
i
?

 p

・75  j  

Avhife-  

i
b
i
d
"  p

・40
-
4
L

 B
o
y
l
e

は
火
を
重
さ
の
あ
る
物
質
と
考
へ 

て
ゐ
た
。

化
學
史
の
方
法
論(
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科
學
史
硏
究 

第
一
號 

六
〇 

だ

が

こ

れ

ば

ひ

と

りB
o
y
l
e

の
み
に
見
ら
れ
る
現
象
で
は
な
い
。

こ

の

時

代

の

化

學

者

は

み

な

多

か

れ

少

か

れ

か
ゝ

る

質

的

認

識

の

60 

後
退
と
機
械
論
的
粒
子
論
的
自
然
觀
と
を
以
て
特
徵
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。N

e
w
t
o
n

の

O
p
t
i
c
k
s

の
疑
問
三
一
に
述
べ
ら
れ
て
ゐ 

る
や
う
な
化
學
現
象
の
粒
子
論
的
機
械
論
的
說
明
は
、
當
時
の
一
般
的
風
潮
で
あ
っ
た
。

H
e
h
n
。

暮

が

發

見

し

たg
a
s
s
y
l
v
e
s
h
e

 

も
、

百
年
以
上
後
の
十
八
世
紀
中
頃
にJ

・
B
l
a
c
k

が1
i
x
e
d
a
h

と
し
て
再
發
見
し
た
や
う
ゐ
有
樣
で
あ
っ
た
。

移e
p
h
e
n

 H

巴e
s  

(
一
6
7
7
—

 

1
7
6
1
)

は
巧
妙
な
ガ
ス
捕
集
裝
置
を
考
案
に
て
、
稹
々
な
る
物
質
の
加
熱
に
よ
っ
て
生
ず
る
き
は
め
て
多
種
な
ガ
ス
の
量
を
測
定
し
た
が
、

-- 

ヽ

こ
の
際
か
れ
は
ガ
ス
の
量
の
み
に
注
目
し
て
、

そ
れ
ら
を
種
々
な
る
不
純
物
を
含
有
す
る
空
氣
と
み
な
し
、

そ
の
質
的
差
別
を
ば
完
全
に 

無
視
し
た
の
で
あ
っ
た
。

か
ぐ
の
ご
と
き
顯
著
な
質
的
認
識
の
後
退
は
、
す
で
に
若
干
の
化
學
史
家
の
注
目
す
る
所
と
な
っ
て
ゐ
る
が
、
 

こ
れ
こ

そ
が
當
時
の
化
學(

い
な
自
然
科
學)

の
一
般
的
傾
向
だ
っ
た
の
で
あ
る
。v

岸

H
e
h
n
o

は 

の

提

唱

に

係

るg
a
s

な
る
語
が
、
 

十
七
世
紀
中
葉
以
後
ま
っ
た
く
用
ひ
ら
れ
ず
、

十
八
世
紀
後
半
の
・
化
學
者©

1
き

刃

p
l
-
i
e

s-l
e
y

ゝC
R
V
e
m
l
i
K
s

g-e
e
l
e

等)

で
さ
へ
、も 

が
み
な 

a
i
r -

-

た
と
へ
ば 

ユ
x
ed  

a
i
r  (

c
o
2
)
9  

d
e
p
h
l
o
g
i
s
f
i
c
a
e
d

 

ai
r

 (
0

シ 

!
n
f
l
a
n
n
n
a
b
l
e

 

a
ir

 (
H
2  h

 

F
e
u
e
r
l
u
f
f
(
o
z
)

-
-

な
る 

語
を
用
ひ
て
ゐ
た
。
勿
論
か
れ
ら
は
そ
れ
が
空
氣
と
は
異
る
ガ
ス
體
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
を
こ
の
や
う
に
空 

氣
の
一
種
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
表
現
し
た
點
に
、

上
述
の
思
惟
傾
向
の
殘
存!
!

殘
存
と
い
ふ
の
は
十
八
世
紀
後
半
に
こ
の
傾
向
は
崩 

壞
の
過
程
に
入
っ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る-
-

を
觀
取.
で
き
る
の
で
あ
る
。

•
(
1
)

ニ
ュ
ー
ト
ン
、
光

學(

阿
部
良
夫
、
堀
伸
夫
氏
譚)
(

岩
波
文
庫)

、
三
三
三
—
三
六
〇
頁
。

(
2
)
 

P
a
.

ユ
5-g

t
o
I
K

 

i
b
i
d
》

p

・
 

9
1  j  

M
c
K
i
e
:

 

i
b
i
d
*  

p

・
 

8
2
・

J  (
3
)
 

ga
s

 Q

語
原
た
るo

h
a
o

 s

な
る
語
を
氣
體
に
適
用
し
た
最
初
の 

人
は
、
豐
富
な
質
的
多
樣
性
を
み
と
め
た!*

a
x
a
c
e
w
u
s

で
あ
っ
た
。
ま
た 

g
a
s

な
る
語
を
化
學
へ
再
導
入
し
た
の
はM

a
c
q
u
e

コ
と
く
にL
p
v
o

g:e
H

で
あ
っ
た
。
こ
の
事
實
は
、L

p
v
o
i
s
i
e
r

こ
そ
が
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ 

ア
的
方
法
へ
訣
別
し
た
化
學
者
で
あ
る(

後
述
を
み
よ)

こ
と
と
相
俟
っ
て
、
き
は
め
て
興
味
ふ
か
い
事
柄
で
あ
る
。



し

か

ら

ば

ー

體B
o
y
l
e

時
代
の
化
學
の
か
ゝ
る
一
般
的
傾
向
は
、

何
に
基
因
す
る
も
の
，で
あ
ら
う
か?

わ
れ-6

れ
は
次
に
こ
の
點 

を
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

社
會
經
濟
史
上
、

十
六
世
紀
中
頃
か
ら

十
八
世
紀
末(

産
業
革
命
時
代)

迄
は
所
謂
マ
ー
一
ユ
フ
ァ
ク
チ
ニ
ア
時
代
で
あ
っ
た
。

マ
ー
ー
・' 

フ

，
ク
チ
亠
ア
的
生
產
方
法
の
登
場
に
對
應
し
て
、.
十
七
世
紀
前
半
に
所
謂
マ
ー
一
ユ
フ
ァ
ク
チ
・' 

ア

的

世

界

觀(

マ
ー
ー
ニ
フ
ァ
ク
チ
ニ
ア 

的
思
惟
方
法)

が
出
現
し
た
。

そ
し
て
こ
の
時
代
の
自
然
科
學
は
こ
の
マ-
一
亠
フ
ァ
ク
チ
亠
ア
的
方
法
に
よ
っ
て
規
定
づ
け
ら
れ
る
に
い 

た
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
小
論
文
に
お
い
て
は
、
所
謂
マ
ー
ー-

フ
ァ
ク
チ
乂
ア
的
方
法
な
る
も
の
に
つ
い
て
詳
述
し
て
ゐ
る
遑
は
な
い
。 

た

ヾ
こ

、
で
は
自
然
科
學
に
扛
け
る
マ
ー
ー
亠
フ
ァ
ク
チ
・
・
ア
的
思
惟
方
法
は
、
機
械
論
的
自
然
觀
と
質
の
認
識
の
後
退
と
を
以
て
、

特
徵 

づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
止
め
よ
う
。
そ
れ
は
全
自
然
現
象
を
ば
「
'

ー
ー
ー
ー
フ
ァ
ク
チ
ニ
ノ
的
生
產
に
お
け
る
諸
過
程
か
ら
の
類
推 

に
よ
っ
て
說
明
し
よ
う
と
す
る
努
力
だ
っ
た
と
も
い
ひ
得
る
。

原
子
論
の
異
常
と
も
い
ふ
べ
き
流
行、

G
a
l
i
l
e
i

お

よ

びN
e
w
f
o
n

力
學
の
大
成
、
數
學
な
ら
び
に
力
學
の
躍
進
、
等
々
の
ご
と
き
と 

の
時
代
を
特
徵
づ
け
る
諸
現
象
は
、

か

ゝ

る

思

惟

方

法(

世
界
觀)

に
そ
の
根
據
を
も
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
從
來
し
ば
し
ば
技
術
的 

要
求
が
か
ゝ
る
現
象
を
招
來
し
た
よ
う
に
說
か
れ
て
き
た
が
、

そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
目
的
論
的
、
公
式
主
義
的
な
見
解
で
あ
る
。 

こ
の
時
代
に
は
、

マ
ー
ー 

ヨ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
的
思
惟
方
法
に
適
合
す
る
自
然
科
學!
!

卽
ち
質
的
變
化
が
問
題
に
な
ら
ぬ
數
學
お
よ
び
力 

學
又
は
幾
何
光
學
等
——

は
異
常
な
躍
進
を
示
し
た
が
、
質
的
認
識
を
何
よ
り
も
重
ん
ず
る
化
學
の
ご
と
き
自
然
科
學
部
門
は
、
何
ら
見

(1) 

「
量
的
に
明
確
に
規
定
し
得
な
い
質
を
若
干
の
明
確
に
量
的
規
定
を
お
た
へ
得
る
質
へ
還
元
せ
し
む
る
點
で
、
こ
の
時
代
の
す
べ
て
の
粒
子
論
は 

一
 

致
す
る
」(

B
o
r
k
e
n
a
u
)

(
2
)
 

な
は
マ
ー
一
エ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
時
代
の
科
學
と
技
術
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
科
學(

第
十
一
卷(

昭
和
十
七
年)

第
一
號
、
第
二
號)

參
照

化
學
史
の
方
法
論(

原) 

六
一
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科
學
史
硏
究 

第
一
號 

六
二 

る
べ
き
重
要
な
進
步
を
行
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
方
法
に
よ
る
必
然
的
制
約
だ
っ
た
の
で
あ
る
。B

o
y
l
e

に
お
け
る
質
の
認
識
の
貧
困
、
 

成
功
的
に
行
は
れ
た
氣
體
の
機
械
的
性
質
の
硏
究(

B
o
y
l
e

の
法
則
の
確
立)

、
粒
子
論
的
な
共
通
始
原
物
質
的
な
物
質
觀!

!

こ
れ
ら 

す

べ

て

は

實

にB
o
y
l
e

がN
e
w
t
o
n

と
共
に
マ
ー
ー
ニ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
的
方
法
の
代
表
者
だ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。 

B
o
y
l
e

と

同

時

代

のM
a
y
o
w

 

(
一

6
4
3
1
1
6
79

)

が
燃
燒
お
よ
び
呼
吸
現
象
の
硏
究
に
よ
っ
て
、s

p
i
r
i

s-s  l
&
r
o
,
a
e
r
e
u
s

の
認
識
に
迄 

到
達
し
た
こ
と
は
、

こ
の
時
代
に
お
け
る
特
筆
す
べ
き
事
件
で
あ
っ
た
。
だ
が
惜
し
く
も
夭
折
し
た
こ
の
卓
拔
な
科
學
者
と
い
へ
ど
も
、
 

つ
ひ
に
酸
素
の
發
見
に
迄
は
達
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。p

a
l
A

s-g
f
o
n

は
い
ふ
、

「H
o
o
k
e

も

M
a

y
o

w
^

s.f
r
e
a
h

を
分
離
し 

な
か
っ
た
。

こ
れ
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
そ
れ
は
硝
石
を
ガ
ラ
ス
管
中
で
强
熱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
容
易
に
生
ず
る
か 

ら
で
あ
る
」
。
だ
が
、
筆
者
の
見
解
に
し
た
が 

へ
ば
、H

o
o
k
e

や

M
t
l
y
o
-
V

が

酸

素

卽

ち

B.h
e

s.r

を
分
離
發
見
し
な
か
っ
た
こ
と
は 

當
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
む

し

ろM
a
y
o
w

が

s
p
i
r
i

ナus  

i
i
i
f
r
o

もe
r
e
u
s

の
認
識
に
迄
前
進
し
た
こ
と
の
方
が
、

こ

の
時
代
と

し
て

は 

驚
く
べ
き
洞
察
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し

か

しM
a
y
o
w

も
所
詮
は 

マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
子
で
あ
っ
た
。
彼
に
お
・
け
る
機
械
論
的
自
然
觀
の
影
響
は
き
は
め
て
顯
著
で 

あ
る
。D

a
n
n
e
m
ニ

は
云
ふ
、

「J
o
h
n

 M
a
y
o
w

は
當
時
の
多
く
の
學
者
と
同
樣
デ
カ
ル
ト
哲
學
の
熱
心
な
信
奉
者
で
あ
っ
た
。
彼
は 

デ
カ
ル
ト
の
著
作
か
ら
自
然
現
象
の
機
械
的
說
明
に
た
い
す
る
刺
戟
を
う
け
た

Lo
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
彼

は

火

を

「
可
燃
性
粒
子 

p
h
m
e
o
u
s

 

p
a
i

ま.
二e)

の
衝
突
に
よ
っ
て
空
氣
粒
子F
T
i

ヨp
a
r
t
i
c
l
e
)

か
ら
非
常
に
稠
密
に
發
せ
ら
れ
る
き
は
め
て
細
い
火
花
の
集
合
」 

(
1
J
 

p
a
r
b
l
n
^
o
r
u

 

i
b
l
p

 p

 8
4

•

(
2
)
 

加
藤' 

安
田
共
譯
、
ダ
ン
ネ
マ
ン
大
自
然
科
學
史
、
第
三
卷
、
二
八
四
頁
。
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以
外
の
何
物
で
も
な
い
、

と
考
へ
た
の
で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
酸
素
の
發
見
は
、

そ
し
て
一
般
に
諸
ガ
ス
體
の
質
的
化
學
的
認
識
は
、

百 

年
後
の
マ
ニ
亠
フ
ァ
ク
チ
亠
ア
的
思
惟
方
法
の
凋
落
期
ま
で
、
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
化
學
は
こ
の
時
代
以
後
、
實
利
的 

化
學
の
狀
態
を
脫
却
し
て
、
專
ら
自
然
認
識
を
追
求
す
る
自
然
科
學
と
し
て
、
技
術
お
よ
び
哲
學
か
ら
獨
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
從
來
・ 

し
ば

し

ば

こ

の

傾

向

はB
o
y
l
e

 

一
人
の
特
徵
で
あ
る
か
の
ご
と
く
說
か
れ
て
き
た
が
、

ひ

と

りB
o
y
l
e

ば
か
り
で
な
く
當
時
の
多
く
の 

化
學
者
に
も
、

又
化
學
の
み
な
ら
ず
總
じ
て
す
べ
て
の
自
然
科
學
に
つ
・
い
て
も
、

こ
の
傾
向
は
觀
取
で
き
る
の
で
あ
る
。
實
に.
こ
の
時
代

(2) 

は
自
然
科
學
の
獨
立
期
、
換
言
す
れ
ば
科
學
と
技
術
及
び
哲
學
と
の
分
離
期
で
あ
っ
た
。
科
學
の
か
ゝ
る
獨
立
が
技
術
的
要
求
に
よ
っ
て 

得
ら
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。

そ
れ
は
む
し
ろ
、
科
學
が
技
術
か
ら
離
れ
て
專
ら
自
然
認
識
を
追
求
し
た
こ
と
に
よ 

っ
て
、

成
就
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

マ
ー
一-

フ
ァ
ク
チ
亠
ア
時
代
の
科
學
は
技
術
に
依
存
し
且
そ
れ
に
規
彪
づ
け
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
技 

術
は
必
ず
し
も
常
に
科
學
を
要
求
し
た
と
は
云
ひ
得
な
い
の
で
あ
る
。

フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
說
の
性
格

水
と
三
種
の
土-
-

卽

ちd
e
r
r
a

 

l
a
p
i
d
i
a

と

t
e
l
-
r
a  p

i
n
g
u
i
s

と

f
e
r
r
a

 

I
n
e
r
c
u
l
-
i
a
l
i
s -

-

を
以
て
あ
ら
ゆ
る
無
機
物
の
元
素
と
し 

た

B
e
c
h
e
r

 (
1
6
3
5
1
8
2
)

の
元
素
觀
は
、
古
來
の
四
元
素
說

の
改
竄
で
あ
っ
た
。
彼

の

い
ふ

三
種
の
土
はP

a
r
a
c
e
l
s
u
s

的
三
原
質
の
別
名 

に
す
ぎ
な
か
っ
た
。s

s-h
l

(
1
6
6
0
1
1
7
3
4
)  

は

B
e
c
h
e
r

の

s-lTa p
i
n
g
u
i
s

を

p
h
l
o
g
i
s
o
n

と
改
名
し
て
、

そ

れ

に

き

は

め

て

普

遍 

〇

 

w
h
i
E
i
u
d
”  

p
.  

2
3
.

(
2
)
 

丁
度
こ
の
頃
&.
期
し
て
各
先
進
國
に
學
士
院
が
創
設
さ
れ
た
。

化
學
史
の
方
法
論(

原) 

六
三
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科
學
史
硏
究
第
一
號 

'

A

四 

的
な
諸
性
質
を
賦
與
し2

所
謂
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
說
を
樹
立
し
た
が
、
彼

の

元

素

觀

も

ま

たB
e
c
h
e
r

の
と
同
じ
く
四
元
素
說
お
よ
び
三
原 

質
說
の
變
形
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
總

じ

てL
a
v
o
i
s
i
e
r

以
前
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
化
學
者
の
元
素
觀
は
、

本

質

的

に

は

四

元

素
說
又

(R) 

は
三
原
質
說
だ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

吾

々

はB
o
y
l
e

と
い
へ
ど
も
若
干
そ
の
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
見
た
。 

フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
說
は
燃
燒
、
假
燒
、
呼
吸
等
の
諸
現
象
を
悉
く
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
の
逸
散
と
い
ふ
機
械
論
を
も
っ
て
說
明
し
た
。

多
く
の 

燃
燒
現
象
は
、

上
昇
す
る
焰
と
共
に
煙
ま
た
は
煙
霧
の
形
で
若
干
の
物
質
を
明
か
に
逸
散
さ
せ
る
。
從
っ
て
燃
燒
と
は
可
燃
物
か
ら
の
何 

物
か
の
逸
散
で
あ
る
と
い
ふ
考-
-

A
r
i
s

s-t
e
l
e
s

か

らL
a
v
o
i
s
i
e
r

に
い
た
る
間
の
燃
燒
觀
は
大
體
こ
の
考
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
ゐ
た 

の
で
あ
る
が
——

は
、

そ
れ
自
體
で
は
何
ら
の
不
合
理
を
も
ふ
く
ん
で
ゐ
な
い
。

否
、

む
し
ろ
か\

る
考
の
方
が
感
覺
性
合
理
性
を
持
つ 

て
さ
へ
ゐ
る
こ
と
は
、
先
づ

指
摘
し
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い(

機
械
論
的
自
然
觀
に
と
っ
て
は
、

こ
の
よ
う
な
感
覺
的
合
理
性
が
重
要
だ 

っ
た
こ
と
は
改
め
て
い
ふ
ま
で
も
あ
る
ま
い)

。

と
こ
ろ
で
一
體
、

フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
說
が
十
八
世
紀
の
過
半
を
通
じ
て
壓
倒
的
大
多
數
の
化
學
者
た
ち
の
一
般
的
信
念
と
な
っ
た
の
は
、
 

如
何
な
る
必
然
性
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
ら
う
か?

從
來
の
化
學
史
家
は
こ
の
問
に
對
し
て
何
ら
見
る
べ
き
囘
答
を
あ
た
へ
て
ゐ
な
い
が
、
筆
者
は
こ
ゝ
に
次
の
ご
と
き
說
明
を
提
出
し
よ 

う
と
思
ふ
。

(1) 

w
h
i
b
e
"

 
i

'za
 p

・
 

5
4
,
5
5
.

(
2
)
 
i
b
5
p

・
 5

0

•

(3) 

五
九
頁
の
註(
3
)

參
照

(
4
)
 
c

r

c

・
 G

r
e
g
o
r
y

 

ハ
 

C
o
m
b
u
s

 
ナio

n

 f
r
o
m

 H
P
F
a
c
l
e
i
s
s

 

i。
L
a
v
o
i
s
i
e
r

 
(
一
9
3
4
)
"  p

・
 4

3

•
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旣
述
の
ご
と
く
マ
ー
ー
亠
フ,

ク
チ
ュ
ア
的
思
惟
は
、
質
的
認
識
を
貧
困
化
し
、
諸
ガ
ス
體
の
質
的
差
別
性
の
認
識
を
窒
息
さ
せ
た
。

し 

か
る
に
後
述
す
る
ご
と
く
、A

r
i
s
t

s-e
l
e
s

的
四
元
素
說
を
打
破
し
て
新
元
素
觀
を
科
學
的
經
驗
主
義
的
基
礎
の
上
に
建
設
す
る
た
め
に
は
、
 

諸
ガ
ス
體
の
質
的
化
學
的
認
識
こ
そ
が
必
須
の
前
提
條
件
だ
っ
た
。
酸
素
の
分
離
と
發
見
な
く
し
て
は
、

そ
の
元
素
性
も
燃
燒
現
象
の
本 

性
も
、
從
っ
て
叉
爾
餘
の
あ
ら
ゆ
る
諸
元
素
の
元
素
性
も
、
確
立
さ
れ
得
な
い
。

吾
々
は
十
八
世
紀
後
半
に
澎
湃
と
し
て
起
っ
た
諸
ガ
ス 

の
化
學
的
認
識
の
昂
揚
と
踵
を
接
し
てL

a
v
o
i
s
i
e
r

の
新
燃
燒
理
論
、
從
っ
て
又
新
元
素
觀
が
出
現
し
て
き
た
事
實
を
偶
然
と
み
な
し
て 

は
な
ら
な
い
。
實
に
當
時
の
氣
體
化
學 

(
p
n
e
u
m
a
f
i
c

 

c
h
e
m
i
s
f
r
y
)

こ

そ

はL
a
v
o
i
s
i
e
r

の
新
體
系
の
礎
石
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

か
 ゝ

る
事
實
を
反
省
す
る
と
き
、
質
的
認
識
を
壓
殺
し
た
マ
ー

ー
・
'  

フ
ァ
ク
チ
乂
ア
時,
代

に

お

い

て

は

、

四
元
素
な
ら
び
に
三
原
質
說
を
打
破

/ 
3

す
べ
き
正
し
い
元
素
觀
が
成
立
し
得
な
か
っ
た
こ
と
を
、

吾
え
は
理
解
し
得
る
の
で
あ
る
。

だ
が
事
象
の
明
確
な
理
解
を
要
求
す
る
マ
ー
ー 

亠
フ
ァ
ク
チ
亠
ア
的
思
惟
は
、
在
來
の
ま
ゝ
の
四
元
素
說
や
三
原
質
說
で
は
到
底
滿
足
で
き
な
い
。

こ
ゝ
に
お
い
て
そ
れ
ら
を
も
っ
と
時 

流
に
適
應
す
る
や
う
改
作
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
。
物
の
可
燃
性
を
、

そ
の
物
の
中
に
火
々
元
素
が
存
在
す
る
か
ら
だ
と
說
明
す
る 

よ
り
も
、

そ

の

物

の

中

に

硫

黃

性(

卽
ち
可
燃
性)

の
元
素
が
存
在
す
る
か
ら
だ
と
說
明
す
る
方
が
、

よ
り
合
理
的
で
あ
っ
た
。

だ
が
現 

實
に
見
る
硫
黃
が
あ
ら
ゆ
る
可
燃
性
物
の
中
に
あ
る
と
は
到
底
考
へ
ら
れ
な
い
か
ら
し
て
、
特

定

物

質

の

み
を

意
味
す

る
硫
黃(su

lf
ur

)

 

と
い
ふ
語
よ
り
も
、
・
も
っ
と
普
遍
性
の
あ
る
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
と
い
ふ
語
の
方
が
ず
っ
と
適
當
で
あ
っ
た
。

か
ゝ
る
改
名
と
共
に
き
は
め
て 

普
遍
的
な
性
質
が
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
に
附
加
さ
れ
た
こ
と
は
事
實
で
あ
る
が
、

に
も
拘
ら
ず
そ
の
一
皮
は
い
だ
本
性
は
四
元
素
說

の
火
で
あ

(1) 

B
o
y
l
e

のT

 h
e

 

s
c
e
p
t
i
c
a
l  c

h
y
m
i
s
”

の
從
來
し
ば
し
ば
く
り
か
へ
さ
れ
た
過
大
評
價
は
、
こ
の
點
か
ら
云
っ
て
も
正
し
く
な
い
。

(
2
)
 

た
と
へ
ばS

C
a
h
l

 

は
物
の
色
は7

口
ギ
ュ
ド
ン
に
基
因
す
る
も
の
と
し
た
。
叉
、
後
の
フ
口
ギX

ト
ン
學
者
た
ち
は
物
の
香
も
フロ

ギX

ト
ン 

の
存
在
に
歸
し
た
。(

w
h
i
c
e

を
見
よ)

化
學
史
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り
、

三
原
質
說
の
硫
黃
で
あ
っ
た
。
實
に
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
說
は
マ
ー
ー-

フ

”
ク
チ
亠
ア
的
粉
飾
を
ほ
ど
こ
さ
れ
た
四
元
素
說
又
は
三
原
質 

說
で
あ
っ
た
。

こ
れ
こ
そ
が
フP

ギ
ス
ト.
ン
說

の
眞
の
性
格
だ
っ
た
の
で
あ
る
。L

a
v
o
i
s
i
e
r

の
新
理
論
の
確
立
直
前
迄
の
多
く
の
化
學 

者
(

フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
說
信
奉
者
〉
が
、

四
元
素
說
に
從
っ
て
ゐ
た
こ
と
は
、

こ

の

見

解

を

裏

づ

け

る

一

事

實

で

あ

る

。

そ
し
て
上
述 

の
ご
と
き
普
遍
的
性
質
を
賦
與
さ
れ
た
フロ

ギ
ス
ト
ン
は
、

ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
化
學
現
象
の
說
明
に
導
入
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
が
、

こ 

の
や
う
に
凡
て
を
單
純
な
質
に
還
尤
し
よ
う
と
す
る
歸
一
的
傾
向
こ
そ
が
、

マ
ー
一
亠
フ
”
ク
チ
亠
ア
的
思
惟
方
法
の
特
性
だ
っ
た
の
で
あ 

る
。 

‘
 

フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
說
の
性
格
の
右
の
ご
と
き
分
析
は
、

マ-
一i

フ
ェ
ク
チ
ュ
ア
時
代
に
お
い
て
は
、

カ
學
と
數
學
的
諸
科
學
の
劃
期
的
進 

步
に
も
拘
ら
ず
、

化
學
が
ま
だ
近
代
的
科
學
性
を
獲
得
し
な
か
っ
た
こ
と
を
說
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
從
來
あ
ま
り
に
も
高 

く
評
價
さ
れ
す
ぎ
て
き
た
化
學
史
上
に
お
け
るB

o
y
l
e

の
地
位
を
そ
の
正
當
な
位
置
に
迄
引
戾
す
も
の
で
あ
る
。 

か
く
し
て
吾
々
は
、

フ
ロ
ギ
・
ス
ト
ン
說
は
決
し
て
偶
然
に
生
れ
で
た
の
で
も
な
け
れ
ば
、

無
反
省
に
支
持
さ
れ
た
の
で
も
な
く
、

そ
れ 

は
當
時
の
思
惟
方
法
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
る
べ
き
、

そ
し
て
支
持
さ
る
べ
き
、

必
然
性
を
も
っ
て
ゐ
た
こ
と
を
知
っ
た
。
所
謂
フ
ロ
ギ
ス 

ト

ン

時

代

の

化

學
もB

o
y
l
e

時
代
の
夫
と
同
じ
く
マ
ー:

フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
化
學
に
他
な
ら
な
い
こ
と
が
明
か
に
な
っ
た
。

そ

れ

故

筆 

者
は
、
化
學
史
上
に
お
け
る
マ
ー;

フ
ァ
ク
チ
乂
ア
時
代
と
し
て
、

十
七
世
紀
中
頃
か
ら
十
八
世
紀
末(L

a
v
o
i
s
i
e
r

の
新
體
系
の
確
立) 

(
1
)

一
例
と
し
て
、L

a
v
o
i
s
i
e
r

と
ほ
ヾ
同
時
代
に
フ
ラ
ン
ス
第
一
の
化
學
者
と
稱
せ
ら
れ
た1

\  

M
a
c
q
u
e
r

も
、
明
白
な
四
元
素
說
の
信
奉
者 

で
あ
り
、
且
亦
死
ぬ(

一
七
ハ
四
年)

迄
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
說
の
最
も
忠
實
な
追
隨
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
、

あ
げ
て
お
こ
う

〔L

 

M

・co
l
e
b
y
-  

T
h
e

 C
b
e
m
i
c

 a
l  

s
t
u
d
i
e
s  

o
f  K

 J

・
 M

a
c
q
u
e
r

 (738)

・
つ• 

1
7  

$
 4

4
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迄
を
包
含
せ
し
め
る
こ
と
に
し
た
いP

從
來
の
化
學
史
家
に
お
け
る
時
代
區
分
の
不
合
理
は
こ
れ
に
よ
っ
て
一
掃
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。 

さ
て
、
所
謂
マ
ー
一 

二
フ,

ク
チ
ュ
ア
的
生
産
樣
式
な
る
も
の
は
十
六
世
紀
の
初
め
以
來
徐
々
に
出
現
し
て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、
社
會 

經
濟
史
上
の
マ
ー
一 

乂
フ
，
ク
チ
・*

ア
時
代
は
十
六
世
紀
中
葉
か
ら
十
八
世
紀
最
後
の
三
分
の
一
迄
位
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
化
學
史
上
の 

マ
ーー

'・

フ
ァ
ク
チ
ニ
ノ
時
代
は
上
述
の
ご
と
く
約
百
年
お
く
れ
て
十
七
世
紀
中
葉
に
始
り
、

ほ

ヾ

同

じ

頃(

十
八
世
紀
最
後
の
四
分
の
ー 

位)

を
以
て
終
っ
て
ゐ
る
。
兩
者
に
お
け
る
か\

る
年
代
的
喰
違
ひ
は
、

次
の
ご
と
く
說
明
す
る
の
が
最
も
合
理
的
で
あ
ら
う
。
卽
ち
、
 

マ
ー
ー
ユ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
生
産
の
散
在
的
出
現
は
社
會
人
相
互
の
關
係
を
機
械
的
た
ら
し
め
、
徐

々

に

機

械

的

思

惟

方

法(

機
械
論
的
世
界 

像)

の
確
立
を
誘
發
し
た
。

そ

し
て

機

械

論

的

世

界

像

の

確

立

はD

 e
s
c
a

s-e
s

の

「
方
法
敍
說
」(

ニ
ハ
三
七
年)

お

よ

びG
a
s
e
i

の 

「
力
學
對
話
」(

一
六
三
ハ
年)

等
を
以
て
高
頂
に
達
し
た
と
こ
ろ
の
過
程
で
あ
っ
た
。
從
て
こ
の
確
立
さ
れ
た
機
械
論
的
世
界
像(

思
惟 

方
法)

が
化
學
に
影
響
を
及
ぼ
し
は
じ
め
た
の
は
、

十
七
世
紀
中
頃
か
ら
だ
っ
た
と
見
て
よ
い
。

か
く
の
、ご
と
く
考
へ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 

吾
々
は
社
會
經
濟
史
上
の
マ
ー
ー=

フ
ァ
ク
チ
乂
ア
時
代
と
、
化
學
史
上
の
マ
ー
ー
亠
フ
ァ
ク
チ
ニ
ノ
時
代
と
の
間
に
fe
け
る
、
年
代
的
喰
違 

ひ
の
存
在
を
理
解
し
得
る
の
で
あ
る
。

S
t
a
h
l

な
ら
び
に
彼
に
す
ぐ
續
い
た
初
期
の
フ□

ギ
ス
ト
ン
論
者
は
、

暇
燒
に
よ
る
金
屬
の
增
重
の
事
實
に
は
あ
ま
り
關
心
を
も
た
な 

か
つ
ま
ら
し
く
、

そ
の
說
明
を
あ
た
へ
て
ゐ
な
い
。
後
の
フ
口
ギ
ス
ト
ン
論
者
た
ち
は
こ
の
事
實
を
ば
、
或

者

はB
o
y
l
e

の
說

に
し
た 

が
っ
て
火
物
質
の
粒
子
が
器
壁
を
通
過
し
て
き
て
金
屬
灰
に
結
合
し
た
た
め
と
說
明
し
、
他
の
者
は
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
の
脫
出
に
よ
っ
て
容 

積
が
減
じ
た
の
で
密
度
が
大
き
く
な
っ
た
た
め
と
說
明
し
た
。

フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
が
負
の
質
量
を
も
つ
故
そ
の
逸
散
は
增
重
を
も
た
ら
す
と 

(
1
)

こ
・
の說
明
は
總
重
量
と
密
度
と
を
混
同
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

化
學
史
の
方
法
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八 

い
ふ
說
明
は
、

大
多
數
の
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
學
者
の
採
用
せ
ざ
り
し
所
で
あ
っ
た
。

マ
ー
一
亠
フ
ナ
ク
チ
ュ
ア
的
思
惟
は
か
な
り
合
理
主
義
的 

な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
し
て
、
從
來
し
ば
し
ば
繰
返
さ
れ
て
き
沦
よ
う
な
、

き
は
め
て
非
合
理
的
と
い
ふ
刻
印
を
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
說
に
押 

し
つ
け
る
こ
と
は
不
當
で
あ
ら
う
。 

- 

そ
れ
に
し
て
も
、
何
故
初
期
の
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
學
者
た
ち
が
假
燒
に
よ
る
金
屬
增
重
の
現
象
を
輕
視
し
た
の
で
あ
ら
う
か?
 

w
h

s-'e

(2)

に
よ
れ
ば
、s

t
a
E

な
ら
び
に
初
期
の
フ
口
ギ
ス
ト
ン
學
者
は
、

フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
を
ば
光
と
同
樣
な
重
量
を
も
た
ぬ
非
物
質
的
な
も
の
— 

—

そ

れ

は

火

粒

子(dre,pal.ticle)

そ
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、

そ

の

運

動(D1
2-U
S
)

で
あ
っ
た-
-

と
考
へ
て
ゐ
た
故
、
暇
燒
に
よ
る 

金

屬

增

重

現

象

はB
o
y
l
e

の
說
を
踏
襲
し
て
火
粒
子
の
附
着
に
基
因
す
る
も
の
と
見
た
の
で
あ
ら
う
と
い
ふ
。
だ
が
筆
者
は
、

い
づ
れ 

に
し
て
も
彼
ら
に
と
っ
て
は
こ
の
現
象
は
大
し
て
重
視
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ら
う
、

と
考
へ
る
。
な
せ
な
ら
ば
、
種
々
な
る 

物
質
の
燃
燒
お
よ
び
假
燒
現
象
中
で
、
增
重
は
ご
く
僅
少
の
場
合
に
fe
い
て
の
み
觀
察
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
し
て
、
諸
現
象
を 

で
き
る
だ
け
簡
單
明
瞭
な
共
通
的
基
礎
へ
歸
ー
せ
し
め
よ
う
と
し
た
機
械
論
的
思
惟
に
と
っ
て
は
、

そ
れ
は
特
殊
な
他
の
說
明
を
あ
た
へ 

得
る
例
外
的
な
場
合
と
思
は
れ
た
ら
う
か
ら
で
あ
る
。
實
に
他
な
ら
ぬ

こ
の
增
重
現
象
こ
そ
が
後
に
フ=

ギ
ス
ト
ン
說
崩
壞
の
導
因
と
な 

っ
た
の
で
あ
る
が
。

(
1
)
w
h
i

e-f-e- 

i
h
i
d
》
p
・
8
2
・

(
2
 ) 

W
h
i
t
e
:

 

i
b
i
d
"  p

・56
"

因
み
にW

h
i
b
e

に
よ
れ
ば
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
を
光
や
熱
と
異
る
物
質
的
な
元
素
と
見
る
傾
向
は
、
後
期
の
フ
ロ
ギ
ス 

ト
ン
論
者
に
な
っ
て
か
ら
生
じ
た
も
の
だ
と
い
ふ
。
だ
が
こ
の
說
に

對

し

て

〇- G
r
e
g
o
r
y

は
、「s

t

巴
ニ
は
ま
た
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
を
純
粹
に
物
質 

的
な
も
の
と
し
て
も
取
扱
っ
て
ゐ
る
。
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
化
學
は
純
粹
に
物
質
的
な
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
と
い
ふ
假
定
に
基
礎
を
お
き
且
そ
れ
に
も
と
づ
い
て 

發
展
し
た
も
の
だ
」
と
見
て
ゐ
る
〔
J

・c

・Gr
e
g
o
r
y

二b
i
d
"  p

1
2
4

〇
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フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
說
時
代
の
末
期
た•
る
十
八
世
紀
後
半
は
、B

i
a
爭

の
劃
期
的
論
文
を
先
驅
と
す
る
幾
多
の
重
要
な
る
質
的
硏
究
の
爆
發 

的
出
現
を
も
っ
て
特
徵
づ
け
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、P

r
i
e
s

艺e
y
u  

S
c
h
e
e
l
e
』
C
a
v
e
n
d
i
s
h

ら

の

諸

硏

究

、
 

わ

け

て

も

氣

體

化

學

の

勃

興.
を
あ
げ
れ
ば
十
分
で
あ
ら
う
。

現
在
吾
々
の
有
す
る
重
要
な
ガ
ス
體
の
多
く!
!

卽
ち
酸
素
、
水
素
、
窒 

素
、
鹽
化
水
素
、
・
ア
ン
モ
・
ニ
ア
、
鹽
素
、
酸
化
窒
素:
:

等

!々
!

は
、

十
八
世
紀
後
半
の
僅
々
三
十
年
ほ
ど
の
間
に
み
な
發
見
さ
れ
た 

も
の
で
あ
っ
た
。

こ

れ
ら

の

質

的

認

識
はL

a
v
o
i
s
i
e
r

の
化
學
革
命

.
(

ssv
o
k
l
t
i
o
r
L  c

h
i
m
i
q

tfe
)

の
直
接
的
足
場
と
な
っ
た
重
要
な
も
の
で 

あ
る
が
、

し
か
じ
そ
れ
ら
は
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
說
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

フ
ロ
ギ
ズ
ト
ン
說
を
生
ん
だ
機
械
論
的
思
惟 

は
、
・
本
來
か\

る
質
的
多
樣
性
を
否
定
す
る
傾
向
の
も
の
で
あ
っ
た
。

ま

こ

と

にw
E
f
e

の
い
ふ
ご
と
く
、
「
こ
の
進
步
は
た
し
か
に
フ 

卫
ギ
ス
>■
ン
說
に
基
因
す
る
?).
の
で
は
な
か
っ
た
。
ど
ち
ら
か
と
い
へ
ば
、
化
學
は
こ
の
說
の
存
在
に
も
拘
ら
す
前
進
し
た
の
だ
と
言
へ- 

る
。 

フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
は
、 

眞
理
へ
の
勝
ち
ほ
こ
る
進
軍
に
お
い
て
一
掃
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
所
の
、A

s.s
t
o
f
e
l
e
s

學
說
と
同
樣
な
、
 

(2) 

- 

・
「
つ
の
障
害
で
あ
っ
た
」
。
「
フ
ロ
ギ
ス•
卜
・
ン
期(

一
七
〇
〇
——

一
八
〇
〇)

の
間
に
現
は
れ
た
多
數
の
化
學
敎
科
書
を
參
照
す
れ
ば
、

こ 

の
說
と
直
接
關
聯
を
も
つ
所
の
、
或
は
こ
の
說
に
よ
っ
て
刺
戟
さ
れ
た
所
の
新
硏
究
は
、
少
數
し
か
試
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
は
つ
き 

り
と
證
明
さ
れ
る
。
槪
し
て
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
學
者
た
ち
は
、

わ
け
て
も
彼
ら
の
立
つ
地
盤
が
ゆ
る
ぎ
つ'

あ
る
こ
と
を
感
じ
た
と
き
、
彼

(3)

ら
に
と
っ
て
說
明
困
難
な
實
驗
の
數
を
增
加
さ
せ
る
こ
と
を
好
ま
な
か
っ
た
」
。
實
に
十
八
世
紀
後
半
の
異
常
な
質
的
硏
究
の
昂
揚
は
、 

(
1
)

Black  :  

E
x
p
e
r
i
m
e
n

豺 o
n

 M
a
g
n
e
s
i
a

 

巴 bp QuicEim
e  and  som

e  other  alkaline  subs

s-nces  (i75 6)
・
定
量
的
硏
究 

の
先
驅
た
る
こQ

論
文
はA

o
m
b
-
c
c
b
 RepHm

s-NO  • I
と
し
て
復
刻
さ
れ
て
ゐ
る
。

3

 

w
h
i

s-:  

ib
i®

 p

 Mr

(3) w
hiE

 ibia  

10-n・

化
製
史
〇.•

ガ

法

論

麋
)
 

・
六
九
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科
學
史
硏
究 

第
一
號 

七
〇 

マ
ニ
ュ
フ7
ク
チ
ュ
ア
的
思
惟
の
拘
束
を
突
破
し
つ'

行
は
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

し
か
ら
ば
こQ

期
に
お
け
る
質
へ
の
關
心
の
復
活
は
、

一
體
い
か
な
る
原
因
に
基
く
も
の
で
あ
ら
う
か?
 

思
ふ
に
、
當
時
は
主
と
し
て

英
國
に
お
い
て
産
業
革
命(

技
術
革
命)

が
怒
濤
の
ご
と
く
に
進
行
し
氏
じ
め
た
時
代
で
あ
っ
た
。

一
七 

三

五

年J
o
m
w
y
a
斗

の
紡
績
機
出
現
を
も
っ
て
開
始
さ
れ
た
技
術
革
命
は
、

一
七
三
三
年
に
はJ

o
h
n

 K
a
y

.
の
飛
杼
、

一
七
六
七
年 

に

はH
e
g
r
e
R
v
e
f

の
多
軸
紡
績
機
、

一
七
六
九
年
に
はA
r
k
w
r
i
g
h
・

の
水
力
紡
績
機
、

一
七
七
九
年
に
はc

r
o
m
p
s
n

の
ミ
ュ
ー
ル 

紡

績
.R

一

七

七

五

年

に

は

の

往

復

式

蒸

氣

機

關

の

大

成

、

一
七
八
三0

に

はW
a
f
t

の
廻
轉
式
蒸
氣
機
關
、

一
七
八
五
年
に 

は

C
a
r

すr
i
g
h
t

の
力
織
機
、
等
々
を
出
現
せ
し
め
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
技
術
は
從
來
の
技
術
を
根
本
か
ら
質
的
に
更
新
し
た
と
こ
ろ 

の
も
の
で
あ
っ
た
。

わ
け
て
も
水
力
や
畜
力
に
と
っ
て
代
っ
たw

a
コ

の
廻
轉
式
蒸
氣
機
關
は
、
從
來
の
原
動
機
と
は
單
に
量
的
な
力
量 

に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
質

的

に
(

構
造
的
、
原
理
的
に)

異
る
原
動
機
で
あ
っ
た
。

か
く
の
ご
と
き
豐
富
な
質
的
變
革
を
斷
行
し
た
技 

術
革
命
は
、
同
時
に
ま
た
そ
れ
と
平
行
し
て
、
自
然
認
識
に
お
け
る
從
來
の
機
械
論
的
思
惟
の
限
界
を
突
破
せ
し
め
た
。

こ
れ
ま
で
マ
ニ 

パ
フ
ァ
ク
牛
ユ
ア
的
思
惟
に
よ
っ
て
後
退
を
餘
儀
な
く
さ
れ
て
ゐ
た
質
へ
の
關
心
は
、

い
ま
や
再
び
復
活
し
て
き
た
。
物
理
學
の
分
野
に 

お
い
て
も
、
從
來
の
力
學
の
他
に
熱
論
と
電
氣
現
象
の
硏
究
、
換
言
す
れ
ば
質
的
に
異
る
運
動
形
態
の
硏
究
、

が
擡
頭
し
て
き
た
。
化
學 

も
そ
の
例
外
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。

だ
が

古

い

思

惟

方

法

に

固

執

し

た

フ

ロ

ギ

ス
ト

ン

論

畫
は

、
自.
分
ら
の
發
見
し
た
こ
の
豐
富
な
質
的
認
識
を
ば
、
執
拗
に
否
定
し
よ 

(
1
)

こ
の
意
味
で
、
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
力
學
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
轉
化
さ
せ
る
蒸
氣
機
關
の
發
展
こ
そ
は
、
技
術
革
命
の
方
法
論
的
特
徵
を
如
實
に
示
し 

た
も
の
だ
と
言
ひ
得
る
。
そ
れ
以
前
に
お
い
て
は
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
か
ゝ
る
質
的
轉
換
を
利
用
し
た
原
動
機
は
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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う
と
試
み
つ
ヾ
け
た
。

水
素
を
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
と
考
へ
た
初
期
のC

a
v
e
n
d
i
s
h
,

 

P
r
i
e
s
t
l
e
y

 

及

びK
i
l
.
w
a
=

同
じ
水
素
を
水
とフ

!
!

ギ 

ス
ト
ン
と
の
結
合
物
と
見
沦
後

期

のc
a
v
e
n
d
i
s
F

酸

素

を

土

と

フP

ギ
ス
ト
ン
と
の
化
合
物
に
還
元
し
よ
う
と
し(

一
七
七
五
年)

、
又 

一
七
九
三
年
に
は
水
素
と
酸
素
を
の
ぞ
く
あ
ら
ゆ
る
氣
體(

硝
酸
ガ
ス
、
酸
化
窒
素
、
炭
酸
ガ
ス
、
窒
素
、

ア
ン
モ
ー
ー
ア
、
等

)々

が
酸 

素
と
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
の
み
か
ら
成
り'

た
ヾ
兩
者
の
比
が
異
る
の
み
と

見
たp

l
-
i
e
s
u
e
y

等
々
、

そ
の
例
は
枚
擧
に
遑
が
な
い
。
實
驗
技 

術
の
進
步
に
よ
る
豐
富
な
質
的
認
識
を
妨
害
し
て
ゐ
た
も
の
こ
そ
、
實

に

マ-
一
亠
フ
ァ
ク
チ
・
・
ア
的
方
法
の
中
し
子
た
る
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン 

說
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

• 

十
八
世
紀
後
半
の
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
槪
念
は
、

か\

る
質
的
硏
究
の
壓
力
の
も
と
に
こ
れ
ま
で
持
っ
て
ゐ
た
簡
單
明
確
さ
を
失
っ
て
し
ま 

っ
た
。

フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
自
體
の
屬
性
も
、

上
述
の
ガ
ス
體
の
場
合
と
同
樣
に
、
各
學
者
に
よ
っ
て
各
樣
に
解
釋
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

フ. 

コ
ギ
ス
ト
ン
は
も
は
や
一
箇
の
妖
怪
と
化
し
て
し
ま
っ
た
。

フ
ロ
ギ
ス
、

ン
論
者
の
見
解
に
は
、

い
た
る
所
に
矛
盾
と
撞
着
と
が
あ
っ
ま
。 

し
か
も
、
後
か
ら
後
か
ら
と
出
現
し
て
く
る
新
事
實
に
た
い
し
て
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
說
を
適
應
せ
し
め
ん
と
す
る
努
力
は
、
間
斷
な
く
こ
の 

撞
着
と
矛
盾
と
を
增
大
ぜ
し
め
つ'

あ
っ
た
。

そ
れ
は
新
し
き
曙
光
の
無
視
と
古
き
方
法
へ
の
固
執
と
が
生
ん
だ
一
大
悲
劇
で
あ
り
、

歷 

史
が
し
ば
し
ば
く
り
か
へ
し
て
き
た
所
の
新
生
へ
の
陣
痛
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

當
時
の
卓
拔
な
化
學
者
が
悉
く
古
い
思
惟
方
法
を
墨
守
し
、

フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
說
に
執
着
し
て
ゐ
た
と
き
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
人
々
に
よ
っ 

て
豐
饒
化
さ
れ
た
質
的
認
識
の
上
に
、
新
し
き
經
驗
主
義
的
方
法
を
ば
徹
底
的
に
驅
使
し
て
、
新
化
學
體
系
を
樹
立
す
る
と
い
ふ
化
學
史 

上
未
曾
有
の
大
事
業
が
、
野
心
滿
々

た

る

若
き

化

學

者L
a
v
o
i
s
i
e
r

に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
っ
ゝ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

(
1
)

W
h
i
b
e
:

 

i
bi
d
》

又
は 
J

・
 
c

・
 G

r
e
g
o
r
y
"

 

C
o
m
b
u
s
t
i
o
n

 f
r
o
m

 H
er
ac
le
if
os  

f
o  L

a
v
o
i
s
i
e
r  (

1
9
3
4
)

等
を
見
よ
。 

化
學
史
の
方
法
論(

原) 

七
ー
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科

學

史

硏

究

第

一

號
 

七
二 

・
 

—

ゝ

七
近
代
比
學
の
基
礎
の
成
立 

' 

' 

—
L
a
v
o
i
s
i
e
r

fe
よ

びD

巴t
o
わ

の
方
法
論
的
意
義
と
近
代
化
學
の
方
法
と
に
つ
い
て-
-
 

化
學
史
の
方
法
論
的
硏
究
に
お•
け
る
最
も
重
要
な
問
題
の
一
つ
は
、

近
代
化
學
成
立
の
基
礎
は
何
で
あ
る
か
と
い
ふ
問
題
ヽ
換
言
す
れ 

ば
、

近
代
化
學
は
何
時
何
を
も
っ
て
成
立
し
た
も
の
と
見.
る
べ
き
か
と
い
ふ
問
題
で
あ
ら
う
。

從
來
の
化
學
史
家
の
多
く
はB

o
y
l
e

を
以
て
近
代
化
學
の
父
と
し
た
。
最
近
、
・
若
干
の
學
者(

た
と
へ
ば
旣
述

のM
c
K
i
e

やw
h
i
f
e
)

 

は

L
a
v
o
i
s
i
e
r

を
も
っ
て
近
代
化
學
の
父
と
し
て
ゐ
る
。

こ
れ
ら
の
見
解
に
對
し
て
筆
者
は
、

近
代
化
學
成
立
の
根
據
をL

a
v
o
i
s
i
e
r

に 

よ

る

元

素

槪

念

の

確

立
と0

巴
ナ
〇
〇
に
よ
る
原
子
槪
念
の
確
立
と
に
、
從
っ
て
近
代
化
學
の
父!

!

も
し
も
か
ゝ
る
も
の
を
强
ひ
て
設
定 

し
よ
う
と
す
る
削
ら
ば
——

の

役

割

をL
a
v
o
i
s
i
e
r

お
よ
びb

巴8
1
1

の
兩
者
に
分
ち
與
へ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
今 

日
の
わ
れ
わ
れ
に
は
常
識
的
に
も
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
が
、
定
性
的
認
識
の
基
礎
を
な
す
元
素
槪
念
と
定
量
的
認
識
の
基
礎
を
な
す
原
子 

槪
念
な
く
し
て
は
、

あ
ら
ゆ
る
化
學
知
識
が
到.
底
科
學
性
を
持
ち
得
な
か
っ
た
か
ら.
で
あ
る
。 

• 

L
a
v
o
i
s
i
e
r

の
業
績
は
多
く
の
化
學
史
家
に
よ
っ
て
化
學
革
命
と
よ
ば
れ
て
き
た
。

そ
し
て
そ
れ
は
誠
に
ふ
さ
わ
し
い
別
名
で
あ
る
。 

だ
が
何
を
も
っ
て
所
謂
化
學
革
命
の
眞
®.
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
見
解
は
從
來
の
多
く
の
化
學
史
家
と
は
少
し
く
ち
が
ふ
。
卽 

ち
、
從

來

の

史

家

はL
a
v
o
i
s
i
e
r

の
燃
燒
理
論
を
も
っ
て
化
學
革
命
と
し
て
ゐ
る
が
、
筆
者
は
新
燃
燒
理
論
を
媒
介
と
し
て
行
は
れ
た
新

(1) 

こ
の
見
解
は
す
で
に
五
節
お
よ
び
六
谕
で
批
判
し
た
。

(2) 

A
v
o
g
a
d
r
o

にX

る
分
子
槪
念
の
確
立
も
之
に
劣
ら
ぬ
重
要
性
を
も
つ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
で
あ
ら
う
。
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元
素
觀
の
樹
立
を
も
っ
て
彼
の
革
命
的
業
績
の
眞
髓
と
見
て
ゐ
る
。
燃

燒

と

い

ふ

ー

化

學

反

應

の

理

論

の

革

新

よ

り
も

、

全
化
學
體
系 

の
基
礎
を
な
す
元
素
觀
の
變
革
の
方
が
は
る
か
に
化
學
革
命
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
論

ず

る

迄

も

な

く

明

白

な

こ

と

で

あ

ら

う

。 

L
a
v
o
i
s
i
e
r

は
一
七
八
九
年
に
出
た
不
朽
の
書T

l
.
a
i

忒s

s'n
e
l
l
t
a
i
r
e  

d
e

 C
h
i
m
i
e

の
中
で
、

三
十
三
箇
の
元
素
を
ふ
く
む
元
素
表
と
次 

の

ご

と

き

元

素(

單

體)

の
定
義
と
を
あ
た
へ
た
。

「
私
の
見
る
所
で
は
、
諸
元
素
の
數
な
ら
び
に
本
性
に
つ
い
て
言
ひ
得
る
す
べ
て
の
こ
と
は
、
全
く
形
而
上
學
的
議
論
の
埒
內
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は 

無
數
の
解
答
を
な
し
得
る
涯
な
き
問
題
に
限
ら
れ
て
ゐ
た
。
し
か
も
お
そ
ら
く
そ
れ
ら
の
解
答
は
、

ー
と
し
て
自
然
と
は
一
致
し
な
い
で
あ
ら
う
。
そ 

れ
故
私
は
次
の
ご
と
く
言
ふ
こ
と
で
滿
足
し
よ
う
。
卽
ち'

吾
々
が
元
素
な
る
語
に
よ
っ
て
、
諸
物
體
を
構
成
す
る
所
の
單
ー
に
し
て
不
可
分
な
る 

粒
子
を
言
ひ
表
は
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
恐
ら
く
吾
・
は
そ
れ
に
つ
い
て
全
く
何
も
知
ら
な
い
で
あ
ら
う
が
、
も
し
も
逆
に
吾
々
が
元
秦
又
は
諸
物
體 

の
原
質
な
る
語
を
も
っ
て
、
分
析
が
到
達
し
た
窮
極
點
の
槪
念
を
表
現
す
る
な
ら
ば
、
吾
々
が
ま
だ
い
か
な
る
手
段
に
よ
っ
て
も
分
解
し
得
な
い
で 

ゐ
る
す
べ
て
の
物
質
が
吾
々
に
と
っ
て
は
元
素
だ
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
吾
・
が
單
ー
と
考
へ
る
所
の
こ
れ
ら
の
物
體
自
身
が
、
二
つ
又 

は
そ
れ
以
上
の
單
一
原
質
の
化
合
物
で
は
な
い
こ
と
を
斷
言
で
ぎ
る
と
い
ふ
の
で
は
な
く
し
て
、
こ
れ
ら
の
原
質
は
分
離
さ
れ
て
ゐ
な
い
か
ら
し
て
、
 

或
は
む
し
ろ
吾
々
は
そ
れ
を
分
離
す
べ
啓
手
段
を
持
っ
て
ゐ
な
い
か
ら
し
て
、
そ
れ
ら
の
物
質
は
吾
々
に
對
し
て
は
單
一
原
質
と
し
て
存
在
し
、
實
驗

(1) 

な
ら
び
に
觀
察
が
そ
の
化
合
物
な
る
こ
と
を
證
明
す
る
迄
は
、
吾
々
は
そ
れ
を
決
し
て
化
合
物
と
み
な
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
〇
1- 

こ
ゝ

に

引

用

し

たL
a
v
。

瓦e
l
・

の
元
素
の
定
義
は
先
に
揭
げ
たE

o
y
l
e

の
定
義
に
比
し
て
著
し
く
經
驗
主
義
的
で
あ
る
。B

o
y
l
e

の
定 

義
は
元
素
と
は
い
か
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
を
形
而
上
學
的
に
規
定
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。E

o
y
l
e

の
定
義
に
從
っ
て
現
實

(1) 

M
c
K
i
e

 

A
n
f
o
i
n
e

 

La
vo

is
ie

r  

(
1
9
3
5
)
，

p

・
 

2
5
8
1
9
*

(2) 

五
七
頁
參
照
。
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的
に
元
素
を
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。B

o
y
l
e

に
と
っ
て
は
何
ら
か
の
手
段
で
分
解
さ
れ
る
可
能
性
を
も
つ
物
は
元
素
で
は
あ
り
得 

ず
、

し
た
が
っ
て
彼
の
元
素
は
可
能
的
分
解
の
極
限
な
の
で
あ
る
が
、
實
驗
技
術
の
進
步
は
今
日
分
解
し
得
な
い
も
の
を
も
明
日
は
分
解 

す
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
し
て
、

あ
る
物
質
が
そ
れU

上
絕
對
に
分
解
し
得
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、

い
か
な
る
場
合
に
も
言
ひ
得
な
い
こ 

と
で
あ
る
。B

o
s
e

が
現
實
に
元
素
を
指
定
し
得
な
か
っ
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
。

そ
れ
は
實
に
彼
の
元
素
槪
念
そ
の
も
の
か
ら
言
っ
て 

必
然
的
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
從
來
の
化
學
史
家
は
悉
く
こ
の
點
を
等
閑
視
し
て
き
た
故
、

こ
れ
は
特
に
强
調
し
て
お
か
ね
ば
な
ら 

な
い
。

し

か

る

にL
a
v
o
i
s
i
e
r

に
お
い
て
は
、
元

素

と

は

「(

現
在
迄
に)

ま
だ
如
何
な
る
手
段
に
よ
っ
て
も
分
解
し
得
て
ゐ
な
い
す
べ 

て
の
も
の
」
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
現
實
的
分
解
の
極
限
な
の
で
あ
る
。

彼
に
と
っ
て
は
、
將
來
分
解
さ
れ
る
や
う
に
な
る
か
否
か
は
問
題
で
は 

な
い
。
實

にL
a
v
o
i
s
i
e
r

の
こ
の
現
實
的
、
經
驗
主
義
的
な
元
素
槪
念
こ
そ
が
近
代
化
學
の
基
礎
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

今
日
で
も
一
般 

の
化
學
書
が
採
用
し
て
ゐ
る
元
素
の
定
義
は
、

百

五

十

年

前

にL
a
v
o
i
s
i
e
r

が
あ
た
へ
た
ま
ゝ
の
表
現
に
從
っ
て
ゐ
る
。(

た
と
へ
ば
岩 

波

版

「
理
化
學
辭
典
」

二
四
六
頁
を
見
よ)

科
學
的
な

正
し
い
元
素
槪
念
の
確
立
はB

o
y
l
e

で
は
な
く
し
て
、L

a
v
o
i
s
i
e
r

に
歸
せ
ら
る

(1) 

從
來
の
史
家
は
不
當
に
も
し
ば
し
ばB

o
y
l
e

の
定
義
とL

a
v
o
i
s
i
e
r

の
定
義
と
を
同
一
視
し
て
ゐ
る(

た
と
へ
ば
、P

a

ユin
g
s
p

 

i
b
i
- 严

p

 

1
3  $

 p

 

1
3
1
)

(
2
)
 

但

しL
a
v
o
i
s
i
e
r

は

「
い
か
な
る
手
段
に
よ
っ
て
も
」
と
し
た
が
、
現
今
の
化
學
書
は
「
化
學
的
手
段
に
よ
っ
て
は
」
と
し
て
ゐ
る
。
原
子
核 

の
變
遷
に
よ
る
元
素
轉
換
の
事
實
が
確
立
さ
れ
た
今
日
に
お
い
て
は
、
も
は
やL

a
v
o
i
s
i
e
r

の
定
義
は
正
し
く
な
い
。
科
學
上
の
基
礎
的
槪
念
や
法 

則
も
常
に
進
化
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
當
然
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。T

a
y
o
r

は
そ
の
著
宗I

D
O
F
g
p
D
i
e

 

a
n
d

 T
h
e
o
r
c

ナic

巴

c
h
e
l

 

m
i
s

才y

パ3
r
d

 

(
1
9
3
5
)

のp

・20

で
化
學
元
素
の
よ
り
完
全
な
定
義
と
し
て
、
「
熱
、
他
物
質
と
の
化
學
反
應
、
又
は
小
電
壓
、
等
に
よ
っ
て 

二
つ
又
は
そ
れ
以
上
の
異
る
中
性
物
質
に
變
化
せ
し
め
得
な
い
所
の
判
然
た
る
物
質
を
い
ふ
」
な
る
表
現
を
採
用
し
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
と
て
も
滿
足
な 

も
の
で
は
な
い
。
「
元
素
と
は
そ
れ
を
構
成
す
る
原
子
が
す
べ
て
同
一
原
子
番
號
を
以
て
表
は
し
得
る
ご
と
き
物
質
を
い
ふ
」
と
言
へ
ば
最
も
完
全
に 

近
い
。
原
子
、
元
素
、•

原
子
構
造
等
の
諸
槪
念
が
全
く
相
互
依
存
的
に
な
っ
て
ゐ
る
今
日
に̂

い
て
は
、
他
の
槪
念
に
無
關
係
にI

槪
念
を
定
義
づ 

け
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
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べ
き.
功
績
で
あ
る
こ
と
は
、
强
調
し
て
花
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
實

にI
a
v
o
i
s
i
e
r

は
こ
の
經
驗
主
義
的
な
元
素
槪
念
に
も
と
づ
い
て
、
化
學 

史
上
最
初
の
科
學
的
元
素
表
を
提
示
し
得
た
の
で
あ
っ
た
。 

，ノ
 

- 

こ

ゝ

で

はL
a
v
o
i
s
i
e
r

の
諸
業
績
に
一
々
論
及
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
先

蹤B
p
c
k

の
用
ひ
た
定
量
的
硏
究
法
の
徹
底
的 

驅
使
、
新
燃
燒
理
論
樹
立
に
い
た
る
迄
の
諸
硏
究
、

質
量
不
變
の
法
則
の
定
式
化
、

呼
吸
に
關
す
る
諸
硏
究
、
等
々
の
い
た
る
所
で
ヽ
・
吾 

吾
は
鮮
明
な
經
驗
主
義
に
遭
遇
す
る
。

筆
者
は
前
節
に
拒
い
て
、

マ
ニ
ュ
フ
ァ
か
チ
ュ
ア
的
思
惟
に
よ
っ
て®

殺
さ
れ
て

ゐ
た
質
的
認
識
が
技
術
革
命(

産
業
革
命)

に
よ
っ 

て
復
活
し
た
こ
と
を
述
べ
た
。

こ
の
こ
と
は
と
り
も
直
さ
ず
化
學
に
お
け
る
新
方
法
の
到
來
を
豫
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。,
卓
拔
な
フ
山 

(
1
2

そ
の
槪
述
は
拙
著
。
「
大
化
學
者(

上)

、
ラ
ヴ
ォ
ア
ジ
ェ
」(

敎
養
文
庫)

を
參
照
さ
れ
た
い
。

Lpvo
2:e
r

が

。
巴o

r
i
q
u
e

 
(

熱
素)

を
一
元
素
と
し
て
導
入
し
た
の
は
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン(

燃
素)

を
變
形
の
も
と
に
殘
存
さ
せ
た
に
す
ぎ
ぬ
と
說
く 

人
々
も
あ
る
が(

た
と
へ
ばG

 regory"  wh
i

et-e

等)

、

筆
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
當
ら
な
い
批
判
で
あ
る
。Lavoisier

は
、.
水
素
ガ
ス 

H
水
素
の
基
體+

熱
素
、
酸
素
ガ
尸H
酸
素
基
體+

熱
素
、
と
い
ふ
や
う
に
ガ
ス
體
は
基
體
と
熱
素
と
の
化
合
物
で
あ
る
と
見
た
。
物
質
を
氣
化
す
る 

に
は
多
く
の
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
必
要
と
す
る
事
實
加
ら
で
も
こQ

見
解
を
支
持
し
得
る
が
、
そ
の
他
に
次
の
ご
と
き
長
所
が
あ
っ
た
。
卽
ち
、
水
素
俎 

ス
と
酸
素
ガ
ス
の
結
合
に
よ
り
、
元
素
た
る
基
體
の
水
素
と
酸
素
同
志
は
結
合
し
て
水
を
つ
く
り
、
熱
素
が
遊
離
し
て
發
熱
と
な
る
と
い
ふ
風
に
說
明 

す
れ
ば
、
燃
燒
の
際
の
發
熱
現
象
を
も
よ
く
理
解
し
得
る
こ
と
で
あ
る
。
熱
素
と
い
ひ
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
と
い
ひ
、
そ
れ
自
體
で
は
さ
し
て
不
合
理
な
も 

• 

の
で
は
な
か
っ
た
。
何
と
な
れ
ば
磁
氣
や
光
を
重
秋
を
も
た
ぬ
物
質
と
見
る
こ
と
は
當
時
の
一
般
的
傾
向
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
吾
々
が
重
要
視
し
な 

•

け
れ
ば
な
ら
ぬ
點
は
、
熱
素
と
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
と
何
れ
の
方
が
經
驗
的
事
實
と•

一
致
す
る
元
素
觀
を
與
へ
る
か
と
い
ふ
點
で
あ
る
。
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
輪 

者C

 a
v
e
n
d
i
s
h

に
よ
れ
ば
水
素
ガ
スH
水+

フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
>.
し
か
る
にLpvo
2:er
に
よ
れ
ば
水
素
ガ
ス=

=

水
素
基
體+

熱
素
、
卽
ち
前
者
は
水
を 

元
素
と
み
な
す
こ
と
に
な
る
に
反
し
、
後
者
に
初
い
て
は
水
素
基
體(

卽.
ち
水
素
そ
の
も
の)

が
元
素
と
な
る
の
で
あ
る
。
熱
を
物
質
的
流
體
と
み
な 

す
傾
向
は
十
九
世
紀
、に
な
っ
て
も
ま
だ
相
當
持
續
じ
て
ゐ
た
。
そ
れ
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
恒
存
法
則
樹
立
迄
つ
ヾ
い
た
と
言
っ
て
も
過>

で
は
な
い
。 
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ギ

ス

ト

ン

學

者(
c
a
v
e
n
d
i
s
h

ゝp
r
j
e
s
u
e
y
、
S
c
h
e
e
l
e
)

等
の
質
的
硏
究
が
眞
に
科
學
的
な
質
的
認
識
に
轉
化
す
る
た
め
に
は
、

こ
の
方
法 

が
必
耍
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
新
方
法
こ
そ
が
、

ル
ネ
サ
ン
ス
以
來
徐
々
に
育
ま
れ
て
き
た
經
驗
主
義
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
經 

驗
(

實

驗)

が
示
す
種
々
な
る
質
的
多
樣
性
を
ば
經
驗
の
示
す
が
ま
ゝ
に
認
め
、
且
ま
た
經
驗
が
示
す
も
の
の
み
を
化
學
の
基
礎
に
し
よ 

う
と
す
る
所
の
方
法
で
あ
っ
た
。
而
し
て
、
化
學
へ
こ
の
經
驗
主
義
を
徹
底
的
に
導
入
確
立
じ
て
、

つ
ひ
に
よ
く
化
學
革
命
の
大
業
を
成 

就
し
、

か
く
し
て
近
代
化
學
の
一
礎
石
を
す
え
た
化
學
者
こ
そ
、

化
學
史
上
曠
世
の
大
化
學
者
と
い
は
れ
るL

a
v
o
i
s
i
e
r

そ
の
人
だ
っ
た 

の
で
あ
る
。
化
學
革
命
は
實
に
化
學
に
お
け
る
産
業
革
命
で
あ
っ
た
。

D
a
l
s
n

の
原
子
槪
念
は
、

十
七
世
紀
に
流
行
を
き
は
め
た
粒
子
槪
念
を
、
直

接

的

に

はN
e
w
g
1

の
そ
れ
を
、
經
驗
的
事
實
へ
結
び 

つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
れ
出
た
も
の(

一
ハ
〇
三
年)

で
あ
る
。

か
ゝ
る
原
子
槪
念
が
現
實
を
反
映
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
當
然
の
歸
結 

と
丄
て
定
比
例
お
よ
び
倍
數
比
例
の
法
則
が
成
立
す
べ
き
も
の
と
考
へ
ら
れ
た
。
定
比
例
の
法
則
は
、
當

時
(

一
七
九
九!
 

一
八
〇
五
年) 

こ

れ

に

つ
い
て

行
は
れ

たP
r
o
u
s
C

と
B
e

5.h
o
二et

の
論
爭
が
前
者
の
勝
利
に
歸
し
た
こ
と
か
ら
一
般
に
承
認
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
ま 

た

倍

數

比

例

の

法

則

はD
a
l
s
n

自
身
が
文
獻
と
自
己
の
實
驗
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
實
證
し
た
。D

a
l
f
o
n

の
原
子
說
が
か
く
の
ご
と
き 

經
驗
主
義
的
、
演
繹
的
徑
路
を
經
て
一
般
的
確
認
を
得
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
化
學
史
家
に
と
っ
て
は
周
知
の
事
實
で
あ
る
。 

旣
述
の
ご
と
く 

L
a
v
o
i
s
i
e
r

の
元
素
槪
念
は
元
素
の
基
礎
と
し
て
の
「
單
ー
に
し
て
不
可
分
な
る
原
子
」

の
否
定
か
ら
出
發
し
て
ゐ
る 

が
、
元
素
槪
念
確
立
後
二
十
年
を
經
て
發
表
さ
れ
たD

a
l
f
o
n

の

原

子

槪

念
は

「
各
元
素
の
單
ー
に
し
て
不
可
分
な
る
原
子
」
を
意
味
す 

ベ1
)

原
光
雄
。D
a
l

s-n

の
原
子
槪
念
の
起
源
に
つ
い
て
、
科
學
第
十
一
卷(

昭
和
十
六
年)

二
六A

頁
及
び
三
四㈣

頁
。 

(
2
)
 

L
av
oi
si
er

はm
o
l
e
c
u
l
e

な
る
語
を
用
ひ
た
が
、
そ
れ
はa
o
m

を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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る
も
の
で
あ
っ
た
。

い

ひ

か

ふ

れ

ばD
a
l
o
n

に
と
っ
て
は
、
元

素

と

は

「
單
ー
に
し
て
不
可
分
な
る
原
子
」

に
よ
づ
て
代
表
さ
る
べ
き 

い
の
で
あ.
っ
た
。D

a
l
f
o
h

は

L
a
v
o
i
s
i
e
r

の
否
定
を
再
び
否
定
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

し

か

もD
a
H
o
h

の
か\

る
原
子
お
よ
び
元
素 

槪
念
は
、L

a
v
o
i
s
i
e
r

の
元
素
槪
念
確
立
を
基
礎
と
し
て
成
立
じ
得
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
特
筆
す
べ
き
こ
と
に
は
、D

a
l
h
m

の
原 

子
槪
念
は
、
量
的
認
識
の
基
礎
と
し
て
の
原
子
の
槪
念
と
質
的
認
識
の
基
礎
た
る
元
素
の
槪
念
と
を
、
統
一
的
に
結
合
し
た
も
の
だ
っ
た 

の
で
あ
る
。
實
に
近
代
化
學
成
立
の
主
要
な
る
根
據
は
こ
の
點
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

D
a
l
t
o
n

の
原
子
說
は
定
比
例
お
よ
び
倍
數
比
例
の
法
則
の
ご
と
き
經
驗
的
支
持
を
獲
得
し
た
た
め
、
と
も
か
く 

一
般
の
承
認
を
得
る

こ
と
が
で
き
た
。

H
i
g
g
i
n
s

の
同
樣
な

原

子

槪

念(

一
七
八
九
年
〉
が
無
視
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
、

そ
れ
が
定
比
例
お
よ
び
倍
數 

比
例
の
法
則
の
實
驗
的
確
立
へ
結
び
つ
か
な
か
っ
た
た
め
で
あ
っ
を 

專
ら
經
驗
主
義
的
思
惟
方
法
の
支
配
下
に
お
つ
沦
十
九
世
紀
の
化

學
は
、

こ
れ
ら
の
實
驗
的
法
則
の
支
持
の
上
に
立
つD
a
l

5-n

の
原
子
說
を
さ
へ
も
、

ど
ち
ら
か
と
い
へ
ば
哲
學
的
空
想
に
近
い
も
の
と 

し
て
白
眼
視
し
て
ゐ
た
。
原
子
槪
念
に
た
い
す
る
十
九
世
紀
の
こ
の
冷
淡
さ
は
、

十
七
世
紀
後
半
の
粒
子
論
に
對
す
る
熱
烈
な
歡
迎
と
著

し
い
對
照
を
な
し
て
ゐ
る
。

元
素
お
よ
び
原
子
槪
念
を
獲
得
し
た
經
驗
主
義
は
、

い
ま
や
驚
く
べ
き
豐
僥
を
化
學
へ
も
た
ら
し
は
じ
め
た
。

十

九

世

紀

初

頭

以

來 

D
a
v
y
-

 G
a
y
,
L
u
s
s
a

3
 

B
e
r
z
e
l
i
u
s
"

 

L
ie
bi
g・

ヨ
ー
ー
ー
耳
D
u
m
a
®
:

:

等
々
を
先
頭
と
す
る
幾
多
の
化
學
者
の
諸
硏
究
は
、

質
的
認
識
の 

異
常
な
躍
進
を
あ
た
へ
た
。
元
素
の
發
見
と
分
離
が
相
次
い
で
現
は
れ
、
龙
大
な
數
の
新
化
合
物
が
見
出
さ
れ
る
や
う
に
な
っ
た
。

(
1
)

H
i
g
g

s-s

の
原
子
槪
念
の
無
視
さ
れ
た
原
因
に
つ
い
て
はG

r
e
g
o
r
y

が
考
察
し
て
ゐ
る
〔
J

・

G
r
e
g
o
r
y
-

 

A

 s
h
o

s-H
i
s
f
o
r
y

 o
f  

A
s
,
 

s

f

 (
1
9
3
1
)
"p

 7
5—

7
7
〕 •

(
2

j  

G
r
e
g
o
r
y
:

 

i
b
i
d
u  p

・81
1
9
4
-  D

a
v
y
”  G

a
y
l
u
s
s
a
c

な
ど
の
大
化
學
者
さ
へ
原
子
の
容
認
を
拒
否
し
た
。

化
學
史
の
方
法
論(

原)
 

七
七
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- 

科
學
史
硏
究 

第
一
號 

七/\ 

だ
が
し
か
し
、

こ
の
未
曾
有
の
豐
饒
を
も
た
ら
し
た
經
驗
主
義
的
方
法
も
亦
、
す
で
に
し
て
そ
の.
確
立
直
後
か
ら
、
漸
次
化
學
の
進
步 

に
た
い
す
る
桎
梏
と
化
し
去
る
べ
き
運
命
を
も
っ
て
ゐ
た
。

吾
々
は
か
ゝ
る
桎
梏
化
の
最
初
の
現
は
れ
を
、
長

期

に

わ

た

るA
v
o
g
a
d
r
o

 

法
則
の
無
視
の
中
に
見
出
し
得
る
の
で
あ
る
。

一
ハ
〇
ハ
年G

a
y
’L

u
s
s
a
c

が
確
立
し
た
氣
體
反
應
容
積
の
法
則
は
、

一

八

二

年

にA
v
o
g
a
d
さ

を
し
て
、D

a
l
t
o
n

の
原
子
槪
念 

の
最
も
重
要
な
擴
張
た
る
分
子
槪
念
とA

v
o
g
a
d
r
o

法
則
と
へ
到
達
せ
し
め
た
。

か
く
し
て
元
素
、
原
子
お
よ
び
分
子
な
る
基
礎
的
槪
念 

を
獲
得
し
た
化
學
は
、

い
ま
や
直
ち
に
眞
の
科
學
に
ふ
さ
は
し
い
勝
利
の
躍
進
を
開
始
し
得
た
筈
で
あ
っ
た!

も
し
も
半
世
紀
に
わ
た 

るA

 v
o
g
a
d
l
.
0

法

則
(

當
時
は
假
說
)

の
完
全
な
無
視
と
い
ふ
致
命
的
な
缺
陷
さ
へ
な
か
っ
た
な
ら
ば
。
今
日
の
吾
々
に
は
驚
く
べ
き
こ 

と
で
あ
る
が
、

一
ハ
ー
一
年
に
提
出
さ
れ
たA

v
o
g
a
d
r

〇
の
法
則
は
、

一
八
五
八
年
にC

 a
n

s.z
z
a
r
o

が
そ
れ
を
再
提
示
す
る
迄
は
、
化 

學
界
か
ら
無
視
さ
れ
て
ゐ
た
。
卓
拔
な
大
化
學
者
が
相
次
い
で
綺
羅
星
の
ご
と
く
に
輩
出
し
て
、
化
學
史
上
に
一
つ
の
黃
金
時
代
を
現
出 

し
た
か
の
觀
を
有
す
る
十
九
世
紀
前
半
の
化
學
界
が
、
何
故
執
拗
に
か
く
も
重
要
な
根
本
法
則
を
無
視
し
つ
ヾ
け
、

そ
の
た
め
に
同
じ
半 

世
紀
間
を
風
靡
し
た
あ
の
混
亂
と
遲
延!

原
子
量
決
定
上
の
混
亂
、

分
子
組
成
上
の
混
亂
、
原
子
價
槪
念
確
立
の
遲
延
、
週
期
律
發
見

(1) 

一A

五
九
—
六
一
年
に
出
版
さ
れ
たK

e
k
u
s

の
有
機
化*

敎
科
書
や
ーA

四
三
—
四
七
年
に
出
たK

o
p
p

の
化
學
史
の
ご
と
き
標
準
的
著
作 

に
4S
い
て
す
ち
も
、Av

o
g
a
d
r
o

の 

法
期 

へ 

の
言
及
は
見
ら
れ
な
い
。A

v
o
g
a
d
r
o

が
死
去
し
て
二
年
後
の 

一A

五
八
年
にs

b
a
n
i
s

Ero

 c
a
n
n
i
z
z
a
,

 

-
.
0

は
こ
の
法
則
を
湮
滅
か
ら
救
ひ
出
し
た
。
彼
は
原
子
量
決
定
上
に
*;
け
る
こ
の
法
則
の
重
要
性
を
確
認
し
、
當
時
收
拾
す
べ
か
、b.
ざ
る
混
亂
に
陷 

っ
て
る
た
原
子
量
決
定
問
題
に
快
刀
亂
麻
の
解
決
を
あ
た
へ
た
の
で
あ
っ
た
。

(
2
)
 

分
子
構
造
論
は
二
元
說
、

一
元
說
、
型
說

(
T
y
p
e

 T
h
e
o
r
y
)

そ
の
他
の
暗
中
挑
盡
代
を
經
て
、
や
っ
と
一
八
五
八-
-

六
五
年
に
近
代
的
構
造 

化

學(sbrua-ure

 c
h
e
m
i

s-r
y
)

へ 
到
達
し
た
。

(
3
)
 

A
v
o
g
a
d
r
o

法
則
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
分
子
内
の
原
子
數
が
確
定
さ
れ
さ
へ
す
れ
ば
、
簡
單
な
無
機
化
合
物
の
構
造
か
ち
歸
納
し
得 

た
と
思
は
れ
る
原
子
價
の
槪
念
は
、
複
雑
な
有
機
金
屬
化
合
物
の
硏
究
を
介
し
て
や
っ
と
一
八
五
二
年
に
至
っ
てF

r
a
n
E
a
n
d

に
よ
り
想
到
さ
れ
fc 

の
で
あ
っ
た
。 

・
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の
遲
延
、
等
々
——

を
惹
起
せ
し
め
た
の
で
あ
ら
う
か?

こ
の
敎
訓
的
な
事
實
に
た
い
し
て
は
、
從
來
の
化
學
史
家
も
み
な
何
ら
か
の
說
明
を
あ
た
へ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。 

た

と

へ

ばG
T
e
g
o
l
.
y

は
次
の
ご
と
き
理
由
を
あ
げ
て
ゐ
る
。
卽

ち

ヽ
(

一)

A
v
o
g
a
d
l
.

〇
の
提
示
方
法
が
惡
か
っ
た
こ
と-
-

彼
は
さ 

ま
ざ
ま
な
思
辨
的
要
素
や
混
亂
し
た
槪
念
を
こ
の
法
則(

假
說
)

へ
結
び
つ
け
た
。
(

二)

當
時
の
一
般
的
思
潮
が
そ
れ
を
受
入
れ
得
な 

か
っ
た
こ
と-
-

と

く

にH
 

原
子
が
結
合
し
て 
H
 

分
子
を
形
戍
す
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
、
當
時
最
も
理
解
し
難
い
所
で
あ
っ
た
。 

ま

たH
o
h
n
y
a
l
-
d

は
、

「
實

際

A
v
o
g
a
d
l
.
o

の
假
設
の
發
表
後
に
は
化
學
者
た
ち
は
、

現
實
に
は
ほ
ヾ
半
世
紀
後
に
い
た
る
迄
解
決 

さ
れ
な
か
っ
た
所
の
無
數
の
問
題
を
解
決
す
べ
き
力
を
持
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
意
外
な
遲
延
は
數
箇
の
原
因
に
よ
る
も
の
で
あ 

っ
た
。
」

と
前
提
し
て
次
の
ご
と
き
原
因
を
あ
げ
て
ゐ
る
。
(

一)

當
時
の
化
學
者
た
ち
は
、
原
子
說
を
强
固
な
科
學
理
論
と
し
て
眞
に 

確
信
し
て
は
を
ら
ず
、

そ
れ
を
哲
學
的
空
想
に
近
い
も
の
と
見
て
ゐ
た
こ
と
。
(

二)

原
子
說
に
關
し
て
は
絕
對
的
權
威
と
み
ら
れ
て
ゐ 

た

D
a
l
t
o
n

が
、A

v
o
g
a
d
r
。

の
假
說
を
決
し
て
是
認
し
な
か
っ
た
こ
と
。(

三)

實
驗
方
法
の
非
常
な
改
善
に
伴
ひ
、
化
學
者
た
ち
は
專 

ら
實
驗
的
仕
事
に
の
み
熱
中
し
た
こ
と
——

新
元
素
や
新
化
合
物
の
發
見
が
相
次
い
で
現
れ
、

わ
づ
か
の
理
論
で
間
に
合
っ
た
こ
と
。

(

四)

D
a
l
f
o
n

と
同
樣
、

こ
の
當
時
の
化
學
者
た
ち
は
分
子
と
原
子
と
の
區
別
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
こ
と
。 

G
r
e
g
o
r
y

やH
o
l
m
y
a
r
d

の
あ
げ
て
ゐ
る
上
述
の
ご
と
き
諸
原
因
は
、

い
づ
れ
も
あ
る
程
度
の
肯
漿
を
得
て
ゐ
る
。

だ
が
筆
者
は
、
 

こ
れ
ら
諸
原
因
を
惹
起
せ
し
め
た
根
本
的
要
因
こ
そ
は
、

あ
ら
ゆ
る
假
說
的
な
る
も
の
に
反
對
し
た
經
驗
主
義
的
思
惟
方
法
だ
っ
た
こ
と 

r
l
)

J
-  

G
r
e
g
o
r
y
"

 

i
b
i
d
"  p

・10
8
1
1
1
0
*

(
2
)
 

E
.

 

J
.  H

o
l
m
y
a
r
d

 " 

M
a
k
e
r
s

 

o
f  c

h
e
m
i

s-r
y  (

1
9
3
1
)
"
p
.  

2
5
6
,  

化
學
史
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方
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科
學
史
硏
究 

第

一

號

A.
〇 

を
、
指
摘
し
た
い
。
實
際
、
全
化
學
の
合
理
的
體
系
化
を
目
標
と
し
な
い
か
ぎ
り
、

單
な
る
個
々
の
實
驗
的
事
實
は
、A

v
o
g
a
d
r
o

の
法 

則
を
無
視
し
て
も
、

否
、

水

をH
2
0

と

せ

ず

にG
m
e
l
i
n

派
の
化
學
者
の
ご
と
く H

0

と
見
て
さ
へ
も
、
經
驗
に
矛
盾
す
る
所
な
く 

說
明
で
き
た
の
で
あ
る
。A

v
o
g
a
d
r
o

法
則
の
無
視
は
、
當
時
の
經
驗
主
義
的
方
法
に
と
っ
て
は
、

む
し
ろ
必
然
的
な
成
行
で
あ
っ
た
。 

ま
す
ま
す
桎
梏
化
し
つ
ヽ
お
っ
た
經
驗
主
義
の
限
界
を
突
破
せ
ん
と
し
た
先
驅
的
化
學
者
た
ち
の
活
動
は
、

十
九
世
紀
の
終
り
頃
に
開 

始
さ
れ
た
。
洞
察
に
富
む
卓
拔
な
若
干
の
化
學
者
は
、
方
法
論
的
意
識
と
そ
持
た
な
か
っ
た
が
、
實
踐
に
お
い
て
經
驗
主
義
の
限
界
を
意 

識
的
に
突
破
し
は
じ
め
た
。
經

驗

主

義

者K
o
l
b
e

の
罵
倒
を
も
っ
て

迎 

へ

ら

れ

たv
a
n

ぶH
o
f
f

 
(

一
ハ
七
四
年)

の

立

體

化

學
說 

(
s
h
e
o
c
h
e
m
i
s
t
r
y
)

や
、
最
初
の
間
は
經
驗
主
義
的
化
學
者
が
容
認
を
峻
拒
し
たA

r
r
h
e
n
i
u
s

の
電
離
說
(

一
ハ
ハ
七
年)

な
ど
は
、
化 

學
に
お
け
る
最
初
の
か
ゝ
る
試
み
だ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
よ
う
。

だ
が
一
方
で
は
經
驗
主
義
が
ま
だ
唯
一
の
據
り
所
と
さ
れ
て
ゐ
た
。

そ
れ
は
十
丸
世
紀
末
か
ら
今
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
物

理

學

者 

M
a
c
h

を
代
表
と
す
る
經
驗
批
判
論
哲
學(

E
m
p
i
l
-
i
o
K
r
i
f
i
z
i
s
m
u
s
)

の.
樹
立
に
迄
お
し
す
ゝ
め
ら
れ
、

あ
ら
ゆ
る
客
觀
的
實
在
の
否
定
と 

經
驗
の
み
へ
の
依
存
と
が
說
か
れ
る
に
い
た
っ
た
。
卓

拔

な

化

學

者o

s-w
a
l
d

は
、
同
樣
な
經
驗
主
義
的
見
地
か
ら
分
子
お
よ
び
原
子 

說
を
さ
へ
も
否
定
し
た
。

し
か
も
そ
れ
は
、

現
代
的
原
子
構
造
論
の
建
設
が
開
始
さ
れ
、
原
子
お
よ
び
分
子
の
實
在
は
も
は
や
疑
問
を
さ 

し
は
さ
む
餘
地
な
き
迄
に
な
ら
う
と
し
た
時
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

(1) 

G
r
e
g
o
r
y

 - 

ibid"  p

・
 

9
9
1
1
0
3
"

(
2
)
 

數
十
年
前
か
ら
す
で
に
法
則
と
し
て
の
確
固
た
る
地
位
を
獲
得
し
て
ゐ
る
「Av

o
g
p
d
r
o

の
法
則
」
を
ば
、
少
く
と
も
わ
が
國
に
お
い
て
は
大
多 

數
の
化
學
者
が
執
拗
に
も「A

v
o
g
M
r
o

の
假
說
」
と
よ
び
つ
ヾ
け
て
ゐ
る
こ
と
は
、
現
象
の
み
に
注
意
を
う
ば
は
れ
て
現
象
か
ら
本
質
を
洞
察
し
ょ 

う
と
し
な
い
經
驗
主
義
的
思
惟
が
、
多
く
の
化
學
者
を
未
だ
に
支
配
し
っ
ゝ
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
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今
日
で
は
經
驗
主
義
は
も
は
や
化
學
の
金
科
玉
條
的
な
方
法
で
は
な
く
な
っ
て
ゐ
る
。
化
學
の
進
步
は
す
で
に
以
前
か
ら
そ
の
限
界
を 

突
破
し
っ
ゝ
あ
っ
た!

!

ち
ょ
う
ど
十
八
世
紀
後
半
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
質
的
認
識
の
出
現
が
、
當
時
の
支
配
的
思
惟
方
法
た
る
マ
ー
ー 

■
,

フ
ァ
ク
チ-

ア
的
機
械
論
の
限
界
を
突
破
し
つ
ゝ
あ
っ
た
ご
と
く
に
。

し
か
ら
ば
ー•

體
、

い
ま
や
止
揚
さ
る
べ
き
段
階
に
到
達
し
た
經
驗
主
義
的
方
法
に
と
っ
て
代
る
べ
き
、

そ
し
て
現
に
と
っ
て
代
り
つ
、 

あ
る
、
今
日
の
、

そ
し
て
將
來
の
化
學
の
方
法
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ら
う
か?

こ
の
問
に
た
い
し
、
筆
者
は
以
上
の
方
法
論
的
分
析 

の
結
果
か
ら> 

つ
ぎ
の
ご
と
く
答
へ
た
い
と
思
ふ
。

卽
ち
そ
れ
は
、
經
驗
を
重
ん
ず
る
と
と
も
に
、

方
法
に
よ
る
化
學
の
被
規
定
性
と
、

方
法
自
身
の
歷
史
的
發
展
性
と
を
確
然
と
認
識
し
、
 

あ
ら
ゆ
る
化
學
上
の
槪
念
お
よ
び
法
則
に
さ
へ
も
歷
史
的
發
展
の
必
然
性
を
認
容
し
、
事
物
の
相
互
關
聯
性
を
合
理
的
に
肯
定
し
、
經
驗 

的
現
象
の
背
後
に
は
必
ず
本
質
が
ひ
そ
ん
で
ゐ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
認
め
、

つ
ね
に
事
物
の
本
質
へ
く
ひ
入
ら
う
と
努
め
る
所
の
思
惟 

方
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

物
理
學
、
化
學
、

生
物
學
は
ご
く
最
近
ま
で
相
互
的
關
聯
の
少
い
各*

獨

立

し

た

自

然

科

學

部

門
で

あ

っ

た

。
化
學
は
所
謂
化
學
的 

變
化
を
追
究
す
る
も
の
と
し
て
、
物
理
學
か
ら
も
生
物
學
か
ら
も
區
別
分
離
さ
れ
て
き
た
。

だ
が
今
日
の
化
學
は
、

一
方
で
は
物
理
化
學 

(
p
h
y
s
i
k
a
l
i
s
c
h
e

 c
h
e
m
i
e
)

ま
た
は
化
學
的
物
理
學 

(
c
h
e
m
i
s
c
h
e

 p
h
y
s
i
k
)

を
も
っ
て
物
理
學
へ
連
續
し
、
他
方
で
は
生
物
化
學(B

io
,

 

c
h
e
m
i
e
)

を
介
し
て
生
物
學
へ
の
移
行
に
努
め
つ
、
あ
る
。
「
い
ま
や
化
學
は
單
な
る
孤
立
せ
る
自
然
科
學
部
門
で
は
な
く
し
て
、
物
理
學 

と
生
物
學
と
の
相
互
移
行
の
結
節
點
と
し
て
の
科
學
に
な
り
つ\

あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、

化
學
を
物
理
學
お
よ
び
生
物
學
へ
解
消
し
得
る 

こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
斷
じ
て
な
い
。
化
學
は
今
後
と
も
獨
自
の
自
然
科
學
部
門
占
し
て
ま
す
ま
す
發
展
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
ら
う
。 

化
學
史
の
方
法
論(

原)
 

仝
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科
學
史
硏
究 

簣

號
 

几
二 

た
ヾ
そ
の
獨
自
性
が
、

ほ
か
な
ら
ぬ
物
理
學
お
よ
び
生
物
學
と
の
ま
す
ま
す
緊
密
を
加
へ
ゆ
く
提
携
の
も
と
に
お
い
て
の
み
保
た
れ
る
こ 

と
は
、
疑
を
さ
し
は
さ
む
餘
地
が
な
い
の
で
あ
っ
て
、
結
節
點
と
は
か
ゝ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

A

結 

論

か
く
し
て
吾
々
は
、

化
學
史
の
時
代
區
分
が
、
本
論
文
の
冒
頭
に
お
い
て
揭
げ
た
ご
と
き
社
會
經
濟
史
上
の
時
代
區
分
に
對
應
す
べ
き 

で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

そ
し
て
、

こ
の
對
應
は
社
會
的
經
濟
的
基
礎
構
造
か
ら
の
簡
單
な
直
接
的
規
定
で
は
な
く
し
て
、

か
ゝ
る
基
礎 

構
造
の
變
化
が
自
然
科
學
の
方
法!
—

世
界
觀
と
思
惟
方
法!
!

を
變
化
せ
し
め
、
後
者
の
變
化
に
よ
っ
て
化
學
も
ま
た
變
貌
し
た
も
の 

で
あ
る.
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
特
定
の
時
代
の
化
學
の
性
格
は
、

そ

の

時

代

の

思

惟

方

法(

世
界
觀)

に
よ
っ
て
根
本
的
に
規
定
づ
け
ら
れ

る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
吾
々
は
、

上
來
の
べ
た
所
か
ら
、
化
學
史
の
科
學
的
な
時
代
區
分
を
次
表
の
ご
と
く
に
立
て
得
る
で
あ
ら
う
。

時

代

區

分
 

ー
、
古

代

以

前

の

化

學

二
、
 

古

代

の

化

學

三
、
 

封

建

時

代

の

化

學

四
、
 

ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
の
化
學

五
、
 

マ
ー-

エ
フT

ク
チ=

ア
時
代
の
化
學

特

徵

的
な

方
・
法

主

耍

な

る

標

徵

直 

觀 

主 

神 

祕 

主

義

話

聲

を

暢

蠶

勅

畫

よ

び

原

子

槪

念

の

出

現

。

義 

鍊 

金 

術
。

實
利
主
義(

經
驗
主
義
の
萌
芽)

機

械

論

的

思

惟

B
i
r

E-g
u
c
c

o-A
g
r
i
c
o
l
a
"

 P

 
巴 i

s
s
y  

ら
の
技
術
的
化
學
。

J
P
a
r
a
c
e  

一

s
u
s

の
醫
撩
化
學〇

B
o
y
y
M
a
y
o
w

ら
の
化
學
。
ブ
ロ
ギ
ス
ト
ン
說 

(
s
f
a
h
l
)
。
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—

化
學
史
の
方
法
論(

原)

經• 

驗 

主

妾 

一Lavoisier

お
よ
びD

巴s
n

に
よ
る
科
學
的
元
素
觀
お
よ
び
）
M
 

義

一

子

說
の
確
立
—

近
代
化
學
の
基
礎
。

八
三
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建
部
賢
弘
の
著
と
考
へ
ら
れ
る
算
曆
雜
考

(

和

算

史

の 

硏

究

其 

九)

藤

原

松

三

B

 

. 

余
は
本
年
四
月
と.
七
月
と
の
二
度
に
亙
り
、

水
戶
彰
考
館
を
訪
ね
て
同
文
庫
に
收
藏
さ
れ
て
ゐ
る
曆
算
書
を
親
し
く
披
見
す
る
機
會
を 

得
た
が
、
其
內
に
年
紀
も
著
者
名
も
な
い
「
算
曆
雜
考
」
な
る
三
十
二
葉
の
寫
本
に
注
意
を
惹
か
れ
た
。
之
は
一
つ
の
立
派
な
系
統
立
つ 

た
論
著
で
あ
っ
て
、
決
し
て
雜
考
で
は
な
い
、

此
表
題
は
後
人
の
附
け
た
も
の
ら
し
い
。
次
に
述
べ
る
理
由
か
ら
、
余
は
此
書
を
建
部
賢 

弘
の
著
と
信
ず
る
も
の
で
あ
る
。

本
書
は
內
容
か
ら
見
て
三
部
に
分
け
ら
れ
る
。
第

一

は

「
弧
矢
綴
術
」

と
題
さ
れ
た
部
分
で
、
從
來
弧
背
術
又
は
圓
理
綴
術
な
ど
の
名 

で
呼
ば
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
、

弧
矢
綴
術
な
る
字
面
は
此
書
で
初
め
て
逍
遇
す
る
。

第
二
は
、
圓
周
を
三
六
〇
分
し
て
、
之
を
ー
限
と 

し
、

一
限
か
ら
九
〇
限
ま
で
の
各
ゝ
を
半
弧
と
す
る
圓
弧
の
正
弦
正
矢
の
表
と
、
其
の
作
製
方
法
を
述
べ
て
ゐ
る
。

第
三
は
之
等
の
結
果 

を
曆
術
上
の
問
題
に
應
用
し
た
も
の
で
あ
る
。 

- 

余

は

「
建
部
賢
弘
の
弧
率
と
我
國
最
初
の
三
角
函
數
谿
」

な
る
一
文
に
於
て
、
建
部
の
弧
率
な
る
書
中
に
あ
る
正
弦
正
矢
表
を
紹
介
し
、
 

(
1
)

和
算
史
の
硏
究
、7

血

、
六
—
七
は
東
北
數
學
雜
誌
、
昭
和
十«

—
ト
六
年
、
五
は
束
北
帝
大
法
文
學
部
よ
り
出
さ
れ
て
ゐ
る
文
化
第
バ
卷 

(

昭fflkra

年y

ハ
は

「
建
部
賢
弘
の
呱
率2

我
國
最
初
の
三
角®

數
表
」
で
束
京
物
理
學
校
雜
誌
、
本
年
十
一
月
號
で
發
表
。
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1
 

・

之
は
享
保
十
二
年
に
西
洋
の
三
角
函
數
表
が
移
入
さ
れ
る
以
前
に
於
て
、
我
國
で
獨
自
に
作
ら
れ
た
表
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
fe-
い
た
。 

此
弧
率
中
の
表
を
算
曆
雜
考
中
の
表
と
比
較
す
る
に
、
後
者
は
正
弦
に
於
て
二
桁
、

正
矢
に
於
て
四
桁
精
密
で
あ
っ
て
、
之
を
作
製
す 

る
方
法
は
全
然
一
数
し
て
ゐ
る
。

之
が
本
書
を
賢
弘
の
著
と
考
へ
る
第
一
の
理
由
で
あ
る
。

次
に
本
垂
貝
の
弧
矢
綴
術
中
の
公
式
を
導
出
す
る
方
法
は
、
建
部
の
有
名
な
書
、

不
休
綴
術
中
に
述
べ
ら
れ
た
方
法
と
全
く
其
原
理
を
同 

ふ
し
、
建
部
の
所
謂
綴
術
に
外
な
ら
ぬ
。
猶
次
に
擧
げ
る
弧
矢
綴
術
の
初
頭
の
一
文
を
建
部
の
弧
率
卷
頭
の
一
文
と
比
較
す
れ
ば
、
其
文 

脈
、

文
意
に
酷
似
す
る
點
の
多
く
を
認
め
得
ら
れ
る
。

之
れ
本
書
を
建
部
の
著
と
推
定
す
る
第
二
の
理
由
で
あ
る
。

弧
矢
綴
術
の
條
の
最
初
に
あ
る
一
文
と
い
ふ
は
、

夫
弧
矢
ノ
法
ハ
綴
テ
精
キ
ヲ
求
ル
ー
一
本
'/
ク
。
此
數
ヲ
出
テ
如
何
ン
'/
別

一
眞
術
有
ソ
ヤ
。
是
卽
弧
灣
ノ
邊
一
一
最
近
ナ
ル
ヲ
ー
取
テ
數
一
一
順
テ
共
自
然 

ノ
法
術
ヲ
探
リ
索
ル
者
ナ
リ
。
熟
ラ
弧
ノ
質
ヲ
察
ス
ル
ニ
、
背
邊
ー
ー
近
キ
者
ハ
經
一
一
屬
テ
英
規
舒
也
。
半
圓
一
一
近
キ
者
八
緯
ー
一
屬
テ
共
規
急
ナ
リ
。 

故
ー
一
其
術
背
邊
二
近
キ
奢
ー
ー
最
密
ヲ
得
ル
ト
イ
へ
ド
モ
、
尙
半
圓
一
一
近
キ
者
ー
ー
及
ビ
難
シ
。
是
ヲ
半
圓
一
ー
近
キ
者
一
ー
及
ポ
サ
ン
ト
ス
レ
バ
、
其
術
多 

乘
ニ
シ
テ
布
算
甚
難
シ
、
以
是
背
邊
ヨ
リ
半
圓
ー
ー
近
キ
ニ
至
ル
ノ
弧
背
數
件
ノ
限
ヲ
立
テ
、
乘
數
不
多
自
然
ノ
法
一
一
從
フ
遠
近
均
〃
精
數
ヲ
求
得
ル 

ノ
ー
假
術
ヲ
設
テ
算
經
一-

見
ス
。
雖
然
其
術
猶
繁
雜
シ
テ
容
易
ナ
ラ
ズ
。
故
ー
ー
今
曆
法-
ー
於
テ
詈
四
剖
三
科
ノ
簡
易
ノ
假
術
ヲ
設
爲
シ
テ
左
一
ー
注 

ス

。 

I

 

- 

■ 

玆

に

「
算
經
に
見
は
す
」

と
あ
る
は
、
大
成
算
經
を
指
し
て
ゐ
る
も
の
と
思
は
れ
る
。
矢
を
與
へ
て
弧
の
長
さ
を
求
む
る
公
式
の
多
く 

は
、
弧
が
非
常
に
小
さ
く
し
て
半
圓
よ
り
遠
き
場
合(

弧
灣
の
邊
に
近
き
も
の
又
は
背
邊
に
近
き
も
の)

に
は
精
密
な
る
値
を
與
ふ
る
も
、
 

弧
が
大
き
く
な
っ
て
半
圓
に
近
き
場
合
に
は
、
精
密
で
な
く
な
る
。

双
方
と
も
精
密
な
ら
し
・
め
ん
と
す
れ
ば
、
澤
山
の
項
數
を
取
る
を
要 

す
る
か
ら
計
算
が

困
難
に
な

る(

其
術
多
乘
に
し
て
布
算
甚
難
し
〇
故
に
例
へ
ば
徑
一
尺
の
時
矢
を
一
寸
、

ニ
寸
、

三
寸
、

四
寸
、

四
・ 

建
部
賢
弘
の
著
と
考
へ
らH

る
算
曆
雜
考(

藤
原) 

ハ
汎
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科
學
史
硏
究 

第
一
號 

ハ

六

，
 

五
寸
、

五
寸
と
し
て

之
を
甲
限•

乙

限
•

丙
限
等
と
し
、
之

に

對
す

る

弧
の
長
さ
を

定
め(

背
邊
よ
り
半
圓
に
近
き
に
至
る
の
弧
背
數
件 

の
限
を
立
て
と
め
る
は
こ
の
意
味)

弧
が
小
さ
い
場
合
も
大
き
い
場
合
も
均
し
く
精
密
な
結
果
を
與
へ
る
樣
に
補
間
公
式
を
與
へ
る
方
法 

を
算
經
に
載
せ
た
と
い
ふ
の
が
上
文
の
中
半
の
意
味
で
あ
る
。

本
書
中
に 

算
經
に
見
ゆ
」

と
あ
る
個
處
が
別
に
二
つ
あ
る
。

そ
れ
は
零
約
術
及
び
截
約
術
に
關
し
て
云
っ
て
ゐ
る
。 

然
る
に
建
部
の
弧
率
な
る
著
の
初
頭
に
は

弧
圓
以
不
盡
爲
質 

察
其
數 

近
半
圓
屬
緯
其
規
急
而
其
數
伏
也 

近
背
邊
屬
經
其
規
舒
而
眞
數
顯
也 

故
以
矢
極
微
依
碎
約
之
術 

得
半
背
穽
眞 

數
最
多
位 

應
探
自
然
原
數
也:
:

然
其
術
雖
近
背
邊
得
最
密&

難
及
於
近
半
圓 

欲
及
之
近
半
圓
則
多
乘
繁
位
而
不
可
爲
定
法
焉 

以
是
據
原 

數
別
捷
徑
術 

立
背
邊
到
半
圓
數
件
之
限 

令
之
求
合 

則
遠
近
均
得
精
微
也 

と
あ
る
。
之
は
さ
き
に
上
記
の
文
と
文
脈
も
文
意
も
符
合
す
る
點
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
弧
圓
は
不
盡
を
以
て

質
と
な 

す
」

と
は
、
矢
徑
を
以
て
弧
を
表
す
に
は
、
有
限
項
の
式
で
は
不
可
能
で
あ
っ
て
、
本
質
上
ど
う
し
て
も
無
限
項
の
式
を
要
す
る
と
い
ふ 

こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。
「
半
圓
に
近
き
も
の
は
緯
に
屬
き(

ツ
キ)

其
規
急
に
し
て
其
數
伏
す
、
背
邊
に
近
き
も
の
は
經
に
っ 

き
て
、

其
規
舒
に
し
て
眞
數
顯
は
る
」

と
は
、
弧
が
半
圓
に
近
き
も
の
は
、
其

曲

り

方

が

急

で

あ

っ

て

、
弧
矢
の
關
係
が
か
く
れ
て
ゐ 

る
が
、
弧
が
小
さ
い
場
合
に
は
、
曲
り
方
は
緩
か
で
、

弧
矢
の
關
係
は
容
易
に
あ
ら
は
れ
る
と
い
ふ
意
味
で
あ
ら
う
。
「
緯
に
つ
く
、
經 

に
つ
く
」

と
は
兩
方
を
經
緯
と
し
て
相
對
せ
し
め
た
だ
け
で
あ
る
。

「
故
に
矢
の
極
微
を
以
て

碎
約
術
に
よ
り
、
半
背
睜
の
眞
數
最
多
位 

を
得
て
自
然
原
數
を
探
る
べ
き
也
」
と
は
、
充
分
小
さ
い
矢
を
と

っ
て

碎
約
術(

或
は
截
約
術
と
い
ふ
て
ゐ
る
の
は
、
括
要
算
法
に
あ
る 

樣
に
、
與
へ
ら
れ

た
圓
弧
の
弦
の
數
をF
 4

- 
9
1
9
:
:

等
と
二
倍
に
增
し
て
行
き
、
其
長
さ
を
逐
次
計
算
し
て
、
圓
弧
の
長
さ
の
近
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■

似
値
を
出
す
方
法
を
指
す
も
の
で
あ
ら
う
し
に
よ
っ
て
半
背

の
多
く
の
桁
數
を
出
し
て
、

之
を
基
と
し
て
弧
の
自
然
原
數
を
探

る
べ
し
と
の
意
で
あ
る
。

此
等
の
二
つ
の
文
を
比
較
し
た
丈
け
で
も
、
本
書
が
建
部
の
著
な
る
こ
と
が
扩
せ
ら
れ
る
と
思
ふ
。

本
書
で
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
弧
矢
綴
術
は
如
何
い•
ふ
形
で
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
か
、
之
を
次
に
紹
介
し
よ
う
。

徑
§

を
一
尺
と
し
、

矢
(
)ゝ

—

忽
(

卽

ち
1
0
1
5

斗)

に
對
す
る
半
背g

f
f
+
j

 

を

截

約

術

に

よ

っ

て4
8

桁
計
算
し
、
之
を
出
發

點
と
す
る
。
卽
ち

〇.〇
〇
〇
一
〇
〇
〇
〇

 

0
0
3
3

 

3
3
3
3

 

5
1
1
1

 

1
1
2
2

 

5
3
9
6

 

9
0
6
6

 

6
6
7
2

 

8
2
3
4

 

7
7
6
9

 

4
7
9
6

之

か

ら
4

H

—
も=

 1
0
1
1
0
x
0
.
3
3
3
3

 

3
3
5
1
:
:

を
求
め
て
、

之
を
第
一
定
較
と
い
ふ
。
之

はC
"

の
程
度
の
大
さ
で
あ
る
、
故

に
P
+
C
F

0
.
3
3
3
3  

3
3
5
1
:

:

に
零
約
術
を
用
ゐ
て
其
近
似
分
數
を
求
む
れ
ば
、2
3

が
得
ら
れ
る
。

c
d—

如
を
計
算
す
れ
ば•

一
0
1
1
6
x
0
.
1
7
7
7

 

7
7
5
9

:
:

と
な
る
、
之
を
第 

二
定
較
と
い
ふ
。
之

をX

ヽ

—

で
割
っ
て
、

零
約
術
に
よ
っ
て
近
似
分
數
を
求
め
て 

い

を

得

るO
B
Z
U
B
l

X
 

X
 

を
第
二

を
第
一
汎
較
と
い
ひ、

.
.4
2
H
A
1

 I

—
tol
H

汎
較
と
い
ひ
、
第

三

定

較A
3
H
A
2
I
H
2

に
對
し
て
、

又
同
樣
に
行
ふ
。

か
く
す
れ
ば

£
+
2

电
+

・
 
外

+
$

7
^

7
+

2
3

7
^

+
:

(
一
)

の
係
數
が
順
次
に
求
め
ら
れ
る
。
卽
ち

一

 

、8

 

、5

 

1
2

 

め

』R
I
H
a
o
x
j
p

 

Q
3
H
W
X
凋9

:
:

 

建
部
賢
弘
の
著
と
考
へ
ら
れ
る
算
曆
雜
考(

藤
原)

ハ
七
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學
史
硏
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第
一
號

と
な
る
。

此
方
法
は
建
部
が
不
休
綴
術
の
中
で 

H
C
0
+0

%
+
3

紀+
3
_
^
.

 +

 6
3

 
屯+
 • • •
.ヽ

の
形
の
展
開
式
を
導
出
し
た
方
法
と
全
く
同
一
の
も
の
で
あ
る
。 

今

半

弧

十

の

中

心

角

を8

と
す
れ
ば

で
あ
る
か
ら
、7

7

 =

 2
と
お
け
ば
、

上
式
は

ハ
ハ

の
形
の
展
開
式
と
な
り
、
不
休
綴
術
の
も
の
は

&
F

g-1
2
&
+
^
s
i
n
4
&
+
3

g-16& +
 9

g-1
8
&
+
:
:

f
-
n
-

と

お
け
ば(

g-1

注

の
展
開
式
と
な
る
。
建

部

はQ
•

の
一
般
の
構
成
法
則
を
出
し
た
が
、g

に
つ
い
て
は
や
っ
て
ゐ
な
い
、
 

若

し

彼

がr
d

の
代
り
に

,ヽ
}

—
か
ら

出
發

し

た
な
ら

ば
电

を
3

S

の
穽
級
數
で
展
開
す
る
公
式
を
得
た
の
で
あ
ら
う
。
殘
念
な 

a

I
 c

こ
と
で
あ
る
。

次
に
同
樣
に
し
て
、

次
の
近
似
公
式
が
出
さ
れ
て
ゐ
る
。
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之
は

を
計
算
し
て
、
零
約
術
に
よ
っ
て
近
似
分
數
ル

を
得
て
、

そ
こ
で
打
ち
切
っ
た
も
の
で
あ
る
。
更
に
之
を
精
密
に
し
て

及
び

—r X
-
-

x

X
 
X- 
+
k
 • 

〇 

・
 

a
l
c

 

一r 

Id

 

d
i
 
歹 c

a
l
r
C
L

a

I

c

の
形
を
出
し
て
ゐ
る
。(

2
)

は
不
休
綴
術
に
も
弧
率
に
も
出
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。

若

しc

が
少
し
大
な
る
場
合
に
は
、
半
弧
の
矢
を
求
め
て
其
等
の
公
式
か
ら
半
弧
を
求
め
、
之
を
倍
し
て
も
と
の
弧
を
出
す
、
之
を 

ニ
折
の
法
と
い
ふ
。
矢
が
更
に
大
な
ら
ば
、
弧
を
四
分
し
て
同
樣
な
こ
と
を
行
ふ
、
之
を
四
剖
の
法
と
い
ふ
。

之
等
の
論
述
の
後
に
次
の
如
く
い
ふ
。

右
ノ
三
條
ハ
數
ヲ
搜9

術
ヲ
探
ル
ノ
法--

シ
テ
、
卽
チ
綴
術
ノ 

ー
端
ナ
リ
。
凡
ソ
萬
術
皆
此
理
ヲ
不
該
ト
云
フ
コ
ト
ナ
シ
。
況
ヤ
天
道
ヲ
測
リ
察 

ス
ル
ニ
於
テ
須
臾
モ
是
ヲ
出
ル
コ
ト
有
べ
ケ
ン
ヤ
。
古
劉
宋
ノ
祖
冲
之
綴
術
ヲ
著
ス
。
學
官
其
深
奧
ヲ
究
ル
コ
ト
無
シ
テ
其
書
廢
シ
テ
不
理
ト
云
へ 

リ
。
宜
ナ
ル
哉
。
其
幽
妙
ナ
ル
ノ
眞
理
人
皆
知
ル
コ
ト
有
ル
ー
一
似
タ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
實
一
一
知
ル
コ
ト
甚
難
シ
。
鳴
呼
冲
之
去
リ
テ
後
、
今
吾
正
一
一 

建
部
賢
弘
の
著t

考•

へ
ら
れ
る
算
曆
雜
考(

藤
原) 

ハ
九
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科
學
史
硏
究
」

第
一
號 

九
〇 

其
旨
ヲ
得
タ
リ
、
每
一
一
是
ヲ
思
惟
ス
ル
ト
キ
ハ
、
宛
壬
祖
氏--
相
看
え
ル
ガ
如
シ
。
仍
テ
ー
件
ノ
術
ヲ
解
シ
テ
綴
術
ノ
據
ト
ス
、
其
深
・
妙
・
、
學 

者
智
ヲ
役
シ
心
ヲ
究
シ
テ
後
一
ー
、
幽
ト
シ
テ
徹
悟
ス
ベ
キ
也
已
。

祖
冲
之
の
綴
術
は
唐
代
旣
に
亡
佚
し
て
今
に
傳
は
ら
ず
、
其
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
全
然
不
明
で
あ
る
が
、
建
部
の
綴
術
は
解
析 

及
歸
納
の
一
種
の
硏
究
方
法
で
あ
っ
て
、
彼
の
書
、
不
休
綴
術
に
詳
論
さ
れ
て
ゐ
る
。

上
述
の
方
法
も
亦
そ
れ
に
屬
す
べ
き
も
の
で
あ
っ 

て
、

か
く
も
自
信
あ
る
言
を
は
き
得
る
人
は
、
當
時
建
部
賢
弘
を
措
い
て
他
に
其
人
が
な
い
と
信
ず
る
。

徑
と
弧
を
與
へ
て
矢
を
求
む
る
問
題
も
論
ぜ
ら
れ
、
次
の
公
式
が
與
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

以
上
の
二
つ
の
問
題
に
對
し
、
更
に
精
密
な
る
結
果
を
出
す
に
は
、

徑1
0

寸
、
矢 
1
0
よ

寸

と

す

る

代

り

に

、
矢

1
0
19

と
し
て 

(

皿)2

の9
0

桁
の
値
を
求
め
，
或
は
矢
一0
I
H

と

し

て(

十)

の1
6
0

桁
の
値
に
據
っ
て
幽
微
を
探
究
す
べ
し
と
い
っ
て
ゐ
る
。

吾 

吾
が
今
日
と
て
も
堪
え
ら
れ
な
い
樣
な
計
算
を
も
敢
て
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

之
で
弧
矢
綴
術
の
部
分
は
す
む
。

次
に
之
を
曆
術
に
應
用
す
る
爲
め
に
、
弦
矢
表
を
作
製
す
る
こ
と
を
說
く
。

そ
れ
に
は
從
來
の
支
那 

曆

書

に

於

て

は

周

天3
6
5
2

 5

度
を
用
ゐ
て
ゐ
る
の
を
改
め
て
、
「
若
シ
從
來
脩
曆
者
ア
ラ
バ
、

一
象
ノ
度
ヲ
倫
ク
九
十
限-
一
分
テ
ゝ
一
限
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ノ

度

分-
一
依
テ
立
成
ノ
數
ヲ
立
ツ
べ
シ
」

と
し
、

一
限
よ
り
九
〇
限
ま
で
の
各
・
を
半
弧
と
す
る
弧
の
正
弦
正
矢
の
表
と
其
作
製
の
方
法 

を
述
べ
て
ゐ
る
。
之
は
弧
率
に
あ
る
も
の
と
殆
ん
ど
同
一
で
あ
る
か
ら
、
玆
に
之
を
述
べ
な
い
。

要
す
る
に
、
、現
在
の
言
葉
を
以
て
す
れ 

ば
、

先
づ
上
述
の
公
式
に
よ
っ
て
、

丄
一2

度
の
正
弦
、

正
矢
を
求
め
た
後
、
倍
角
、
半
角
、

三
倍
角
、

和
角
、
差
角
、
餘
角
の
正
弦
餘
弦 

の
三
角
法
の
公
式
に
相
當
す
る
公
式
に
よ.
っ
て
、

一
限
か
ら
九
〇
限
ま
で
の
正
弦
及
正
矢
を
求
め
る
の
で
あ
る
。 

か
く
し
て
之
を
曆
術
の
問
題
に
應
用
せ
ん
が
爲
め
に
は
、
周

天3
6
5
.
2
5

度

に

ヨ=

衆

 

を

か

け

て

天

徑1
1
6

度2
6

分2
7

秒
を 

出
し
、

そ
れ
に
對
す
る
弧
、
弦
矢
を
計
算
す
る
に
は
、
之

を

直

徑1
0

寸
の
圓
に
直
し
て
考
へ
る
。

双
方
に
於
け
る
長
さ
の
比
は(

一
方
は 

度

、
他
方
は
寸
を
單
位
と
し
て)

1
1
6
.
2
6
2
7

 

“1
0

で

之

は

大

體19
4
7
4

こ6
7
5

に
等
し
い
、1

9
4
7
4

を
度
率、

一
6
7
5

を
尺
率
と
名
け
て 

ゐ
る
。
圓

周

の3
6
0

 

分

の

一

を

ー

限

と

い
ひ

、3
6
5
.
2
5
+
3
6
0

 =

 1
.
0
1
4
5
8
3
3

度
に
當
る
。
故
に
ミ
限
は
一.0

1
4
5
8
3
3
X

ミ
度
に
相
當
す
。 

之
を
積
度
と
名
け
る
。
表

に

於

け

る

每

限

の

矢

を

度

に

直

す

に

はー
ー

.
6
2
6
2
6
8

を
か
け
て
も
、

或
は
度
率
を
か
け
、

尺
率
で
わ
っ
て
も 

よ
い
。
之
を
積
差
と
い
ふ
。
表
に
於
け
る
相
隣
れ
る
積
差
の
差
を
積
度
の
差
で
わ
っ
た
も
の
を
差
率
と
名
け
、
上
述
の
表
か
ら
限
、
積
度
、
 

積
差
、
差
率
の
表
を
も
作
っ
て
ゐ
る
。
最
後
に
之
を
應
用
し
て
次
の
問
®'
を
解
く
、

黃

道

ヲ

以

テ

赤

道

ヲ

求

ル

本

術

赤

道

ヲ

以

テ

黃

道

ヲ

求

ル

術

黃

赤

道

度

率
內
外

度

立

成
ノ

數
ヲ

求

ム

晝

夜

刻

立

成
ノ

數
ヲ 

求

ム

日

曇

ノ

立

成

ノ

數

ヲ

求

ム

但

し

「黃
道
ノ
赤
道
ノ
內
外
一
一
出
入
ス
ル
極
度
分
ヲ
精
ク
實
測
シ
定
テ
、
術
ー
一
依
テ
各
率
ヲ
求
ム.
ヘ
シ
、
吾
未
ダ
其
眞
數
ヲ
測
驗
シ
定
ルn

ト
ヲ
不 

爲
。
故
-
一
數
ヲ
不
求
、
只
法
術
ヲ
著
シ
テ
後
人
ノ
測
驗
シ
テ
數
ヲ
求
ル
コ
ト
ヲ
俟
也
」
と
い
っ
て
ゐ
る
。

以
上
で
本
書
の
內
容
の
大
略
の
敍
述
を
終
へ
た
。
種
々
の
點
に
於
て
、

和
算
史
上
重
大
な
意
義
を
も
つ
新
史
料
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。 

建
部
賢
弘
の
著
と
考
へ
ら
れ
る
算
曆
雜
考(

藤
原)
 

・
 

九
一
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科
學
史
硏
究 

第
一
號 

九
二 

建
部
賢
弘
に
か
ゝ
る
著
の
あ
る
こ
と
は
、
從
來
の
文
獻
に
發
見
さ
れ
な
い
、
唯
近
藤
守
重
の
好
書
故
事(

近
藤
正
齋
全
集
第
三
卷
所
收) 

享
保
三
年
の
條
に

一
書-
一
享
保
ノ
初
メ
、
天
文
ノ
事
御
下
問
ア
リ
テ
、
寄
合
建
部
彥
次
郞
其
撰
ス
ル
所
ノ
曆
算
通
徹
ヲ
奉
リ
ゝ
又
京
都
銀
座
中
根
丈
右
衞
門
ヲ
召
テ
下 

問
ア
リ
、
長
崎
ヨ
リ
來
ル
西
洋
曆
經
ヲ
曆
算
全
書
ト
校
正
加
點
セ
シ
メ
ラ
ル
。

と
あ
る
。
建
部
彥
次
郞
と
あ
る
は
賢
弘
の
事
で
あ
っ
て
、
中
根
丈
右
衞
門
と
あ
る
は
賢
弘
の
門
弟
、
中
根
元
圭
で
あ
る
。
曆
算
通
徹
な
る 

書
は
現
存
し
て
ゐ
る
こ
と
を
聞
か
な
い
。
上
述
の
算
曆
雜
考
は
或
は
此
の
曆
算
通
徹
で
は
な
か
ら
う
か
。
之
は
余
の
想
像
で
あ
っ
て
、
・
未 

だ
正
確
な
論
據
を
も
た
な
い
の
を
遺
憾
と
す
る
。(

昭
和
十
六
年
ハ
月
十
二
日
稿)

(

本
硏
究
は
文
部
竹
科
學
硏
究®

に
依
て
な
さ
れ
た
も
の
で
运
るJ
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ヽ
 

漩

川

家

に

關

す

る

史

料

神 

田 

茂

序

漩
川
家
は
我
邦
に
於
け
る
天
文
方
の
開
祖
で
あ
り
、
春
海
以
來
明
治
維
新
に
至
る
ま
で
、

十
二
代
の
天
文
方
を
出
し
て
居
り
、
本
邦
の 

天
文
學
史
、
曆
學
史
上
に
於
け
る
功
績
は
大
な
る
も
の
が
あ
る
。
春
海
の
事
蹟
に
つ
い
て
は
二
、

三
の
書
物
が
あ
る
が
、
歷
代
の
天
文
方 

の
事
蹟
に
關
し
て
は
發
表
さ
れ
た
史
料
が
極
め
て
少
く
、
纏
っ
た
も
の
と
し
て
は
天
文
月
報
第
五
卷
第
一
號
揭
載
の
大
谷
亮
吉
氏
の
「
舊 

幕
時
代
天
文
方
の
閱
歷
」

が
唯
一
の
も
の
で
な
い
か
と
思
は
れ
る
。

こ
の
資
料
の
大
部
分
は
天
文
方
代
々
記
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
本 

編
は
諸
書
に
散
見
す
る
洗
川
家
に
關
係
の
あ
る
史
料
を
取
り
纏
め
、
更
に
墓
地
、
遺
族
等
に
つ
い
て
知
り
得
た
史
料
を
も
併
せ
記
し
た
も 

の
で
あ
る
。

濫
川
家
の
系
圖

漩
川
家
は
淸
和
源
氏
よ
り
出
で
、

足
利
氏
、
畠
山
氏
よ
り
分
れ
て
、

春
海
迄
は
安
井
を
姓
と
し
、
時
に
瀧
川
と
稱
し
た
事
も
あ
る
。
今 

雄
川
家
に
關
す
る
史
料(

神
田)
 

叽
三
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科
學
史
硏
究 

第
一
號 

九
四 

瀧

川

家

に

現

存

す

る

「
畠
山
幷
安
井
系
譜
幷
瀧
川
」

と
題
す
る
系
譜
並
に
帝
國
學
士
院
に
あ
る
«:
川
系
譜
、
灘
川
先
祖
書
等
に
よ
り
次
の 

系
圖
を
作
製
し
た
。
尙

「
寬
政
重
修
家
譜
」
卷
一
ニ
ニ
ニ
、

太

田

亮

氏

「
姓
氏
家
系
大
辭
典
」
等
に
も
漩
川
家
、
安
井
家
の
系
圖
が
あ
る
。

淸
和
天
皇!
!

貞
純
親
王!
!

經 

基

王!
!

滿 

仲
—
!

賴

信
!
!

賴

義

，
,
義

家
!
—

義 

國
—

義

康
(

足
利)

—
!

義

兼

—
—
義

純
(

畠
山)

—
!

泰 

國. 

義

氏
:
:

尊

氏
:

：

—
時

國一
M

 

國
！！

家 

國
—
「
，義 

深:
:

持

國
:

： 

厂
義

淑

滿

基

:

：

厂
滿 

安!
1

光 

顯(

漩
川).

—
光

重
(

安

井

丫

「
重

顯
 

二) 

ー
ー
光 

永I

、氷 

行!
!

定 

繼
—

—
定 

丄
疋

—
定

重

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

 

正
」

「
成

安
(

安
井
道
頓)

次-

ー
ー
敎
祐

了

意
!
！

女(

宗
順
妻)

I

宗 
—
宗 

—
定 

I

定 

.
—
友

淸-

某
十
丞

吉!
!

定

元

友!
!

某
五
兵
衞

勝

——

某
小
左
衞
門
乐

西)

I

正

次

—
「

寶

信

一—
吉

重

—
次W-

算
哲

妻(

佐
藤
了
世
女)

!

査

右

衞

門!
!

勘
左
衞
門!
!

某
善
右
衞
門
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丄
養
子)

算

知
(

藤
中
氏
よ2

:

11
鑿

)

I

家

春

ー
ー
春
海
—
—7

-
-
-

 

後
妻(

石
井
承
意
女) 

—
安

定

I

知

哲
(

算
知
を
嗣
ぐ
ノ

女(

昔
尹
妻)

—(

養
子)

仙 

角

——
(

養
子)

仙 

角!
—
(

養
子)

仙 

哲
——
(

養
子)

仙 

角
—

—
右
門
敬
尹(

昔
尹
を
嗣
ぐ)

ー
ー(

養
子)

仙 

知-

算 

知-

算 

英(•
以
上
碁
家)
-
-
(

養
子)

唱 

三

—
圖
書
昔
尹!
—

(

養
子)

右
門
敬
尹!
 

妻(

知
哲
女)

妻(
・
山內
仙
右
衞
門
女) 

—
女(

森
川
光
芳
妻)

—
「
作
之
丞 

一—
五
郞
助 

—
女(

比
留
正
茂
妻)

—
!

巳
之
助

—(

養
子)

圖
書
敬
也(

入
問
川
利
兵
衞
次
男)

——
(

養
子)

六
藏
則
休
— 

丄
ハ
藏
則
休(

敬
也
を
嗣
ぐ) 

妻(

藤
掛
勘
解
由
女)

I

圖
書
光
洪(

則
休
を
嗣
ぐ)

，
,

川
口
善
左
衞
門
春
芳!
!

富
五
郞
正
陽(

正
淸
を
嗣
ぐ
レ 

—
女(

川
口
源
次
流
淸
妻)

」

—
主
水
正
淸(

光
洪
を
嗣
ぐ)

養
子)

圖
書
光
洪
——
(

養
子)

主
水
正
淸!
—
(

養
ま
富
五
郞
正
陽
・ 

妻(

菅
政
秋
女.)

—
女(

服
部
主
瞎
妻)

厂!

量

至

時

次

J

ー
ー
六
藏
敬
直
—
一—
敬

典
(

佑
賢
を
嗣
ぐ) 

厂
女(

大
前
氏
妻)

一
1

腌
司
佑
賢-
-
-
-
-
-
-
-

 

ー
ー
女(

天
文
方
手
附
金
子
勝
現
妻,)

茨
川
家
に
關
す
る
史
料(

神
田)

九
五
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科
學
史
硏
究 

第
一
號

九
六

丄.
養
子)

敬 

典

「
「
女
た
み(

現
存.)
—
一
|

淺
野
喜
太
郞 

前
妻
と
し 

厂
淺
野
浩(

現
存
〉

後
妻
り
き 

厂
女
こ
と(

海
野
美
盛
妻
、
現
存)

註(

一)

大
槻
如
電
氏
「
洋
學
年
表
」(

萬
治
二
年)

に
は
光
綱
と
す
。

漩
川
家
、
安
井
家

畠

山

家

國

の

孫

滿

安(

後
に
滿
貞
と
稱
す)

は
始
め
て
灘
川
を
氏
と
し
た
。
河
內
國
漩
川
郡
の
地
を
領
し
て
ゐ
た
か
ら
で
、
漩
川
郡
は 

和
名
抄
に
は
竹
淵
、

邑
御
、
餘
戶
、
跡
部
、
賀
美
の
諸
鄕
と
し
、

明
治
二
十
九
年
中
河
内
郡
に
合
併
さ
れ
る
ま
で
存
在
し
た
小
さ
な
郡
で
、
 

合
併
當
時
に
は
龍
華
、
久
寶
寺
、
加
美
、
長
瀨
、
布
施
、
巽
の
六
ヶ
村
よ
り
成
り
、

現
在
の
龍
華
町
か
ら
布
施
市
の
南
部
に
至
る
細
長
い 

土
地
で
あ
る
。

滿
安
は
戰
亂
の
世
に
あ
り
乍
ら
、

文
敎
を
唱
へ
、
久
寶
寺
村
に
學
舍
を
建
て
、
麟
角
堂
と
稱
し
た
。
其
子
光
顯
家
紋
を
丸
に
五
葉
の
唐 

花
と
定
め
、
吏
に
其
子
光
重
播
州
安
井
鄕
を
領
し
た
の
で
、
安
井
と
も
、
漩
川
と
も
稱
し
た
。
播
州
安
井
の
地
名
は
所
在
が
明
ら
か
で
な 

い
。
其
後
專
ら
安
井
を
姓
と
し
、
攝
津
又
は
河
內
に
住
ま
ひ
、

一
族
の
中
に
は
安
井
道
頓
を
出
し
、

又
初
代
算
哲
に
至
っ
た
。

安

井

道

頓

大
正
三
年
十
一
月
二
十
日
安
井
市
右
衞
門
、

九
兵
衞
の
二
人
に
從
五
位
を
贈
ら
れ
た
。
何
れ
も
大
阪
に
於
け
る
水
利
の
便
を
計
っ
た
功•
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に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
市
右
衞
門
は
淸
右
衞
門
定
次
の
子
で
名
は
成
安
、
道
頓
と
號
し
た
。
豐

Is
秀
吉
に
仕
へ
、

大
阪
築
城
に
際
し
て
功 

が
あ
っ
た
。
慶
長
十
七
年
(

皇
紀
ニ
ニ
七
二
年)

道

頓
は
彼
弟
治
兵
衞
定
淸
、

九

兵

衞

定

吉(

道
ト
と
號
す)

並
に
親
戚
平
野
藤
次
と
共 

に
安
井
家
の
故
鄕
漩
川
郡
久
寶
寺
の
農
民
を
招
き
自
費
を
以
て
今
日
の
道
頓
堀
川
を
開
く
工
事
に
着
手
し
た
。
翌
年
定
淸
死
去
し
、

元
和 

元
年
五
月
大
阪
落
城
に
際
し
道
頓
は
戰
歿
し
た
が
、

定
吉
及
び
藤
次
に
よ
っ
て
同
年
十
一
月
工
を
終
っ
た
。
定

吉

は

寬

文

四

年(

一
ニ
一
一 

四
年)

十
月
十
七
日
八
十
三
歲
を
以
て
歿
し
、

攝
州
生
五
持
寶
院
に
葬
ら
れ
た
。
定
吉
の
兄
宗
順
の
子
が
初
代
算
哲
で
あ
る
。 

安
井
道
頓
の
一
族
か
ら
漩
川
春
海
を
出
し
た
事
は
、
慶
長
の
頃
水

利

工
事
で
名

を

揚

げ

た

角

倉

了

以(

吉
田
光
好)

の
外
孫
に
堕
刼
記 

の
著
者
吉
田
光
由
を
出
し
た
事
に
比
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

初

代

算

哲

春
海
の
父
初
代
算
哲
は
安
井
忠
右
衞
門
宗
順
の
第
二
子
で
天

正

十

八

年(

ニ
ニ
五〇

年)

に
生
れ
、
幼
名
を
六
藏
、
後
次
吉
と
い
っ
た
。 

幼
に
し
て
圍
碁
を
能
く
し
た
の
で
、

十
一
歲
の
時
榊
原
式
部
大
輔
の
推
薦
に
よ
り
、
德
川
家
康
に
謁
し
、

三
十
石
十
二
人
扶
持
を
給
與
せ 

ら
れ
、
常
に
駿
府
に
在
勤
し
た
。

十
九
歲

の
時
剃
髮
し
て
算
哲
と
號
し
、
年
ぶ
御
城
碁
を
勤
め
た
。

慶
長
十

九

年
(

ニ
ニ
七
四
年)

大
阪
の
役
に
安
井
道
頓
の
一
族
は
西
軍
に
屬

し
て
ゐ
た
が
、
算
哲
は
家
康
に
從
ひ'

父
宗
順
、
叔
父
定 

吉
(

九
兵
衞)

を
東
軍
の
案
內
者
に
推
擧
し
た
の
で
、
宗
順
、
宀
疋
吉
は
大
津
八
町
に
て
家
康
に
謁
見
し
、
朱
印
狀
を
受
け
た
。

こ
の
朱
印 

の
事
は
大
日
本
史
料
第
十
二
編
卷
十
五
第
七
三
一
頁
に
記
さ
れ
て
居
り
、

近
頃
ま
で
漩
川
家
に
傳
へ
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
。 

後
算
哲
は
京
都
に
居
を
構
へ
、
年
々
三
月
に
東
上
し
、
四
月
朔
日
登
城
、
十
二
月
ま
で
江
戶
に
在
勤
し
た
。
寬
永
十
六.
年
(

二
三
七
九
年) 

隘
川
家
・
，.
關
す
る
史
料(

神
田)
 

九
七
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科
學
史W

究 

第
一
號 

- 

九
八 

閏

十
-

月
三
日
春
海
は
京
都
に
生
れ
た
。
春
海
十
二
歲

の
時
算
哲
は
始
め
て
春
海
を
江
戶
に
伴
っ
た
。
春
海
十
三
歲

の
時
算
哲
隱
居
し
、
 

春
海
尙
幼
年
な
る
を
以
て.
、
門
人
山
城
の
人
算
知
之
を
嗣
い
だ
と
坐
隱
談
叢
に
は
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
算
哲
は
翌
慶
安
五
年(

二
三
一
二
年) 

五
月
九
日
六
十
三
歲
を
以
て
京
都
に
歿
し
、
京
都
の
寂
光
寺
に
葬
ら
れ
た
。

僦

川

春

海

春
海
の
事
蹟
に
關
し
て
は
春
海
君
年
譜
、
春
海
先
生
實
記
の
兩
書
が
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
ゐ
る
。
年
譜
は
自
叙
で
あ
り
、
原
本
が
漩
川 

家
に
傳
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
實
記
は
漩
川
家
四
代
の
天
文
方
敬
也(

春
水
子)

に
よ
っ
て
記
さ
れ
、

日
本
敎
育
資
料
に
全
文
が
揭
げ
ら
れ
て 

ゐ
る
が
、

そ
の
一
寫
本
は
帝
國
圖
書
館
に
あ
る
。
秦
山
集
、
新
蘆
面
命
等
も
春
海
に
つ
い
て
の
重
要
な
史
料
で
あ
る
。 

西
內
雅

氏

に

よ

っ
て

昨
昭
和
十
五
年
「
灘
川
春
海
の
硏
究
」

が
出
版
さ
れ
、

春
海
に
つ
い
て
種
々
の
方
面
か
ら
硏
究
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
 

帝
國
學
士
院
和
算
圖
書
室
に
遠
藤
利
貞
氏
手
稿
「
漩
川
春
海
」

二
册
が
あ
る
。
半
紙
九
十
餘
枚
の
も
の
で
そ
の
大
部
分
は
春
海P

傳
記
で
、
 

年
を
追
う
て
記
し
て
あ
り
、
諸
種
の
史
料
が
よ
く
集
め
ら
れ
て
ゐ
る
樣
で
あ
る
。
但
し
引
用
文
獻
が
全
く
記
さ
れ
て
ゐ
な
い
事
は
遺
憾
で 

お
る
。

そ
の奧

!
!

に

「
大
正
二
年
七
月
、
赤
坂
中
之
町
の
居
寓
に
於
て
淨
書
す
、
春
峰
遠
藤
利
貞
識
、
起
稿
明
治
三
十
八
年
六
月
」
と

記. 

さ
れ
て
ゐ
る
。

そ
の
大
部
分
は
帝
國
學
士
院
に
て
和
算
史
調
査
の
傍
ら
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
、
諸
書
を
參
照
す
る
便
宜
が
あ
っ
た
事
と
思 

は
れ
る
。 

・  

,

先
祖
書
に
よ
れ
ば
春
海
の
著
書
と
し
て
日
本
長
曆
二
册
、

日
本
書
記
曆
考
一
册
、
書
詩
禮
曆
考
一
册
、
春
秋
述
曆
一
册
、
春
秋
杜
曆
考 

一
册
、
天
文
瓊
統
ハ
冊
、
貞
享
曆
書
七
冊
、
貞
享
曆
通
書
五
冊
、
天
文
分
野
之
圖
ー
軸
、
天
象
列
次
之
圖
ー
軸
、
天

球

儀

一
基
、
瓊
矛
拾
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遺
三
冊
が
記
さ
れ
て
居
り
、

こ
れ
は
家
傳
の
も
の
で
あ
る
。

尙
、
科

學

と

の

關

係
は

少

い
が

、
「
秦
山
谷
重
遠
先
生
都
翁
漩
川
春
海
先
生
神
代
溫
義
」
な
る
兩
先
生
の
問
答
が
昨
年
秋
高
知
縣
神
職 

會
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
天
文
記
事
も
僅
か
許
り
含
ま
れ
て
ゐ
る
。

碁

家

安

井

家
 

・

安
井
家
は
本
因
坊
、
井
上
、
林
家
と
共
に
碁
院
四
家
と
し
て
德
川
時
代
に
代
々
碁
を
業
と
し
た
家
柄
で
あ
る
が
、
算
哲
を
第
亠
世
と
し
、
 

養

子

算

知

は

延

寶

四

年(

二
三
三
六
年)

算
哲
の
季
子
知
哲
に
家
を
讓
リ
、

以
後
嗣
子
な
き
場
合
に
は
門
人
の
中
よ
り
養
子
を
選
び
、
第 

十
世
算
英
に
至
っ
た
。

一
世
、

二
世
、

三
世
は
京
都
仁
壬
門
通
の
寂
光
寺
に
葬
り
、
第
四
世
以
降
東
京
深
川
の
淨
心
寺
に
葬
っ
た
。
嘉
永 

五
年
九
世
算
知
は
淨
心
寺
に
裨
を
建
て
、
先
祖
の
事
蹟
を
詳
記
し
た
。 

•

算
英
は
明
治
年
間
に
於
け
る
著
を
な
る
碁
家
で
、

明
治
三
十
六
年
」
月
二
十
七
日
下
谷
區
酉
町
の
自
邸
に
て
門
人
と
對
局
中
、
腦
溢
血 

の
た
め
死
去
し
た
。
享
年
五
十
七
、
法
名
眞
解
院
英
脫
信
士
、
嗣
子
唱
三
は
靜
岡
縣
沼
津
の
碁
家
中
村
正
平
の
第
二
子
で
あ
る
が
、
碁
を 

よ
く
せ
ず
、

こ
ゝ
に
碁
家
と
し
て
の
安
井
家
が
絶
え
た
。

こ
の
項
の
記
事
は
大
體
昭
和
七
、

ハ
年
平
凡
社
發
行
葩
理
坐
隱
談
叢
に
よ
っ
た
。

漩

川

家

の

墓

地

漩
川
春
海
以
降
累
代
の
墓
は
東
京
品
川
の
東
海
寺
墓
地
に
あ
る
。

昭
和
十
五
年
十
月
二
十
日
平
山
淸
次
氏
、
荒
木
俊
馬
氏
と
共
に
參
詣 

し
、
墓
石
並
に
東
海
寺
の
過
去
帳
、
墓
籍
簿
を
調
査
す
る
機
會
を
得
た
の
で
次
に
記
し
て
置
く
。

隘
川
家
に
關
す
る
史
料(

神
田)
 

九
九
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科
學
史
硏
究 

第

一
號

東 

海 

道 

線

ヨ

七
十
三

8

正
陽

北

圖第

七
十
四

an ヲ

圖

11
佑
賢

4

敬
也

9

景
佑

10
敬
直

〇 〇 〇^1 〇 □
ホ へ ト ') ノレ

6 1 2
光 春 :th

洪 昇

第
2

ハn
u
 
n
u
 

-- 
3

敬
尹

7

正
淸
イ
ロ

 e

□

ロ
12
敬
典

一
 0
0
 

省
線
電
車
大
井
驛
と
五
反
田
驛
と
の
間
の 

乘
合
自
動
車
に
て
、
品
川
小
學
校
前
に
下
車 

す
れ
ば
東
海
禪
寺
が
あ
る
。
昔
の
東
海
寺
は 

こ
の
邊
か
な
り
廣
い
區
域
を
占
め
て
ゐ
た
も 

の
で
あ
る
が
、

明
治
維
新
に
際
し
廢
さ
れ
た 

も
の
が
多
く
、
玄

性

院

と

稱

し

た

「
寺
院
が 

現
在
東
海
寺
と
し
て
殘
っ
て
ゐ
る
由
で
ち
る
。 

大
井
驛
よ
り
乘
合
自
動
車
に
て
次
の
停
昭
場 

三
共
前
に
下
車
し
、
東
海
道
鐵
道
線
路
に
沿 

う
て
北
す
れ
ば
東
海
寺
墓
地
に
至
る
。

そ
の 

地
點
は
東
海
道
鐵
道
綠
路
と
山
手
線
鐵
道
線 

路
と
に
挾
れ
た
三
角
形
の
場
所
に
當
り
、
漩 

川
家
の
墓
地
は
山
手
線
の
鐵
道
に
接
し
た
部 

分
に
あ
る
。
同
じ
墓
地
內
に
は
賀
茂
眞
淵
の 

慕
、•

澤
庵
和
尙

の
墓
の
如
き
世
に
知
ら
れ
て 

ゐ
る
も
の
も
あ
る
。

墓
籍
簿
に
よ
れ
げ
漩
川
家
墓
地
は
北
品
川
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二
八
九
番
地
に
あ
り
、

七
十
三
番
イ
—

へ
、

七
十
四
番
イ
—

ル
(

「
ヌ
」
を
除V
)

の
十
六
基' 

次
の
二
十
九
氏
の
靈
が
葬
ら
れ
て
ゐ
る
。 

但
し
墓
地
に
つ
き
て
、
實
地
に
調
査
せ
る
處
で
は
七
十
四
番
の
中
「
チ
」

も
他
家
の
も
の
で
、
漩
川
家
の
も
の
は
十
五
基
と
認
む
べ
き
で 

あ
り
、
文
化
年
中
歿
し
た
宗
影
童
女
及
び
宗
音
童
女
の
墓
石
が
見
當
ら
な
い
。

次
の
表
は
墓
籍
簿
に
よ
っ
て
戒
名
及
び
死
歿
の
年
月
日
を
示
し
、
墓
地
に
つ
き
て
實
地
に
調
査
し
、
墓
石
の
番
號
を
記
し
、
俗
名
並
に 

享
年
の
判
っ
て
ゐ
る
も
の
は
之
を
記
入
し
た
の
で
あ
る
。

石
裨
の
記
載
と
墓
籍
簿
と
異
っ
て
ゐ
る
場
合
に
は
石
碑
の
方
に
よ
り
：
墓
籍
簿

の
を
註
記
し
た
。

濫
川
家
に
關
す
る
史
料(

神
田)

ー
〇

ー

墓

石

典

泡

童

女

天 
明

安 
永

同 明 
和

寶
曆

寬
延

同 同 正
徳

元 
年

四

七 
月

廿 
七

A 
年

1

月 

世

七 
年 

商

七

頁

¥
两 

g
A 
月

廿

十 
月

1®
日 日 日 日 日 日 日 日

七
四

右

七 
四 
ホ

生 主

ホ

主 七
四

七 
四

七 
四
V

光 圖 則 六 圖 右 圖

•洪
書 休 藏 書 門 書

光 後 則 敬 敬 昔

妻 洪 妻 休 也 尹 尹

四
九 函

四 
〇

三 七
七

—:

享

年

年

歿

戒

名

日

俗 

名
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科
學
史
硏
究 

第
一
號

ー
ニ
、
凉
岳
院
松
月
紹
山
居
士

一
三
、
 

梅
嶺
院
了
無
妙
心
大
姉

一
四
、

一
五
、

一
六
、

一
七
、

一
八
、

ー
九
、

ー
〇
、
 

二

、

三

、
如 

幻 

童 

子 

圓
林
院
唯
說
妙

宣

大

姉 

宗 

影 

童 

女 

輪
性
院
轉
室
妙
貞
大
姉 

宗 

音 

童 

女 

晋
應
院
靈
燈
妙
光
禪
定
尼 

一
哉
院
柏
翁
宗
快
百
上 

智
光
院
崔
室
妙
鏡
大
姉 

久

昌

院

廖

妙

永

大

姉

同

十

一

年 

同

十

三

年 

文
化

同同同同文
政

同

(

四
年
(

五
年 

ブ
年

二
年

四
年 

同

十

二

年 

弘
化

元
年

ー
〇
二

二
四
五
九)

六
月
十
二 

ニ
四
六
一)

一
月
十
七 

二
四
六
七)

七
月
十
九 

ハ

月

五 

(

二
四
六
八.
)

十

月

四
 

(

二
四
七
二)

四
月
廿
三 

十

月

七
 

六
月
一

(

一
四
七
九) 

一
四
八
一-

一
四
ハ
九2

一
五
〇
四)

九

月

ハ

六
月
十
四 

七
月
十
六

日日日日日日日日日日日

七
四
イ
右 

七
三
ハ
左 

七
四
ト
左 

七
四□

右
橫

主 正

水 陽

正妻

淸 か

五
七

七
四
ル
左

景

前

妻

七
四
ハ

七
三
ハ
右 

七
四
イ
左 

七
四
ロ
右

富

五

郞

正
 

d

・
淸

妻
 

敬 

直

陽か妻

四
七

(

註)

！:
、
墓
壽
並
に
天
文
方
代
々
記
に
は
三
月
三
十□

歿
と
あ
る
。
享
年
は
先
祖
書
に
よ
る
。
林
鶴•

一
氏
「
和
算
硏
究
集
錄
」
ド
卷
四
頁
及
五
四
汛
頁

—I .

ヽ

禪

味

子

同 同 慶 
應

同 安 
政

嘉 
永

七 
年

五

九 
月

五

月 

廿 
五

元
年

云

元

十 
月

廿

四 
年

云

七

十 
月

十

至

元

-JLs

月

十

四 
年

五

七 
月

卄
五

日 日 日 日 日 日

七 
四

左

生

左

孫 

太 

郞 

敬 

典

敬 景 敬 膳 六

典 佑 典 司 藏

前 後 長 佑 敬

妻 妻 男 賢 直

--L.

€ 二 6 七
〇

四
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に
ほ
享
年
二
九
と
す
。

五
、
天
文
方
代
々
記
に
は
ハ
月
二
十
四
日
歿
と
あ
る
。 

へ 

天
文
方
代
々
S3
に
は
一
月
二
十
九
口
歿
と
あ
る
。

ー
ニ
、
墓
籍
簿
に
は
六
月
十
三
日
歿
、
天
丈
方
代
・
記
に
は
六
月
十
五H

歿
と
お
る
。

ニ
ニ
及
び
二
〇
、
墓
石
面
の
戒
名
は
削
ら
れ
て
ゐ
る
。

一㈣

、
墓
籍
簿
に
は
七
月
二
十
九
日
歿
と
あ
る
。 

・

一
九
、
墓
籍
簿
に
は
善
應
院
雲
妙
光
禪
定
尼
と
あ
る
。
 

ー
ニ
、
墓
籍
簿
に
は
七
月
十
八
日
歿
と
あ
る
。

二
三
、
 

靈
照
院
の
死
歿
年
月
日
は
墓
石
、
墓
籍
簿
共
に
記
さ
れ
て
居
な
い
が
、
こ
れ
は
景
佝
の
長
男
六
藏
敬
直
で
お0

、
死
歿
年
月
日
を
補
っ
た
も
の 

で
ち
る
。
敬
直
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
。

二
四
、
 

墓
籍
簿
に
は
大
機
院
仁
翁
滄
洲
居
士
と
あ
る
。

二
五
、
 

墓
籍
簿
に
は
十
月
十
六
日
歿
と
あ
る
。

墓
石
は
何
れ
も
高
さ
一
米
位
の
さ
ゝ
や
か
な
も
の
で
、
漩
川
家
の
も
の
に
は
す
べ
て
直
徑
約
六»

の
丸
に
五
葉
の
唐
花
の
紋
が
刻
ま
れ 

て
ゐ
る
。
東
側
の
六
基
に
對
し
て
七
十
三
番
イ
、

口
、

ハ
ヽ
ー
ー
、

ホ
ヽ
へ
の
番
號
が
つ
け
ら
れ
て
居
り
、

西
側
七
十
四
番
の
墓
地
に
は
十 

一
基
の
墓
石
が
あ
る
が
、
其
內
イ
、

口
、

ハ
ヽ
ー
ー
、

ホ
ヽ
へ
、

ト
、

リ
、

ル
の
九
基
が
漩
川
家
の
も
の
で
あ
る
。

七
十
四
番
イ
、

コ
、

ハ
、
 

ー
ー
の
四
基
は
東
向
、
其
他
は
す
べ
て
南
向
で
あ
る
。

七
十
四
番
イ
、

ハ
の
二
基
は
一
番
山
手
線
鐵
道
に
近
い
場
所
、
實
は
山
手
線
に
並
ん 

で
設
け
ら
れ
て
ゐ
る
鶴
見
線
貨
物
專
用
鐵
道
に
接
し
た
所
に
あ
る
。
春
海
の
墓
石
は
七
十
四
番
へ
で
鐵
道
か
ら
餘
り
遠
く
な
い
所
に
あ
る
。 

そ

の

後

方

に

は

「
贈
從
四
位
、
漩
川
助
左
衞
門
源
春
海
、
明
治
四
十
年
十
一
月
十
五
日
爲
贈
位
修
理
之
」
と
刻
ま
れ
た
石
碑
が
置
い
て
あ 

る
。
漩
川
家
に
現
存
す
る
書
類
に
よ
っ
て
東
海
寺
の
過
去
帳
又
は
墓
石
に
見
え
な
い
戒
名
並
に
命
日
を
補
へ
ば
次
の
樣
で
あ
る
。 

能
川
家
に
關
す
る
史
料(

神
田)
 

一
〇
三
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科
學
史
硏
究 

第
一
號

戒 

名

正
哲
院
宗
信
紹
元
居
士 

廣
德
院
植
爾
阿
員
大
姉 

性
善
院
肅
譽
員
全
大
姉 

齊
辰
院
臺
譽
瑶
玉.±

姉 

興
仁
院
正
節
禮
敬
大
姉 

履
信
院
止
善
貞
功
大
姉 

理
境
院
妙
淳
日
正
大
姉 

泰
壽
院
妙
久
日
景
信
尼 

正
受
院
妙
本
日
光
大
姉

歿 

年 

月 

日

，
 

承

應

元

年
(

二
三
一
ニ)

五
月
九
・
日 

寬

文

四

年
(

二
三
二
四)

五

月

九

日
 

同

十

一

年
(

二
三
三
一)

十

月

一

日
 

正

德

五

年
(

二
三
七
五)

十

月

六

日

延
享 

三 

年
(

二
四
〇
六)

六
月
二
十
八
日 

I
元

年
(

二
四
一 

ー.)

二
月
二
十
八
日 

寬
延 

元 

年
(

二
四
〇
ハ)

九
月
二
十
九
日

こ
の
中
最
初
の
三
者
は
京
都
に
葬
ら
れ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

ー
〇
四

初
代
安
井
竹
虫
II 

同 

妻 

春

・

海

前

妻
 

同 

後

.

妻 

昔 

尹 

妻 

敬

尹

前

妻
 

同

後

*■ 

敬則

天

文

方

代

々

記

漩
川
一
家
の
內
春
海
に
次
い
で
天
文
學
上
に
多
く
の
業
蹟
を
殘
し
た
の
は
景
佑
で
あ
る
。
景
佑
の
死
歿
の
年
月
日
に
つ
い
て
は
、
大
谷 

亮

吉

氏

の

「
伊
能
忠
敬
」

第
七
四
二
頁
に
は
安
政
三
年
六
月
二
十
日
七
拾
歲
を
以
て
病
歿
せ
り
と
し
、

死
歿
の
年
月
日
は
品
川
東
海
寺
の
過
去
帳
に
よ
り
年
齡
は
生
年
よ
り
推
算
せ
り
、
然
る
に
天
文
方
代?

記
に
は
景
佑
は
安
政
四
年
三
月
隱
居
し
、
同 

五
月
名
を
圖
書
と
改
め
た
る
こ
と
を
載
せ
た
り
、
こ
れ
或
は
都
合
上
需
に
對
し
て
喪
を
祕
し
居
り
た
る
に
よ
る
べ
き
か
、
猜
後
考
を
待
つ
。 

と
註
記
さ
れ
て
ゐ
る
。

過
去
帳
、
墓
石
並
に
漩
川
家
書
類
に
よ
っ
て
安
政
三
年
六
月
ニ
ー
日
景
佑
病
歿
の
事
は
確
か
と
思
は
れ
る
の
で
、
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天
文
方
代
・
記
の
安
政
四
年
は
三
年
の
誤
で
な
い
か
と
思
は
れ
る
。

天
文
方
代
々
記
は
山

路

家

に

傳

へ
ら
れ
た
寫
本
を
山
路
一
郞
彰
善
の 

子

彌

吉

氏(

愛

山)

よ
り
遠
藤
利
貞
氏
が
借
用
筆
寫
,3

れ
た
も
の
が
帝
國
學

士
院
和
算
圖
書
室
に
あ
る
。

そ
の
寫
本
の
內
容
は
往
々
誤
脫 

が
あ
る
樣
で
あ
り
、

表
紙
に
は
安
政
六
年
十
月
調
と
あ
る
が
、
景
佑
、
佑
賢
共

に

死

歿Q

記
事
が
記
さ
れ
て
ゐ
な
い
。

こ
の
天
文
方
代
々
記
は
別
本
に
よ
っ
て
校
訂
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
は
れ
る
が
、

山
路
家
に
尙
原
本
が
傳
へ
ら
れ
て
ゐ
る
や
否
や
、

又 

先
年
某
古
書
展
卽
賣
目
錄
に
吳
秀
三
氏
舊
藏
書
が
見
え
て
ゐ
た
が
現
在
そ
の
所
在
を
知
ら
な
い
。

瀝
川
家
系
譜
、
先

祖

書

，

帝
國
學
士
院
和
算
圖
書
室

に

「
系
譜
」
「
先
祖
書
」
と
題
す
る
寫
本
が
曲
る
。
何
れ
も
漩
川
家
の
も
の
で
、
大
正
五
年
海
野
美
盛
氏
保
管 

瀧
川
民
子
氏
藏
書
よ
り
三
上
義
夫
氏
の
影
寫
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
で
、
刊
行
さ
れ
た
目
錄
で
は
第
五
門

「
シ
」

の
部
に
あ
る
。
內
容
は
兩 

方
大
部
分
共
通
の
點
も
あ
る
が
、

多
少
相
違
し
て
ゐ
る
處
も
あ
る
。
「
系
譜
」

に
は

「
寬
政
十
一
未
年
十
二
月
漩
川
富
五
郞
」
と
の
奧
書
が 

あ
り
、
「
先
祖
書

」
は
弘
化
二
年

十

月

の

記

事

に

終

っ
て

居
り
、
漩
川
助
左
衞
門
と
署
名
さ
れ
て
ゐ
る
。

次
の
項
で
述
べ
る
森
潤
三
郞
氏 

著

「
紅
葉
山
文
庫
と
書
物
奉
行
」

に
よ
れ
ば
、
狩
野
亨
吉
氏
、

大
槻
如
電
氏
の
舊
藏
書

で

あ

る

「
漩
川
家
先
祖
書
」

が
帝
大
史
料
編
纂
所 

に
も
存
在
す
る
由
で
そ
の
一
部
が
引
用
さ
れ
て
ゐ
る
。

大
體
同
文
で
あ
る
が
そ
の
卷
末
に
は
弘
化
三
午
年
ハ
月
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
前
記 

天
文
方
代
々
記
は
こ
の
兩
書
と
ほ
ヾ
同
じ
資
料
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
思
は
れ
る
か
ら
、
校
訂
上
役
立
つ
點
が
あ
る
。

淡

川

敬

直

渡
川
家
に
關
す

る

史

料(

神
田) 

一
〇
五
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一
〇
六 

敬
直
は
景
佑
の
長
男
で

天
保
二
年(

二
四
九
一
年)

天
文
方
見
習
と
な
り
、

天

保

十

三

年(

二
五〇

二
年)

御
書
物
奉
行
と
な
っ
た
が
、
 

弘

化

二

年(

二
五
〇
五
年)

十
月
故
あ
っ
て
豐
後
臼
杵
侯
稻
葉
富
太
郞
へ
御
預
け
と
な
り
、

六

年

の

後

嘉

永

四

年(

ニ
五
一 

一
年)

四
十 

一
歲
を
以
て
臼
杵
に
客
死
し
た
。
敬
直
の
墓
は
現
在
大
分
縣
臼
杵
町
の
多
福
寺
に
あ
り
、
東
海
寺
の
も
の
は
遺
髮
を
葬
っ
た
の
で
あ
る
と 

の
事
で
あ
る
。

多

福

寺

の

墓

石
は

正

面

に

「
渡
川
六
藏
之
墓
」
側
面
に
行
年
三
十
七
歲
と
刻
ま
れ
て
ゐ
る
由
で
あ
り
、
實
際
の
歿
年
は
三 

十
七
歲
で
四
十
一
歲
は
官
年
で
あ
っ
た
か
と
思
は
れ
る
。

敬
直
の
事
に
つ
い
て
は
次
の
諸
書
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
何
れ
も
近
年
發
行
の
も
の
で
あ
る
。 

英

文

鑑

四

冊(

昭
和
二
年
發
行)

、
第
四
冊
の
終
に
大
槻
如
電
氏
筆
の
略
傳
が
添
へ
て
あ
る
。

大
分
縣
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
調
査
報
吿
書

第

七

輯(

昭
和
四
年
發
行
、
久
多
羅
木
儀
一
郞
氏
筆)

紅

葉

山

文

庫

と

書

物

奉

行(

昭
和
八
年
發
行
、
森
潤
三
郞
氏
著)

こ
の
書
物
に
は
敬
直
の
事
の
他
、
継
川
家
に
關
す
る
事
も
多
少
記
さ 

れ
て
ゐ
る
。

臼

杵

史

談

第

十

四

號(

昭
和
九
年
十
二
月
號
、

久
多
羅
木
儀
一
郞
氏)

淀

川

敬

典

最
後
の
天
文
方
漩
川
敬
典
に
關
し
て
は
東
京
天
文
臺
の
書
類
中
に
次
の
二
つ
の
史
料
を
得
た
。

一
は

「
拜
命
之
記
」

と
題
す
る
明
治
四 

年
(

二
五
三
一
年)

星

學

局

の

臺

で

、
內
田
觀
、

小
林
義
淀
、
漩
川
敬
典
「
皆
川
龜
年
、
伊
藤
信
興
、
福
田
泉
、

日
和
佐
壹
信
、
古
山 

利
貞
、
稻
川
重
信
の
九
氏
の
學
歷
を
記
し
た
も
の
で
、
敬
典
に
つ
い
て
は
次
の
如
く
記.
さ
れ
て
ゐ
る
。
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明
治
二
年
己
巳
十
一
月
七
日
從
靜
岡
藩
被
任
大
學
准
大
得
業
生
官
祿
三
拾
七
石
五
斗
下
賜
、
同

三

年

庚

午

'A
月
三
日
大
學
准
大
得
業
生 

免
職
、
卽
刻
大
學
出
仕
天
文
曆
迄
御
用
掛
被
仰
付
、
但
等
級
准
十
三
等
之
旨
被
仰
渡
、

同
年
ハ
月
廿
五
日
星
學
御
用
掛
と
御
唱
替
相
成
、
 

同
日
星
學
局
取
締
被
仰
付
、
同
年
閏
十
月
二
十
日
大
得
業
生
准
席
と
可
相
心
得
旨
被
仰
渡
、
當
未
年
迄
都
合
三
箇
年
奉
職
仕
候 

一
、
數
學
曆
學
幼
年
よ
り
修
行
仕
候

ー
、
舊
幕
之
節
安
政
五
年
戊
午
三
月
四
日
家
督
後
天
文
方
拾
一
ケ
年
相
勤
申
候

と
あ
る
。
第
二
の
史
料
は
東
京
天
文
臺
の
明
治
二
十
一
年
以
降
雜
書
と
題
す
る
庶
務
書
類
綴
の
中
に
敬
典
の
明
治
二
十
一
年
迄
の
略
歷
を 

記
し
た
も
の
と
明
治
二
十
四
年
九
月
に
於
け
る
戶
籍
騰
本
の
寫
し
と
が
あ
る
。
略

歷

の

最

初

に

は

「
東
京
府
士
族
靜
岡
藩
舊
稱
孫
太
郞
天 

保
九
年
戊
戌
十
月
二
十
八
日
東
京
小
石
川
三
百
坂
に
於
て
生
る
」

と
あ
り
、
略
歷
の
一
部
を
抄
出
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。 

明
治
四
年
七
月
二
十
九
日
任
文
部
權
少
助
敎
、

七
年
二
月
四
日
天
文
局
廢
止
候
事
、
編
書
課
勤
務
、

製
曆
專
務
の
事
、

七
年
八
月
圖
書 

局
勤
務
、

地
理
局
兼
務
の
事
、
明
治
二
十
一
年
ハ
月
三
十
一
日
任
理
科
大
學
書
記
、
天
文
臺
勤
務
、
同
年
九
月
二
十
四
日
非
職
を
命
ず
。 

明
治
二
十
一
年
以
後
は
官
に
つ
く
事
も
な
く
、

明
治
三
十
七
年
六
月
本
鄕
區
蓬
萊
町
に
於
て
死
去
し
た
。

小
石
川
三
百
坂
下
の
明
時
館

次
に
漩
川
敬
典
出
生
の
地
小
石
川
三
百
坂
に
つ
い
て
一
言
す
る
。
天
文
月
報
第
七
卷
第
十
二
號
の
和
田
雄
治
氏
の
「
江
戶
の
天
文
臺
」 

同
誌
第
九
卷
第
十
一
號
の
大
谷
亮
吉
の
「
舊
幕
時
代
の
天
文
臺
の
位
置
」

の
兩
篇
共
に
小
石
川
三
百
坂
の
天
文
臺
な
る
も
の
は
記
さ
れ
て 

ゐ
な
い
。
大
谷
氏
に
よ
れ
ば
享
保
六
年
か
ら
天
保
年
間
ま
で
ffi
川
家
の
天
文
臺
は
今
日
の
京
橋
區
築
地
二
丁
冃
の
一
部
に
あ
っ
た
樣
に
記 

遞
川
家
に
關
す
る
史
料(

神
田)
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一
〇
七

107



科
學
史
硏
究 

第
一
號 

-
0
A
 

さ

れ

て

ゐ

る(

こ
れ
は
餘
談
で
は
あ
る
が
先
年
昭
和
十
一
年
に
築
地
小
劇
場
で
「
洋
學
年
代
記
」

な
る
題
の
下
に
シ
ー
ボ
ル
ト
の
問
題
に 

關
聯
し
て
幕
末
の
天
文
臺
の
模
樣
が
演
出
さ
れ
た
が
、

そ
の
築
地
小
劇
場
の
位
置
は
、

大
谷
氏
の
地
圖
に
よ
れ
ば
疋
し
く
昔
の

fii£
川
家
天 

文
臺
の
跡
の
土
地
で
あ
る
と
思
は
れ
る
の
は
誠
に
奇
し
き
因
緣
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る)

。
然
る
に
&■
川

景
佑
編
の
「<

食
實
測
記
」
は
文
政 

二

年
(

二
四
七
九
年)

か

ら

十

三

年(

二
四
九
〇
年)

に
亙
る
日
月
食
の
觀
測
記
錄
で
あ
る
が
、

景
佑
の
觀
測
は
す
べ
て
小
石
川
三
百
坂 

下
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
且
つ
書
物
の
處
々
に
明
時
館
と
記
さ
れ
て
居
り
、

又
明
時
館
主
人
誌
の
附
言
が
あ
る
。

別

に

「
明
時
館
叢
書
」
と
い
ふ
景
佑
編
纂
の
書
物
も
傳
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
他
の
史
料
に
よ
れ
ば
明
時
館
は
歷
代
漩
別
家
の
塾
名
で
あ
っ 

た
と
思
は
れ
る
。
尙

「
靈
憲
候
簿
」

二

〇

二

卷(

內
閣

文

庫

現

藏)

は

天

保

九

年(

二
四
九
ハ
年)

か

ら

安

政

元

年(

二
五
一
四
年)

迄 

十
六
年
間
の
漩
川
家
の
天
文
氣
象
の
觀
測
記
錄
で
あ
る
が
、

そ
の
一
部
は
小
石
川
三
百
坂
、

他
は
九
段
坂
に
於
け
る
記
錄
で
あ
る
。
天
文 

方
代
々
記
に
よ
れ
ば
天
保
十
二
辛
丑
年
十
一
月
二
日
飯
田
町
九
段
坂
漩
江
長
伯
御
領
地
之
內
測
量
御
用
拜
借
地
に
可
被
付
云
・
と
あ
り
、
 

同
十
三
年
六
月
五
日
飯
田
町
九
段
坂
測
量
調
御
用
所
並
御
役
宅
共
御
引
渡
相
成
云
々
と
あ
り
、
靈
憲
候
簿
は
天
保
十
三
年
三
月
六
日
か
ら 

六
月
十
二
日
迄
觀
測
が
中
斷
し
て
ゐ
る
の
は
小
石
川
か
ら
九
段
へ
移
轉
の
た
め
で
あ
る
。
尤
も
景
佑
は
天
保
十
三
年
三
月
か
ら
七
月
ま
で 

改
曆
の
た
め
上
京
し
て
不
在
で
あ
る
。
小
石
川
三
百
坂
は
傳
通
院
前
よ
り
北
方
久
堅
町
の
方
へ.
下
る
坂
で
、
漩
川
家
は
現
在
の
久
堅
町
附 

近
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。

漩

川

家

遺

族

本
鄕
區
駒
込
蓬
萊
町
浩
妙
寺
內
瀧
川
た
み
氏
は
現
在
漩
川
姓
を
名
乘
る
唯
一
の
遺
族
で
、
慶
應
二
年
九
段
坂
上
に
生
れ
、
實
母
と
し
氏
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Q

(

敬

典
氏
前
妻)

は
明
治
七
年
三
十
二
歲

に
て
死
歿'

た
み
氏
に
は
二
男
あ
り
、

長
男
喜
太
郞
氏
は
大
正
十
四
年
東
京
帝
大
理
學
部
植
物 

學
科
在
學
中
二
十
五
歲

に
て
病
歿
、
・
次
男
淺
野
浩
氏
は
三
十
ハ
歲
に
て
同
所
に
居
住
し
、
浩
氏
に
は
更
に
二
男
二
女
が
あ
る
。

又
た
み
氏 

の

實

妹

こ

と

氏(

明
治
四
年
生)

は
故
東
京
美
術
學
校
敎
授
海
野
美
盛
氏
に
嫁
し
、
上
野
櫻
木
町
に
現

住

し
て

居
ら

れ

る

.0 

漩
川
家
に
は
系
圖
、
春
海
君
年
譜
、
其
他
春
海
自
筆
の
書
類
も
少
し
は
傳
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
其
中
年
譜
及
び
天
文
關
係
の
書
類
は
景
佑 

筆
の
明
時
館
叢
書
中
に
收
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
尙
歷
代
天
文
方
關
係
の
書
類
、
敬
直
自
筆
の
稿
本
英
文
鑑
、
敬

直

I--.I
杵
よ
り
の
書
翰
數
通
を 

集
め
た
卷
物
一
卷
、
贈
位
辭
令
等
も
殘
存
す
る
。

春
海
は
明
治
四
十
年
十
一
月
十
五
日
に
新
弁
白
石
、
主
円
木
昆
陽
、
杉
田
玄
白
、
關
孝
和
等
と
共
に
贈
位
の
恩
命
に
浴
し
、
從
四
位
を
贈 

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

漩
川
家
の
舊
藏
片

遠
藤
氏
增
修
日
本
數
學
史
第
六
七
九
頁
に
よ
れ
ば
「
明
治
元
年
山
路
漩
川
等
各
藏
す
る
所
の
數
學
書
數
百
卷
、
軍
艦
開
洋
丸
に
投
載
し
、
 

終
に
悉
く
北
海
に
沒
す
」

と
あ
る
。
然
る
に
傩
川
家
の
天
文
關
係
の
圖
書
は
明
治
二
十
年
代
迄
は
長
持
一
掉
に
保
管
さ
れ
て
ゐ
た
と
の
事 

で
あ
る
が
、
或
る
事
情
に
よ
り
一
部
は
東
京
天
文
臺
に
入
り
、

一
部
は
狩
野
亨
吉
氏
の
有
と
な
り
、

又
四
十
冊
許
り
は
帝
國
圖
書
館
に
寄 

贈
さ
れ
た
と
き
の
事
で
あ
る
。

又
こ
の
際
破
損
甚
し
き
書
物
は
棄
却
さ
れ
た
と
の
事
で
あ
る
。
狩
野
氏
に
渡
っ
た
も
の
の
大
部
分
は
後
東 

北
帝
國
大
學
の
開
設
に
際
し
同
圖
書
館
に
寄
贈
さ
れ
た
。
尙
宮
内
省
圖
書
寮
目
錄
に
よ
れ
ば
寬
政
曆
書
他
二
百
四
十
數
點
が®

川
家
か
ら 

圖
書
寮
に
收
め
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
の
樣
で
あ
る
。

滥
川
家
に
關
す
る
史
料(

神
田)
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ー
ー
〇 

更
渡
川
家
に
は
天
球
、
地
球
が
傳
へ
ら
れ
て
ゐ
た
け
れ
ど
も
、

大
正
大
震
災
の
折
某
所
に
て
燒
失
し
た
と
思
は
れ
る
由
で
あ
る
。

天
球 

は
張
子
に
て
恐
ら
く
谷
家
に
傳
へ
ら
れ
た
も
の
に
似
た
も
の
で
あ
り
、

地
球
は
黑
塗
に-C

朱
で
記
さ
れ
て
ゐ
た
と
の
事
で
あ
る
か
ら
、
東 

京
天
文
臺
に
傳
へ
ら
れ
る
天
球
、

地
球
と
似
た
も
の
で
あ
っ
た
か
と
思
は
れ
る
。
閒
く
所
に
よ
れ
ば
東
京
天
文
臺
の
も
の
も
亦
、
漩
川
家 

に
傳
へ
ら
れ
た
も
の
の
由
で
あ
る
が
、
前
者
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。

以
上
記
す
處
甚
だ
雜
駁
な
記
事
で
あ
る
が
、

今
後
灘
川
家
歷
代
天
文
方
の
事
蹟
を
硏
究
す
る
人
に
役
立
つ
點
が
あ
れ
ば
幸
で
あ
る
。

・
 

ニ
ー
六
〇 

ー
、

九
、

二

八)

〔
附

Ba
」

昭
和
十
六
年
六
月
一
ー
十
一
日
の
本
會
例
會
に
際
し
、
筆
者
は
「
足
利
時
代
明
應
年
間
のe

曜
曆
」
と
題
す
る
講
演
を
な
し
た
。
そ
の
內
容
は
ffi 

川
賽
海
以
來 

足
利
時
代
以
前
の
七
曜
曆
は
全
く
傳
っ
て
居
な
い
と
考
へ
ら
れ
て
る
た
の
忙
、
今
囘
愛
知
縣
西
尾
时
の
岩M

文
庫
に
阴
應
ー
ー
ー
、,
六
、
九
年 

ー
の
七
曜
曆
の
寫
本
が
存
在
す
る
事
を
知
っ
た
の
で
、
そ
の
欠
耍
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
本
誌
に
は
更
に
も
う
少
し
く
詳
緬
に
寫
本
の
內
容
を
調 

た
上
で
執
筆
す
る
豫
定
で
あ
っ
た
。
然
る
に
其
後
未
だ
詳
し
い
調
査
を
す
る
餘
裕
を
も
た
な
い
の
で
、
今
囘
は
右
論
文
の
代0

に
本
篇
を
起
稿
し
て
、
翳 

表
し
て
頂
く
事
と
し
お
。
明
應
年
間
の
七
曜
曆
に
關
し
て
は
後
日
機
會
を
得
て
本
誌
に
詳
し
く
紹
介
し
度
い
と
思
っ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
犬
耍
に
つ
い
て
は 

天
丈
月
報
第
三
十㈣

卷
第
十
一
號
に
執
筆
し
た
の
で
、
そ
れ
を
參
照
せ
ら
松
ん
事
を
希
望
す
る
。 

r

二
六
〇

一
、

一
ニ
、
七
〉
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物
理
學
的
科
學
に
關
す
る
渡
來
外
國
書

オ

ラ

ン

ダ

書

の

部

矢

島

、祐

利

・

緖 

言

本
邦
に
於
け
る
物
理
學
的
科
學
の
發
達
に
寄
與
し
た
外
國
の
書
物
に
つ
い
て
筆
者
が
調
査
し
た
も
の
の
う
ち
此
處
に
オ
ラ
ン
ダ
書
の
目 

錄
を
揭
げ
る
。
時
代
か
ら
い
へ
ば
明
治
維
新
以
前
の
も
の
卽
ち
江
戶
時
代
の
も
の
で
あ
る
。
其
の
時
代
に
外
國
か
ら
來
た
科
學
書
は
主
と 

し
て
オ
ラ
ン
ダ
書
で
あ
る
。

こ
れ
よ
り
後
に
な
る
と
ド
イ
ツ
、

フ
ラ
ン
ス
、

イ
ギ
リ
ス
、

ア
メ
リ
カ
等
の
も
の
が
入
っ
て
來
た
が
、

そ
れ 

ら
に
つ
い
て
は
他
日
纏
め
て
み
た
い
と
思
ふ
。
範
圍
は
物
理
學
を
主
と
し
天
文
學
、
物
化
學
を
も
含
め
る
。
數
學
は
入
れ
な
い
。
・
數
學
に 

つ
い
て
は
一
部
分
林
鶴
一
博
士
の
「
和
算
硏
究
集
錄
」
中
に
集
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
砲
術
、

築
城
、
航
海
等
に
關
す
る
も
の
も
物
理
學
的
科 

學
と
密
接
な
關
係
が
あ
る
け
れ
ど
も
、

今
は
省
略
し
て
お
く
。
字
典
の
類
で
此
の
方
面
に
利
用
さ
れ
た
も
の
一
ニ
は
入
れ
て
お
い
た
。

此 

處
に
擧
げ
る
も
の
の
ほ
か
に
も
渡
來
し
た
こ
と
の
知
れ
て
ゐ
る
も
の
若
干
が
あ
る
が
、

次
の
書
目
は
筆
者
が
直
接
實
物
に
つ
き
調
査
し
た 

も
め
の
み
で
あ
る
。
配
列
は
著
者
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
し
て
お
く
。
尤
も
飜
譯
の
場
合
に
は
原
著
者
よ
り
も
オ
ラ
ン
ダ
語
に
譯
し
た 

譯
者
の
名
で
知
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
も
あ
る
か
ら
、

そ
の
場
合
に
は
譯
者
の
名
も
見
出
し
に
表
は
し
、

番
號
の
次
に
・
印
を
附
け
て
お
い
た
。 

物
理
學
的
科
學
に
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す
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科
學
史
硏
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第
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號 

ニ
ニ 

卽
ち
・
印
の
あ
る
も
の
は
重
出
せ
る
も
の
で
あ
る
。
出
版
の
年
代
は
初
版
の
そ
れ
を
記
し
て
fe
き
た
く
思
ふ
け
れ
ど
も
、
初
版
本
を
見
て 

ゐ
な
く
て
分
ら
な
い
も
の
も
あ
る
か
ら
、
現
に
見
た
版
の
年
號
を
記
し
て
お
く
。

此
等
の
書
物
が
本
邦
人
の
著
述
と
如
何
な
る
關
係
が
あ 

る
か
は
書
目
の
範
圍
を
遙
か
に
超
え
た
硏
究
問
題
で
あ
っ
て
他
日
に
期
す
る
が
此
處
に
簡
單
な
解
題
を
つ
け
る
こ
と
に
し
た
。
尤
も
今
旅 

先
で
こ
れ
を
書
い
て
ゐ
る
の
で
手
許
に
資
料
を
持
っ
て
ゐ
な
い
か
ら
極
く
簡
單
な
も
の
に
止
め
て
お
く
。(

昭
和
十
六
年
八
月
東
京
に
於 

て
記
す)
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5
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.
i
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s
e
r
t
s

 

d
e
l
-  

Natuul-kunde,

 

2

 e
d
・

1
8
5
5

ゝ
 

Q
o
u
c
?

(
V

 

6
)  

v
a
n

 W
j
k

 
ゝ
 

J
,
"

 

A
w
e
n
l
e
e
l
l

 

W
e
t
e
n
s
c
h
a
p
p
e
l
i
j
k

 

ヨ
〇
〇
・1
目
&.0
<
4
"
9
£
1

5-一

ゝ18
4
3

•

(
Y

 l
)
*
v
p
e
y

 
ゝ
 

A
d
o
l
p
h
u
s
"

 

s
i
j
s

s-m
a
t
i
s
e
h

 H
a
n
d
b
o
e
K

 

d
e
r

 

s
c
h
e
i
k
u
l
l
d
e
-

 

9

 v
o
l
®
1
8
0
4
1
1
1

ゝ
 

A
l
l
l
s

s-l-dallL

賂 

解 

題

(
B
l
)

村
上
英
俊
は
ベ
ル
ツ
ェ
リ
ウ
ス
の
物
化
學
の
オ
ラ
ン
ダ
書
を
註
文
し
た
が
フ
ラ
ン
ス
譯
が
屆
い
た
の
で
佐
久
間
象
山
に
圖
っ
た
と
こ
ろ
、
新 

- 

た
に
オ
ラ
ン
ダ
書
を
註
文
し
て
も
來
る
ま
で
に
一
ニ
年
は
か
か
る
だ
ら
う
か
ら
奮
發
し
て
フ
ラ
ン
ス
語
を
習
ひ
讀
ん
で
は
ど
う
か
と
い
ふ
の 

で
そ
れ
よ
り
フ
ラ
ン
ス
語
を
勉
强
し
本
邦
に
於
け
る
フ
ラ
ン
ス
學
の
始
祖
と
な
っ
た
。
「舍
密
明
原
」(

寫
本
レ
は
其
の
抄
譯
で
あ
る
が
、
村 

上
が
初
め
讀
ま
う
と
し
た
の
は
此
の
書
で
あ
ら
う
。
著
者
は
有
名
な
物
化
學
者
で
あ
る
。

(
B
2
)

 

「格
致
問
答
」
と
題
し
て
飜
刻
さ
れ
て
ゐ
る
く
ぢ
ゐ
で
相
當
に
廣
く
讀
ま
れ
た
。
川
本
幸
民
の
「氣

海

霜

廣

義

」
の
原
本
で
あ
る
。 

(
B
3
)

こ
れ
も
「
理
學
訓
蒙
」
と
題
し
飜
刻
さ
れ
た
。
前
記
川
本
の
書
に
も
蓼
考
書
と
し
て
擧
げ
て
あ
る
が
、
ま
た
大
庭
雪
齋
の
「
民
間
格
致
問
答
」
 

は
此
の
書
の
飜
譯
で
あ
る
。 

・

(
B
4
)

こ
れ
は
藝
術
及
び
科
學
に
關
す
る
字
引
す
な
は
ち
百
科
全
書
で
あ
る
。
ボ
イ
ス
術
藝
全
書
、
ボ
イ
ス
韻
府
な
ど
と
呼
ば
れ
て
蘭
學
者
の
重
寶 

と
さ
れ
た
。
殊
に
電
氣
の
部
、
晴
雨
計
の
部
な
ど
が
利
用
さ
れ
一
部
分
譯
さ
れ
て
も
ゐ
る
。

6

1
)

有
名
な
シ
ョ
メ
ー
ル

百

擧

典

で

「
厚
生
新
編
」
は
こ
れ
を
譯
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
人
の
知
る
通
り
で
あ
る
。
此
處
に
擧
げ
た
の 

と
異
る
版
も
種
々
あ
る
。

(
D
1
)

醫
家
用
の
顯
微
鏡
の
本
で
あ
る
。

(
G
1
)

フ
ラ
ン
ス
の
本
か
ら
譯
し
た
も
の
で
あ
る
。
此
の
本
も
相
當
に
讀
ま
れ
た
。

(
G
2
)

右
に
同
じ
著
者
の
も
の
。

(
G
3 )

ド
イ
ツ
書
か
ら
の
飜
譯
。(

S
2
)

を
見
よ
。 

、
 

物
理
學
的
科
學
に
關
す
る
渡
來
外
國
書(

矢
鳥) 

二

五
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科
學
史
硏
究 

第
一
號 

•

二

六

(
H
1
)

こ
れ
は
寧
ろ
譯
者A

d
o
l
p
h
u
s

 Y
p
e
y

の
酱
で
よ
く
知
ら
れ
て
ゐ
る
。(

Y
1
)

を
見
よ
。

(
H
2
)

 

H
u
m
b
o
l
d
b

 

の 

K
o
s
m
o
s

 

の
譯
で
あ
る
。

(
H
3
)

 

同
じ
人
のA

n
s
i
c
h
b
e
n

 d
e
r

 N
a
C
u
r

の
譯
で
あ
る
。

(
I
I
)

ド
イ
ツ
書
か
ら
の
譯
。

「
理
學
入
門
」
と
題
し
飜
刻
が
あ
る(

筆
者
は
ま
だ
飜
刻
本
だ
け
し
か
見
て
ゐ
な
い)

。

廣
瀨
元
恭
の
「
理
學
提
要
」 

は
こ
れ
を
重
譯
し
た
も
の
で
あ
る
。
な

ほ

「學
鑽
」(

昭
和
十
五
年
九
月
號)

の
拙
稿
參
照
。

(
K
1
)

佐
久
間
象
山
が
黑
川
良
费
か
ら
此
の
物
化
曇
を
學
ん
で
ゐ
る
。

(
K
2
)

 

此
の
書
は
小
倉
金
之
助
博
士
の
御
注
意
に
よ
り
筆
者
も
見
る
こ
と
を
得
、
こ
れ
は
「
暦
象
新
書
」
の
原
本
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
同
じ
志 

筑
忠
雄
の
「
求
力
論
」
も
亦
此
の
書
の
飜
譯
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
得
た
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
別
に
詳
說
し
た
い
。

(
K
3
)

測
地
學
の
本
。

(
L
」)

ラ
ラ
ン
デ
天
文
志
と
し
て
有
名
な
も
の
で
あ
る
か
ら
多
言
を
要
し
な
い
。

(L
2)

 

有
名
な
リ
ー
ビ

”
ヒ
の
ド
イ
ツ
書
か
ら
の
飜
譯
で
あ
る
。

(L
3)

 

の
ち
に
記
す.
ソ
ム
マ
ー(

S
1
)

と
リ,

卜H
ウ
の
共
著
で
あ
る
が
第
一
卷
が
リ
”
ト
ロ
ウ
で
あ
と
は
■/
ム
マ
ー
の
筆
で
あ
る
。

(
L
4

)

簡
單
な
物
理
學
敎
科
書
で
あ
る
。

(
M
l
)

マ
ル
チ
ネ
”
ト
の
「格
致
問
答
」
な
ど
と
し
て
知
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で
か
な
り
廣
く
讀
ま
れ
た
。
「科
學
」
昭
和
十
六
年
三
月
號
の
拙
稿
參
照
。

(
P
1
)

.
フ
ラ
ン
ス
語
か
ら
譯
し
て
物
化
學
書
。 

・

(
P
2
)  

本
木
仁
太
夫
の
「
天
地
二
球
用
法
」
は
此
の
天
文
書
を
參
照
し
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
日
詳
說
す
る
積
り
で
あ
る
。

(
P
3 )

簡
單
な
物
理
學
敎
科
書
で
あ
る
。

(
R
I
)

 

有
名
なh  X

 

t
i 1

の
物
化
學
書
の
飜
譯
で
・
あ
る
。n

スコ

1

の
も
の
は
か
な0

S0
ま
れ
た
。
も
う
少
し
あ
と
で
は
ド
イ
ツ
語
や
イ
ギ
リ
ス
語 

で
讀
ま
れ
て
ゐ
る
。
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<>

(
5
1
)

 

.
ソ
ム
マ
ー
の

「宇
宙
書
」
と
し
て
知
ら
れ
る
。
佐
久
間
象
山
が
愛
讀
し
た
と
い
ふ
。

(
5
2
)  

ド
イ
ツ
書D

i
e

 S
c
h
u
l
e

 

d
e
r

 C
h
e

二
」

i
e

の
飜
譯
で
あ
る
。

(
5
3
)

 

・
(S5)

此
の
人
の
表
は
だ
い
ぶ
來
て
ゐ
る
。

(
T
1

)

こ
れ
も
簡
單
な
敎
科
書
で
あ
る
。

(
V
1
T
(
V
5

) 

フ
ァ
ン•

デ
ン•

ブ
ル
ッ
ク
、
フ
ァ
ン•

デ
ル•

ブ
ル
グ
共
に
よ
く
讀
ま
れ
た
も
の
ら
し
い
。

(
V
6
)

こ
れ
は
理
科
辭
典
で
あ
る
。
・

(
Y
」)

こ
れ
は
宇
田
川
榕
庵
の
「舍
密
開
宗
」
の
原
本
で
あ
る
。
帆
足
萬
里
の
「
究
理
通
」
に
も
參
考
書
の
中
に
擧
げ
て
あ
る
。

物
理
學
的
科
學
に
關
す
る
渡
來
外
國
書(

矢
島)

二

七
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初
期
釜
石
製
鐵
史
硏
究
覺
書« 

-

三 

枝 

博

音

初
期
の
釜
石
製
鐵
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
は
『
日
本
鑛
業
誌
』(

网

黠
)

、
『
鑛
山
發
達
史
』(

暮

心
)

そ
の
他
數
種
の
書
に
見
え
て 

ゐ
る
が
、
特
に
硏
究
と
い
ふ
程
の
も
の
は
出
來
て
ゐ
な
い
や
う
に
考
へ
ら
れ
る
。

『
釜
右
鑛
山
株
式
會
社
事
業
槪
要
』(

翱
)

な
る
も
の 

が
あ
る
が
、

こ
れ
は
明
治
十
六
年
の
釜
石
鑛
山
官
業
廢
止
の
後
を
讓
り
受
け
て
田
中
長
兵
衞
が
鐵
製
鍊
を
開
始
し
た
以
後
の
沿
节
を
簡
單 

に
述
べ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。

私
が
こ
ゝ
に
釜
石
製
鐵
の
初
期
と
い
ふ
の
は
、
明
治
十
六
年
の
官
業
廢
止
ま
で
を
指
す
の
で
あ
る
。

こ
の 

初

期
の
歷
史
は

ま
こ

と

に
日
本
の(

機
械
の
時
代
に
入
っ
て
以
後
の)

技
術
史
の
縮
圖
の
感
が
あ
る
。
わ
が
國
の
製
鋼
は
明
治
二
十
年
代
、
 

日
淸
戰
爭
ま
で
に
そ
の
後
の
發
展
の
基
礎
が
一
應
で
き
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
基
礎
を
つ
く
り
上
げ
る
こ
と
は
主
と
し
て
陸
海
軍
の
造
兵 

ft
が
果
し
得
た
課
題
で
あ
っ
た
。

こ
の
課
題
の
た
め
の
材
料
は
釜
石
銃
鐵
と
外
國
よ
り
移
入
の
銃
鐵
と
中
國
砂
鐵
と
で
あ
っ
た
。
就
中
釜 

石
銃
鐵
の
役
割
は
實
に
大
き
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
中
國
砂
鐵
の
生
産
の
硏
究
の
必
要
も
と
よ
り
で
あ
る
が
、

そ
れ
と
共
に
釜
石
の
製
鐵
業 

の
初
期
の
活
動
の
硏
究
が
で
き
な
い
で
は
、

日
本
の
製
鐵
業
の
歷
史
は
不
明
だ
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
明
治
二
十
年
ま
で
の
日
本
の
ー
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切
の
造
船
や
土
木
や
そ
の
他
の
機
械
工
業
が
必
要
と
し
た
鐵
の
う
ち
、
何
ほ
ど
を
釜
石
製
鐵
並
に
中
國
砂
鐵
と
が
供
給
し
得
た
か
、
何
ほ 

ど
を
外
國
か
ら
移
入
の
鐵
に
仰
が
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、
釜
石
製
鐵
及
び
中
國
砂
鐵
は
明
治
二
十
年
代
ま
で
に
如
何
な
る
技
術
を
わ
が 

在
來
の
技
術
か
ら
受
け
繼
ぎ
、
如
何
な
る
新
し
い
技
術
を
外
國
か
ら
取
入
れ
て
ゐ
た
か
。

こ
れ
ら
の
問
題
が
私
た
ち
の
興
味
を
促
す
の
で 

あ
る
。
勿
論
、
江
戶
時
代
の
終
り
頃
か
ら
明
治
二
十
年
代
ま
で
に
鐵
を
供
給
し
た
鐵
山
は
、
釜
石
と
中
國
と
の
み
で
は
な
い
。
他
に
小
鐵 

山
が
あ
っ
て
鐵
製
出
の
試
み
が
あ
り
幾
分
の
實
績
も
あ
っ
た
が
、
前
二
者
は
全
く
拔
群
の
產
出
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
私
は
こ
の
稿
で 

は
、
釜
石
の
製
鐵
の
初
期
に
就
い
て
記
し
て
み
た
い
。

--

初
期
の
釜
石
製
鐵
の
模
樣
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
文
獻
は
、

私
の
知
り
得
た
と
こ
ろ
で
は
、
『
釜
石
鑛
山
景
況
報
告
』(

砌
林
一)

、

『
釜 

石
鐵
山
精
礦
の
景
翅
』
、
『
釜

石

鐵

道

の

漿

、

臨
時
製
鐵
事
業
調
査
委
員
會
報
吿
の

『
釜
石
四
近
鐵
床
地
質
調
報
文
』(

刊

號
)

、
『
大
島 

高
任
行
實
』(

鬆

〇

收

載

の

釜

石

開

山

に

關

す

る

諸

文

獻

、

及
び
明
治
十
年
二
十
年
代
の
鑛
業
並
に
工
業
諸
雜
誌
揭
載
の
報
吿
で
あ
る 

と
思
は
れ
る
。

最
初
問
題
に
な
る
の
は
、
鑛
石
の
發
見
で
あ
る
。
從
來
こ
れ
に
就
い
て
は
諸
說
あ
る
が
、

こ
れ
と
信
ず
べ
き
程
の
も
の
は
な
い
や
う
で 

あ
る
。
享
保
年
間
と
い
ふ
說
、
文
政
年
間
と
い
ふ
說
、
獵
師
が
發
見
し
た
と
い
ふ
說
、

本
草
家
が
發
見
し
た
と
い
ふ
說
、
色
々
で
あ
る
。 

獵
師
の
發
見
と
い
ふ
に
も
文
政
年
間
の
詮
と
嘉
永
の
頃
と
の
相
違
も
あ
る
。
勿
論
鐵
鑛
發
見
の
こ
と
を
嘉
永
の
頃
だ
と
す
る
の
は
間
違
ひ 

で
あ
る
。
享
保
年
間
で
あ
る
と
い
ふ
說
は
問
題
に
さ
れ
て
よ
い
と
思
は
れ
る
。
發
見
者
が
本
草
家
で

あ
る
と
い
ふ
の
は
興
味
あ
る
こ
と 

初
期
签
石
製
鐵
史
研
究
覺
書S

一
枝) 

二

九
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科
學
史
硏
究 

第
一
號 

ニ
ー
〇 

で
あ
る
。

ヨ
ウ
ロ
ッ
パ
の
鑛
山
誌
の
最
初
の
も
の
で
且
つ
優
秀
な
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
ゐ
る
『
デ
•

レ
•

メ
タ
リ
カ
』

の
著
者
ア
グ
リ 

コ
ラ
は
本
草
の
採
集
か
ら
鑛
石
學
、
鑛
山
學
へ
と
導
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、

か
う
じ
た
經
路
は
大
い
に
必
然
性
を
も
っ
て
ゐ
る
と
考
へ
ら 

れ
る
。
『
上
閉
伊
郡
誌
』
に
載
っ
て
ゐ
る
鑛
石
發
見
に
關
す
る
文
を
次
に
擧
げ
て
み
る(

こ
の
郡
誌
の
記
錄
は
高
爐
築
造
で
聞
え
て
ゐ
る
工 

學
博
士
中
田
義
算
氏
の
早
く
着
目
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る)

。
「
釜
石
鑛
山
は
享
保
十
二
年
三
月
二
十
七
日
上
閉
伊
郡
甲
子
村
仙
人
峠(

或 

云
似
田
前
卽
ち
今
の
似
內
の
山
中
な
り
と)

に
於
て
磁
石
を
掘
り
出
て
御
山
守
よ
り
詐
出
づ
と
云
へ
る
は
本
村
に
於
て
鑛
物
發
見
の
記
錄 

に
見
え
た
る
最
初
の
も
の
な
る
が(

案
に
盛
岡
の
人
阿
部
將
翁
享
保
年
中
幕
府
の
聘
に
應
じ
東
海
北
陸
の
諸
州
に
亙
り
藥
草
藥
石
を
採
集 

し
た
る
が
當
南
部
領
內
に
於
て
許
多
の
藥
草
藥
石
を
發
見
採
集
せ
る
其
中
に
鑛
物
に
關
し
て
は
、

一
、
砂
鐵
九
俵(

貳
斗
入)

一
、
磁
鐵 

十
八
箱
、
右
磁
石
は
將
翁
が
藥
草
採
集
の
爲
め
閉
伊
郡
仙
人
峠
に
至
る
や
俄
然
磁
石
の
狂
へ
る
よ
り
疑
を
起
し
兹
に
磁
石
の
あ
る
を
悟
り 

人
夫
を
し
て
採
掘
せ
し
め
た
り
と
云
ふ
時
恰
も
享
保
十
二
年
な
れ
ば
本
文
に
參
照
す
る
の
便
あ
る
も
の
な
り)

」(

雋5
5

略)

。

阿
部
將
翁 

と
は
本
草
家
の
阿
部
友
之
進
昭
任
の
こ
と
で
あ
る
と
思
は
れ
る
が
、

昭
任
に
は
數
種
の
著
述
が
あ
る
。
私

の

披

覽

し

得

た
も

の
は

『
採
藥 

使
記
』

二
卷
で
あ
る
が
、

こ
の
書
に
も
享
保
年
間
、
陸
奧
國
中
を
藥
草
藥
石
を
採
集
し
て
步
い
た
こ
と
も
見
え
、

又
磁
石
採
取
の
こ
と
も 

記
さ
れ
て
ゐ
る
。

「
昭
任
日
奧
州
南
部
森
ノ
下
ト
云
フ
所
ノ
山
中
ヨ
リ
磁
ヲ
出
ス
」

と
あ
る
。

し
か
し
、
右
の
引
用
文
に
あ
る
如
き
砂
鐵 

九
俵
、
磁
石
十
八
箱
と
い
ふ
や
う
な
鐵
鑛
石
の
か
な
り
大
が
か
り
の
採
集
の
こ
と
は
昭
任
の
如
何
な
る
著
述
に
ち
る
の
か
私
に
は
ま
だ
わ 

か
ら
な
い
。
若
し
こ
れ
が
事
實
だ
と
す
れ
ば
、
鐵
鑛
石
の
發
見
は
享
保
年
間
と
な
る
。
右
の
文
の
中
に
磁
石
と
い
ふ
語
が
二
樣
に
使
用
さ 

れ
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
。

「
俄
然
磁
石
の
狂
へ
る
よ
り
」

の
磁
石
が
一
つ
、

「
磁
石
の
あ
る
を
悟
り
人
夫
を
し
て
採
掘
せ
し
め
た
」

の
磁 

石
が
も
う
一
つ
。.
前
者
は
右
の
本
草
家
が
所
持
し
て
ゐ
た
い
は
ゆ
る
磁
石
を
指
し
、
後
者
は
鐵
鑛
を
指
す
と
も
と
れ
る
。
と
い
ふ
の
は
土
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俗
に
て

鐵
の
鑛
石
を
磁
石
と
呼
ん
で

ゐ
た
と
言
は
れ
て

ゐ
る
か
ら
で

あ
る
。

r I
大

A石芒 
峠せ

辭

岩手縣略圖

さ
て
、
享

保
の
直
前
正
德
年
間
に
公
刊
の
『
和
漢
三
才
圖 

繪
』

で
は
鐵
の
出
る
處
は
、
雲
州
播
州
、
備
後
備
中
、
藝 

州
の
廣
島
、
伯
州
作
州
石
州
、

日
向
、

そ
れ
か
ら
こ
れ
ら 

と
別
に
奧
州
の
仙
臺
が
擧
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
明
和
年
間
公 

刊

の

『
雲
根
志
』

に
も
こ
の
說
は
踏
襲
さ
れ
て
ゐ
る
。
・
享 

保
以
前
に
あ
っ
て
も
奧
州
の
地
方
に
鐵
の
生
產
が
行
は
れ 

て
ゐ
た
の
で
は
あ
っ
た
。

し
か
し
、
鐵
鑛
採
取
の
方
法
と

し
て
は
す
べ
て
砂
鐵
か
ら
の
流
水
利
用
に
よ
る
仕
方
以
外 

の
も
の
は
記
さ
れ
て
ゐ
な
い
。

前
二
書
も
さ
う
で
あ
る
し
、
寶

曆

年

代

公

刊

の

『
日
本
山
海
名
物
圖
會
』

に
於
て
見
て
も
同
樣
で
あ
る
。

し
か
し
、
釜
石
の
鐵
山
の
鐵 

鑛
と
し
て
問
題
な
の
は
砂
鐵
で
は
な
く
て
い
は
ゆ
る
岩
鐵
で
あ
る
。
岩
鐵
と
し
て
の
鐵
鑛
石
發
見
の
こ
と
は
か
や
う
に
し.
て
ま
だ
私
に
は 

何
の
確
言
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
吉

田

東

伍

博

士

の

『
江
戶
時
代
の
鑛
山
業
に
就
い
て
』

と

い

ふ

論

文(

一『
澤
 F

°tt)

も
開
拓
的
な 

も
の
で
あ
っ
た
が
鐵
の
歷
史
記
述
は
少
く
、
鐵
鑛
石
發
見
の
記
述
な
ど
な
さ
れ
て
な
い
。
鑛
石
發
見
で
、

文
政
二
年
說
は

前

記

『
上
閉
伊 

郡
誌
』

に
記
す
と
こ
ろ
で
石
掛
信
左
衞
門
な
る
者
が
大
橋
山
中
で
見
出
し
た
と
言
は
れ
て
ゐ
る
。
安
政
六
年
說
は

『
鑛
山
發
達
史
』

の
記 

す
と
こ
ろ
で
、
獵

夫

狩

獵

の

際

發

見

と

な

っ

て

ゐ

る

が

、

そ
の
說
の
根
據
は
不
明
で
あ
る
。
天
保
年
中
の
說
も
あ
る
。

そ

れ

は

『
大
橋 

鑛
山
濫
觴
』(

tig

sl
s?
り)

に
出
て
ゐ
る
が
、
根
據
は
こ
れ
も
同
樣
不
明
で
あ
る
。

祕
期
釜
石
製
鐵
史
硏
究
覺
書(

三
枝)
 

ニ
ニ
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鐵
鑛
石
の
發
見
と
い
ふ
こ
と
は
、
實
は
鐵
の
採
掘
製
鍊
の
こ
と
と
離
し
て
は
產
業
的
意
味
を
も
た
な
い
の
み
で
な
く
、
鐵
の
鑛
石
で
あ 

る
こ
と
の
認
定
す
ら
も
歷
史
的
意
味
を
も
っ
こ
と
が
危
ま
れ
る
。

さ
う
考
へ
る
と
、
採
掘
製
鍊
の
は
じ
め
が
何
よ
り
も
問
題
に
な
る
。.
釜 

石
鐵
山
の
採
掘
製
鍊
の
歷
史
は
何
と
し
て
も
幕
末
及
び
明
治
の
技
術
家
大
島
高
任
を
中
心
と
す
る
釜
石
開
山
活
動
を
も
っ
て
は
じ
ま
る
と 

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
大
島
高
任
を
め
ぐ
る
釜
石
開
山
活
動
の
人
々
の
こ
と
が
明
瞭
に
な
っ
た
の
は
全
く
『
大
島
高
任
行
實
』
(

蠶

转

ヨ

 

畔)

に
よ
っ
て
で
あ
る
。

さ
て
、
釜
石
の
採
掘
製
鍊
は
大
島
高
任
等
に
よ
っ
て
は
じ
ま
っ
た
か
と
い
ふ
と
、

さ
う
で
は
な
い
や
う
で
あち

。  

『
大
島
高
任
行
實
』

の
傳
記
硏
究
に
よ
る
と
、

大
島
高
任
等
が
水
戶
の
鐵
製
大
砲
の
事
業
の
企
劃
に
參
加
し
は
じ
め
た
の
は
嘉
永
六
年
以 

後
で
あ
る
。
然
る
に
、
安

政

元

年(

嘉
永
七
年)

に
愈
々
鑄
鐵
大
砲
の
仕
事
の
端
が
開
か
れ
る
頃
に
水
戶
藩
で
行
は
れ
た
釜
石
調
査
の
書 

狀
に
よ
る
と
、

す
で
に
南
部
に
鐵
の
製
產
と
い
ふ
こ
と
は
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。

そ
れ
は
、

水
戶
藩
の
鐵
製
大
砲
鑄
造
の
業
に
大
島
高
任 

と
共
に
働
い
た
佐
久
間
貞
介
の
編
に
な
る
『
反
射
爐
製
造
秘
記
』

の
中
に
あ
る
次
の
書
狀
に
出
て
ゐ
る
。
書
狀
は
文
五
郞
と
五
郞
兵
衞
な 

る
反
射
爐
掛
の
調
め
た
も
の
で
あ
る
。

「
南
部
領
釜
石
宮
古
邊' 

お

〔
礫

删
霹
^

翥

赛
^

黑
"

〕
產

〔
の
〕
場
所
の
儀
に
付 

き
彼
地
の
形
勢
並
に
人
氣
等
大
略
に
も
聞
繕
へ
申
出
候
樣
被
仰
付
候
に
付
き
二
三
ヶ
條
左
に
相
認
め
御
覽
に
入
れ
奉
候
。
(

中

略)

南
部 

領
宮
古
の
儀
は
鈕
產
相
開
居
候
得
共
釜
石
の
儀
は
是
迄
相
開
不
申
候
場
所
に
有
之
候
由
承
り
申
候
。
然
る
所
三
四
ケ
年
以
前
當
所
囘
船
同 

所
へ
相
下
候
節
商
人
よ
り
右
仙
人
峠
邊
最
寄
よ
り
試
に
相
製
候
齟
の
由
に
て
、

延
鐵
に
い
た
し
候
分
同
所
釜
石
新
治
や
嘉
藤
次
に
て
鈕
掛 

り
水
門
市
兵
衞
と
申
す
者
よ
り
被
爲
見
候
由
の
所
、
宮
古
の
邊
よ
り
積
出
候
品
よ
り
も
优
敷
樣
相
見
受
申
候
由.
に
有
之
候
得
共
、

於
今
相
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開
不
申
由
に
御
座
候
」
。

こ
れ
で
見
る
と
大
島
高
任
ら
の
釜
石
開
山
よ
り
も
數
年
前(
1

養

舉
^

芻

T1
谿

蠢
K

髯

愍
 

勰

洋
)

に
す
で
に
仙
人
峠
邊
よ
り
採
掘
の
鐵
鑛
に
て
銃
を
作
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
今
日
で
も
仙
人
峠
は
釜
石
鑛
山
の
鑛
床
の
內 

に
屬
し
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
で
、
同
じ

書
狀
に
宮
古(

卿
®-
圖)

の
邊
で
は
釜
石
の
比
で
は
な
く
製
鐵
が
行
は
れ
た
こ
と
が
出
て
ゐ
る
。
「
南
部 

地
に
は
大
南
部
領
宮
古
と
申
所
よ
り
奧
の
山
に
て
道
程
ハ
九
里
相
隔
居
候
場
所
其
邊
地
名
を
野
田
鄕
と
唱
へ
、

鈕
も
野
田
組
と
相
稱
候
分 

極
上
品
と
相
究
候
よ
し
此
品
に
て
は
旣
に
刀
劍
甲
冑
幷
に
常
の
小
銃
等
製
作
仕
候
に
も
至
極
宜
敷
に
て
延
鐵
に
相
製
し
諸
國
多
く
相
廻
り 

馆
由
に
御
座
候
。
」(

齧

蠶

鑼

蹙

せ

魏

哥
)

こ
ゝ
に
出
て
ゐ
る
宮
占
近
く
に
て
の
製
鐵
は
、
岩
鐵
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い 

か
と
察
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
推
定
に
と
ど
ま
る
。
さ
て
、
私
た
ち
の
問
題
で
あ
る
が
、
安
政
の
は
じ
め
頃
よ
・
り
起
っ
た
大
島
高
任
や
佐
久
間 

貞
介
を
中
心
と
す
る
釜
石
開
山
以
前
に
岩
鐵
に
よ
る
鐵
鑛
石
採
掘
と
製
鍊
と
は
釜
石(

と
い
っ
て
も
仙
人
峠
の
こ
と
で
あ
る)

で
、
行
は
れ 

て
ゐ
た
も
の
と
見
て
よ
い
と
思
は
れ
る
。
鐵
鑛
石
採
掘
と
製
鍊
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
銃
の
製
造
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
に 

し
て
も
仙
人
峠
で
と
に
か
く
銃
が
作
り
出
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
「

そ
の
心
細
さ
は
同
じ
く
佐
久
間
貞
介
の
手
紙
に
次
の
や
う 

お
報
吿
の
あ
る
の
で
知
ら
れ
る
。

「
仙
人
峠
と
申
所
は
釜
石
よ
り
道
程
四
五
里
、

此
最
寄
は
本
文
に
も
相
認
め
申
候
通
り
、
隨
分
鈕
山
は 

御
座
候
由
に
有
之
候
得
共
、
釜
石
に
は
碇
と
い
た
し
候
金
主
も
無
之
故
歟
、
右
品
は
宜
敷
候
而
も
、
鈕
の
出
方
少
く
、
割
合
に
相
當
出
不
申 

故
か
、

於
今
開
不
巾
由' 

且
又
此
邊
山
陰
に
は
磁
石
杯
も
出
屮
候
所
も
有
之
候
由
。
」(

手
I.1
请
苗̂

涂:I

思̂

u

s^̂

谿
琢̂

 

ir
霭

蠶

釜

ご

最

後

に

次

の

こ

と

を

記

し

て

置

か

ね

ば

な

ら

な

い

。

そ

れ

は

前

記

『
釜
石
四
近
鐵
床
地
質
調
査
報
文
』(

刊a
)
 

の
う
ち
に
あ
る
次
の
記
事
で
あ
る
。

「
嘉
永
五
年
に
鈴
本
ハ
彌
と
山
崎
孫
左
衞
門
な
る
も
の
と
、
西
閉
伊
郡
上
鄕
村
大
字
佐
比
鎌
ケ
峰
に
鐵
鑛
を
發
見
し
、
同
六
年
に
鈴
木
及 

初
期
釜
石
製
鐵
史
硏
究
覺
書(

三
枝) 

一
ニ
三
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山
崎
の
二
氏
及
菊
地
長
藏
の
三
名
、
共
同
し
て
高
さ
三
尺
程
の
鑛
爐
を
其
地
に
設
立
し
、

日
本
吹
子
を
以
て
試
驗
し
た
る
に
、
毫
も
銃
鐵 

を
得
ず
し
て
終
に
停
止
し
た/

と
云
ふ
」
。

こ
の
記
事
の
內
容
に
相
當
す
る
も
の
は
他
の
ど
の
文
獻
に
も
見
出
さ
な
い
。 

か
や
う
に
し
て
、
佐
久
間
貞
介
や
大
島
高
任
な
ど
を
中
心
と
す
る
釜
石
開
山
の
以
前
の
銃
の
製
出
の
狀
態
及
び
技
術
に
就
い
て
は
、

以 

上
の
外
は
今
の
と
こ
ろ
私
に
は
不
明
で
あ
る
。

四

で
は
、

そ
の
い
は
ゆ
る
釜
石
開
山
は
い
つ
頃
如
何
や
う
に
し
て
は
じ
ま
っ
た
か
。
右
の
佐
久
間
貞
介
の
宮
古
、
釜
石
、
仙
人
峠
な
ど
に 

就
い
て
の
報
吿
は
、
貞

介

の

『
反
射
爐
製
造
秘
記
』

に
收
め
ら
れ
て
ゐ
る
。

か
や
う
な
調
査
は
水
戶
藩
の
反
射
爐
築
造
に
よ
る
鐵
製
砲
鑄 

造
の
企
圖
か
ら
起
っ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
佐
久
間
・
大
島
な
ど
の
力
に
よ
る
釜
石
開
山
は
水
戶
の
反
射
爐
築
造
の
業
と
連
關
す
る 

の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
着
手
は
後
者
が
先
き
で
あ
っ
た
。

水
戶
の
反
射
爐
が
完
成
し
て
最
初
の
火
入
が
な
さ
れ
た
の
は
、
安
政
二
年
十
一 

月

二

十

一

日(

號

讎
)

で
あ
る
。

そ
の
試
鎔
の
模
樣
は

大
島
高
任
の
『
鐵
銃
製
造
御
用
中
心
覺
之
槪
略
』(

気

麟

畴

古

典

全
)

の
中 

に

「
先
ヅ
爐
內
ヲ
裝
飾
シ
テ
雲
州
銃
三
百
六
十
貫
目
ヲ
盛
り
又
火
室
ー
ー
薪
材
ヲ
盛
リ
窯
口
ヲ
封
シ
テ
火
ヲ
點
ジ
、
助
川
產

ノ
石
炭
ヲ
投
入 

ス
レ
バ
炭
忽
チ
破
裂
シ
細
粉
ト
ナ
リ
テ
灰
室
一
一
落
ル
モ
ノ
多
シ
ト
雖
モ
亦
其
格
上
ー
ー
留
ル
モ
ノ
ハ
熾
ン
ニ
鳴
動
焚
燒
シ
テ
火
勢
甚
猛
烈
ナ 

リ
。
徐
々
一
一
石
炭
ヲ
加
フ
ル
一
時
許
ー
ー
シ
テ
爐
內
全
ク
白
熾
ト
ナ
ル
。

更
一
一
石
炭
ヲ
加
エ
テ
火
ヲ
熾
ー
ス
レ
バ
鐵
塊
頻
り
ー
一
鎔
ヶ
流
液
ト 

ナ
リ
テ
爐
底
ー
ー
潴
留
ス
」
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
。

こ
れ
で
み
る
と
、
先
づ
銃
は
雲
州
銃
を
用
ひ
た
こ
と
が
明
で
あ
る
。
中
國
の
砂
鐵
は
佐
賀 

で
も
反
射
爐
用
に
使
は
れ
ま
。
佐

久

間

貞

介

の

或

る

手

紙

に

「
佐

賀

侯

御

自

分

反

射

爐

〔
に
て
〕
御
製
造
に
相
成
候
由
之
所
、

ffl
之
義
は

*
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石
見
鈕
を
御
用
に
相
成
」

と
あ
る
。
今
手
元
に
な
い
が
、
佐
賀
藩
の
反
射
爐
が
中
國
の
銃
を
用
ひ
た
こ
と
は
佐
賀
藩
關
係
の
書
類
に
も
出 

て
ゐ
る
。
す
る
と
、
佐
賀
の
反
射
爐
は
と
に
か
く
と
し
て
、
水
戶
藩
の
反
射
爐
は
後
に
は
銃
を
中
國
砂
鐵
に
仰
ぐ
こ
と
を
止
め
て
、
釜
石 

の
鐵
を
銃
と
し
て
用
ひ
た
こ
と
に
な
る
。
何
故
に
釜
石
の
鐵
に
着
目
し
た
の
で
あ
る
か
。

こ
の
問
題
を
解
く
こ
と
は
さ
う
簡
單
で
な
い
。 

前
揭
の
二
人
の
反
射
爐
掛
の
手
紙
に
「
野
田
ffl
之
義
は
石
見
鈕
に
相
競
申
候
得
共
餘
ほ
ど
野
田
鈕
之
方
上
品
之
由
承
り
申
候
」

と
あ
る
が
、
 

こ.
れ
ら
も

石
見
銃
と

野
田
銃
と
を
試
鎔
し
た
上
で

の
評
價
で
は
な
い
で

あ
ら
う
。

い
っ
た
い
水
戶
反
射
爐
で
鑄
鐵
の
は
じ
ま
っ
た
と
き 

簸

蝶

議

淮

籍

半
)

に
銃
は
中
國
砂
鐵
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
。
佐
賀
も
中
國
砂
鐵
を
用
ひ
、
伊
豆 

の
江
川
太
郞
左
衞
門
も
中
國
砂
鐵
を
用
ひ
た
。
西
洋
爐
に
よ
っ
て
比
較
的
多
量
に
製
鋼
を
行
ふ
に
於
て
當
時
銃
と
し
て
は
中
國
砂
鐵
に
よ 

ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

水
戶
反
射
爐
の
技
術
の
中
心
に
立
っ
て
ゐ
た
大
島
高
任
は
水
戶
で
の
製
鐵
に
着
手
の
前
か
ら
す
で
に 

南
部
に
鐵
山
を
開
い
た
ら
と
い
ふ
こ
と
を
頭
の
う
ち
に
持
っ
て
ゐ
た
こ
と
が
確
か
な
や
う
で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
の
觀
念
が
實
現
す
る
に 

は
經
濟
的
な
問
題
も
で
あ
る
が
、
南

部

藩
•

水
戶
藩

・
幕
府
等
の
間
に
な
み
一
通
り
で
な
い
政
治
的
な
難
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
が
當
時
の 

關
係
者
の
諸
書
簡(4

取F

c®
麴
裁)

で
う
か
が
は
れ
る
。
安
政
元
年
七
月 
(

翳

為

隸

18
芻

報

t>
县

に

中

村

・
墻

な

る

反

射 

爐
關
係
者
の
書
簡
に
次
の
如
く
あ
る
。

「
大
島
は
件
の
鐵
を
ヅ
ク
に
吹
立
候
に
も
ー
と
通
之
タ
タ
ラ
环
で
は
參
り
不
申
、
矢
張
西
洋
流
爐 

を
新
造
致
し
不
申
候
而
は
不
相
成
候
間
、

反
射
爐
の
方
成
就
致
し
候
は
ヾ
直
に
南
部
へ
下
り
右
之
爐
を
製
〔
し
〕
夫
よ
り
ヅ
ク
鐵
に
い
た 

し
御
取
寄
之
方
可
然
杯
と
申
口
氣
も
御
座
候:

：:

い
づ
れ
大
島
を
手
放
候
樣
に
は
相
成
申
間
敷
、
夫
彼
件
之
山
を
開
候
儀
如
何
樣
之
向 

に
も
只
今
之
內
よ

り

御

手

順.<

之
大
島
を
爲
登
候
而
南
部
の
懷
合
を
相
探
り
表
向
御
懸
合
に
相
成
候
方
可
然
と
奉
存
候
」
。

記
し
遲
れ
た 

が
、
大
島
高
任
は
南
部
藩
の
子
弟
で
あ
っ
て
早
く
か
ら
長
崎
に
遊
び
蘭
語
を
學
び
鐵
製
砲
鑄
造
の
知
識
を
蓄
へ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
彼
を 

初
期
釜
石
製
鐵
更
硏
究
覺
書(

三
枝)
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水
戶
藩
が
把
へ
た
の
は
藤
田
東
湖
で
あ
っ
て
東
湖
に
結
び
つ
け
た
の
は
熊
田
嘉
門
と
い
ふ
三
春
の
藩
士
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
右
の
書
簡
の 

中

の

「
件
の
鐵
」
と
は
南
部
釜
お
に
開
山
が
で
き
た
場
合
の
鐵
の
こ
と
で
あ
る
。
「
矢
張
西
洋
流
爐
」

と
は
水
戶
の
爐
も
西
洋
流
で
あ
る
が 

釜
石
に
も
矢
張
西
洋
流
の
爐
を
必
要
と
す
る
の
意
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
尙
、
當
時
す
で
に
大
島
が
南
部
釜
石
に
鐵
山
を
開
け
ば 

よ
い
と
い
ふ
觀
念
が
十
分
に
出
來
て
ゐ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
れ
故
、
中
國
砂
鐵
を
中
止
し
て
南
部
の
鐵
に
着
目
し
た
こ
と
は
、
鐵
の 

性
質
の
評
價
と
い
ふ
こ
と
の
み
で
規
定
せ
ら
れ
た
か
、

疑
し
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
鐵
の
性
質
上
の
評
價
の
こ
£.
が
な
い
の
で
は
な
か 

っ
た
。
前
記
の
熊
田
嘉
門
が
殘
し
て
ゐ
る
記
錄
に
よ
る
と
、
彼
は
安
政
三
年
の
は
じ
め
に
江
戶
に
出
向
い
て
ゐ
る
が
、
そ

れ

は

「
諸
國
の 

鐵
性
吟
味
可
仕
旨
」
仰
せ
つ
か
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。

こ
の
と
き
江
戶
で
幕
臣
の
川
路
な
る
人
に
次
の
や
う
に
南
部
の
鐵
を
評
價
し
て
屮 

述
べ
た
旨
書
簡
の
形
で
殘
し
て
ゐ
る
。

「
日
本
の
鐵
の
善
性
な
る
も
の
至
而
少
く
、

い
づ
れ
も
砂
鐵
に
候
間
、
是
非
柔
鐵
を
掘
出
し
、
夫 

よ
り
鐵
銃
作
り
巾
度
奉
存
候
所
、

柔
鐵
と
中
候
て
は
未
無
之
所
、
南
部
鎌
石
に
柔
鐡
と
相
見
候
所
有
之
、
右
は
ー
ー
藤
田
樣
な
ど
御
心
配 

被
下
候
事
に
候
所
未
開
不
巾
、
右
を
公
邊
に
て
御
開
き
に
相
成
候
は
ヾ
一
方
の
安
壤
仕
候
事
に
御
座
候(

錠

2

耀

蹩

記

』)

柔
鐵
と
は 

ど
う
い
ふ
意
味
で
あ
る
か
。

や

は

り

『
秘
記
』

の
中
に
柔
鐵
の
こ
と
を
次
の
や
う
に
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。

「
鐵
性
は
た
と
へ
ば
並
米
の
如 

し-

何
ほ
ど
精
に
い
た
し
候
て
も
粘
合
ざ
る
が
如
し
、

柔
鐵
は
糯
米
の
如
し
、
如

何
な

る

所

に
て

も

ね

れ

合

候
て

糯

に

成

る

が

如

し

」 

(

護

腐

—)
.

と
。
砂

鐵

を

「
堅
剛
な
る
鐵
」
と
し
、

こ
れk

對

し

て

南

部

の

鐵(

す
な
は
ち
仙
人
峠
の
鐵)

を
柔
鐵
と
評
價
し
た
の
で 

ち
ら
う
。
柔
鐵
と
い
ふ
稱
呼
は
あ
ま
り
聞
か
な
い
や
う
で
あ
る
。
右
の
や
う
な
史
料
が
あ
る
に
し
て
も
、
中
國
砂
鐵
と
南
部
鐵
と
の
試
鎔 

の
上
で
の
比
較
硏
究
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。

し
か
し
、
何
よ
り
も
考
へ
得
ら
れ
る
こ
と
は
、
水
戶
藩
で
反
射
爐
で
の
鐵
製 

砲
の
鑄
砲
を
續
行
す
る
と
す
れ
ば
、
材
料
鐵
を
遠
く
石
州
雲
州
か
ら
運
ん
で
來
る
こ
と
の
經
濟
的
困
難
で
あ
る
。
尙
も
う
一
つ
考
へ
ら
れ

12G



る
こ
と
は
、

大
島
高
任
が
南
部
の
人
で
あ
り
、
後

に

日

本

の

鑛

山(

北
海
道
や
東
北
地
方)

の
開
拓
技
術
に
貢
獻
の
多
か
っ
た
點
か
ら
い 

っ
て
、
彼
が
南
部
の
鐵
山
の
開
鑛
の
こ
と
を
考
へ
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

又
、

水
戶
藩
の
み
に
つ
い
て
推
察
し
て
み
て 

も
、

こ
れ
か
ら
先
き
先
き
藩
と
し
て
鐵
山
を
開
く
と
い
ふ

2:
と
に
大
き
い
期
待
を
も
っ
た
人
た
ち
も
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。

以
上
の
如
く
考 

へ
て
み
る
と
、
何
故
に
水
戶
藩
の
反
射
爐
の.
た
め
の
銃
に
つ
け-r

釜
石
の
鐵
が
着
目
さ
れ
た
か
は
略R

察
せ
ら
れ
る
か
と
思
ふ
。

五

釜
石
の
鐵
山
は
い
つ
頃
か
ら
大
島
高
任
等
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
か
。

そ
れ
は
安
政
四
年
の
こ
と
で
あ
る
。
鐵
山
開
山
の
願
出
は
安
政
三 

年
の
十
一
月
と
思
は
れ
る
。
願
出
は
南
部
藩
へ
先
づ
呈
出
し
た
の
で
あ
る
。
高

任

の

願

出(

十
一
月)

の
書
類
が
殘
っ
て
ゐ
る
。

そ
れ
は 

前

記

『
大
島
髙
任
行
實
』

に
收
錄
さ
れ
て
ゐ
る
。

高
任
は
終
始
水
戶
藩
の
召
か
か
へ
に
は
應
ぜ
ず
反
射
爐
の
技
術
に
參
加
し
た
の
で
あ
っ 

た
。
願
出
の
文
に
よ
る
と
極
最
初
は
南
部
藩
で
の
事
業
と
せ
ず
「
私
に
御
任
せ
試
吹
き
被
仰
付
た
い
」
と
言
ひ
、
高
爐
築
き
立
て
大
砲
鑄
造 

の
上
は
藩
の
海
防
の
防
備
に
は
な
る
か
ら
大
い
に
御
用
に
立
て
た
い
と
い
ふ
趣
意
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
高
任
の
態
度
は
ど
こ
ま
で
も
技
術 

者
と
し
て
振
舞
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
開
山
は
出
資
上
の
實
際
は
と
に
か
く
南
部
藩
の
事
業
と
し
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。 

出
資
に
つ
い
て
は
多
く
の
困
難
が
あ
っ
た
や
う
で
あ
る
が
、

こ
の
短
い
覺
書
で
は
そ
の
記
述
は
省
略
す
る
こ
と
に
し
た
い
。(

『
大
島
髙
任 

行
實
』

に
は
出
資
事
情
を
明
瞭
に
知
り
得
る
資
料
が
收
め
ら
れ
て
お
る)

。

愈
上
南
部
に
高
爐
を
築
造
し
終
っ
た
の
は
安
政
四
年
の
十
一
月
の
う
ち
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
築
造
の
高
爐
を
見
に
出
か
け
た
佐
久
間
の 

書
簡
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
。

次
に
吹
き
試
し
の
こ
と
は
、
高
任
が
十
二
月
附
の
手
紙
で
水
戶
の
佐
久
間
貞
介
そ
の
外
二
人
の
人
に
報
吿
し
て 

初
期
釜
石
製
鐵
史
硏
究
覺
書(

三
枝) 

・
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ゐ
る
。

そ
の
文
は
次
の
如
く.
で
あ
る
。

「
高
爐
築
立
の
儀
も

小
春
よ
り
種
々

小
田
原
評.
足
の
み
に
て
漸
々
五
耳
中
よ
り
地
形
に
取
懸
り 

去
十
二
月
二
十
六
日
惣
出
來
榮
に
て
、
當
月
朔
日
に
吹
試
候
處
、
岩
鐵
存
寄
通
致
鎔
解
最
上
の
鑄
鐵
出
來
仕
候
得
共
萬
事
初
發
の
義
に
て 

今
都
合
要
に
御
座
候
處
、

昨
十
日
夜
に
は
壹
體
に
て
貳
百
貫
目
、

今
日
は
又
貳
百
五
拾
貫
目
出
來
に
て
萬
事
存
寄
通
り
十
分
と
大
慶
仕
り 

罷
在
申
候
」
。

吹
試
し
の
日
が
十
二
月
一
日
で

あ
っ
た(

『
反
射
爐
製
造
秘
記
』
坤
の
卷

 ゝ

こ
れ
が
わ
が
國
の
採
掘
鐵
礦
石
が
洋
式
高
爐 

に
か
け
ら
れ
た
最
初
と
言
ひ
得
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

十
二
月
の
上
旬
の
う
ち
に
す
で
に
製
品
の
銃
を
水
戶

へ
送
り
つ
け
る
こ
と
が 

で
き
る
程
度
ま
で
仕
事
が
進
ん
だ
や
う
で
あ
る
。
南
部
大
橋
か
ら
水
戶

へ
出
狀
の
或
る
書
翰
に
次
の
や
う
な
文
が
あ
る
。

「
出
早
の
內
、
 

鈕
鐵
受
取
六
メ
目
此
度
順
風
丸
へ
相
賴
指
上
候
條
、

性
來
伸
例
し
被
成
下
候
」(

蕊

蠶

川
S

蠶
^

^

SI
劈
^

野)

。
同
じ
く 

十
二
月
に
佐
久
間
貞
介
が
水
戶

へ
報
吿
し
た
書
簡
に
大
橋
に
築
造
さ
れ
た
高
爐
の
模
樣
が
出
て
ゐ
る
。

そ

れ

に

は

「
假
小
屋
へ
止
宿
致
ー 

見
候
處
、
隨
分
相
應
に
致
鎔
解
候
」
と
あ
り
、

又
採
礦
場
と
の
關
係
を
述
べ
て

「
右
場
所
よ
り
仙
人
峠
鐵
山
迄
は
三
里
も
隔
居
候
而
道
筋 

至
っ
て
難
漩
に
て
一
里
半
程
は
人
背
負
候
て
、
夫
よ
り
駄
道
に
相
成
候
歟
に
御
座
候
」

と
言
っ
て
ゐ
る
。
高

爐

に

つ

い

は

「
高
爐
は
高
三 

丈
位
に
て
大
半
石
に
て
築
立
、

水
車
に
て
風
を
吹
入
候
」
と
報
じ
て
ゐ
る
。
尙
木

炭

の

こ

と

に

就

い
て

「
第
一
木
炭
下
直
に
て
最
寄
の
山 

に
て
焚
出
一
俵
六
メ
目
入
に
て
錢
六
拾
四
文
位
の
由
」

と
言
っ
て
ゐ
る
が
、

明
治
十
年
代
に
於
て
エ
部
省
の
も
と
で
行
は
れ
た
釜
石
の
製 

鐵
業
が
最
も
困
難
を
感
じ
た
も
の
の
う
ち
に
木
炭
の
缺
乏
が
入
っ
て
ゐ
た
こ
と
を
考
へ
合
は
せ
る
と
、
當
時
の
製
銃
用
の
木
炭
が
如
何
に 

少
量
で
濟
ん
だ
か
が
察
せ
ら
れ
る
。

以

上

は

主

と

し

て

『
反
射
爐
製
造
秘
記
』(

乾
坤
二
卷)

と

『
大
島
高
任
行
實
』

所
收
大
島
家
所
藏
書
簡
に
よ
っ
て
南
部
釜
石(

細
か
く
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一
三
〇 

い
へ
ば
大
橋)

に
こ
の
最
初
の
反
射
爐
築
造
の
時
と
模
樣
の
大
體
を
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
反
射
爐
築
造
の
技
術
が
ど
う
い
ふ
方
法
な
り 

經
路
で
も
っ
て
日
本
人
の
手
に
入
っ
た
か
を
次
に
問
題
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
和
蘭
よ
り
輸
入
の
蘭
書
に
據
っ
た
の
で
あ
る
が
、
 

そ
の
原
本
や
譯
書
や
開
板
の
こ
と
な
ど
從
來
ま
だ
十
分
に
は
明
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
。
私
は
そ
れ
を
述
べ
て
み
た
い
。
尙

『
秘
記
』

の
如 

き
水
戶
藩
關
係
の
書
類
や
大
島
家
所
藏
の
文
獻
の
外
、
南
部
釜
石
に
て
の
舊
高
爐
に
つ
い
て
の
記
錄
な
ど
に
も
資
料
を
求
め
て
み
ね
ば
な 

ら
な
い
。

そ
し
て
、

そ
の
上
で
慶
應
年
間
ま
で
存
續
し
・
た
釜
石
の
製
鐵
の
だ
い
た
い
を
敍
述
し
た
い
と
思
ふ
。

以
上
の
敍
述
を
な
し
と
げ 

得
た
と
こ
ろ
で
、

こ
の
初
期
釜
石
製
鐵
史
の
前
半
が
漸
く®

槪
で
は
あ
る
が
記
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。(

未

完)
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明

治

度

制

の

起

原

——

殘
存
尺
度
に
據
る
實
驗
的
考
證
——

天 

野 

淸 

一
 

德
川
時
代
の
尺
度 

徳
川
幕
府
は
耕
と
秤
に
對
し
て
は
、

特
定
の
者
にM

座
、
秤
座 

の
特
權
を
與
へ
て
專
賣
さ
せ
た
が
、
尺
度
に
就
て
は
何
等
の
制
度 

も
設
け
な
か
っ
た
。

江
戶
時
代
を
通
じ
て
检
、
秤
の
取
締
が
强
化
さ
れ
、
或
は
各
地 

に
座
の
出
張
所
を
設
け
巡
廻
し
て
「
改
メ
」
を
行
は
せ
、
或
は
僞 

W

を
造
る
者
を
「
引
廻
シ
ノ
上
獄
門
」

條
御)

の
嚴
科
に 

處
す
る
と
し
て
制
令
の
勵
行
を
圖
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
度
量
衡
の 

中
最
も
基
本
的
と
考
へ
ら
れ
る
尺
度
の
み
を
放
置
し
た
の
は
何
故 

で
あ
ら
う
か
。

こ
れ
は
一
面
、
尺
度
が
構
造
簡
單
で
あ
っ
て
、
製 

作
の
取
締
も
困
難
で
あ
り
、
取
引
上
も
著
し
い
不
正
は
行
は
れ
難 

い
と
い
ふ
事
tA
に
依
る
こ
と
も
事
實
で
あ
ら
う
。

し
か
し
、

よ
り 

大
き
な
理
由
を
德
川
封
建
制
が

そ
の
上
に
存
立
す

る
社
會
の
專 

明
治
度
制
の
起
原(

天
野)

的
構
造
に
見
出
す
こ
と
が
出
來
る
。

周
知
の
通
り
德
川
幕
府
及
び
全
國
諸
大
名
は
武
士
全
體
を
含
め 

て
、
何
れ
も
農
民
か
ら
す
る
土
地
の
貢
租
で
生
活
し
て
居
た
。

こ 

の
讯
租
は
殆
ん
ど
例
外
な
く
米
納
で
あ
り
、
全
國
の
生
產
米
の
約 

半
分
が
年
貢
米
で
あ
っ
た
。
從
っ
て
こ
れ
の
收
納
に
用
ひ
ら
れ
る 

W

は
今
日
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
重
要
性
を
有
し
た
。
江
戶
時
代 

中
期
以
後
幕
府
及
諸
藩
の
財
政
逼
迫
と
農
民
の
窮
乏
に
よ
り
、
年 

貢
米
收
受
に
摩
擦
が
起
り
、
耕
の
容
積
の
過
大
な
こ
と
が
百
姓
一 

揆
の
一
つ
の
理
由
に
數
へ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
(

例
へ
ば
享
保 

の
始
め
の
紀
州
犒
野
山
領
の
一
揆)

し
か
も
、

一
方
幕
府
は
耕
の 

値
段
を
公
定
し
て
他
の
物
價
の
騰
貴
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
を
釘
付 

し
て
値
上
を
許
さ
な
か
っ
た
爲
、

斗
量
漸
く
組
糙
に
流
れ
器
法
の 

濫
雜
を
生
じ
た
。

こ
の
擀
目
の
大
小
は
明
治
度
制
の
決
定
に
も
重 

大
な
影
響
を
有
っ
に
至
っ
た
。

他
方
、
權
衡
に
就
て
は
茶
、
煙
草
、
砂
糖
、
絲
綿
類
の
商
取
引 

以
外' 

貨
幣
經
濟
の
普
及
と
共
に
金
及
び
特
に
關
西
に
盛
ん
で
あ
ー 

っ
た
秤
量
貨
幣
と
し
て
の
銀
の
流
通
に
も
注
目
を
要
す
る
。 

地
方 

の
藩
の
私
札
を
除
い
て
は
幕
府
は
そ
の
最
末
年
に
至
る
ま
で
紙
幣

・
一
三
一
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科
學
史
硏
究
・
第
一
號

を
發
行
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
硕
貨
の
».
替
の
意
義
は
今
日 

よ
り
大
き
か
っ
た
。

・
天
秤
、
銀
秤
等
の
重
耍
性
も
こ
れ
か
ら
HI
解
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
に 

於
て
當
畤
の
CT
と
秤
は
研
究
方
法
さ
へ
適
當
な
、

b

ば
徳
川
封
建
制
の
內 

實
に
就
て
、
文
獻
と
は
別
な
生.
々
し
V'.
縮
圖
を
さ
へ
提
供
すS

も
の
で 

あ
る
。

こ
れ
に
對
し
て
物
指
も
裁
縫
、
吳
服
の
賣
買
、

工
匠
の
營
造
等 

に
用
ひ
ら
れ
た
の
は
勿
論
で
あ
る
が
、

そ
の
制
度
化
は
耕
や
秤
ほ 

ど
大
き
な
意
味
を
も
た
な
か
っ
た
。
唯
、
檢
地
に
用
ひ
る
間
竿
は 

田
租
決
定
の
上
に
社
會
的
意
義
を
有
っ
た
が
、
旣
に
そ
の
六
尺
ー 

分
と
い
ふ
曖
昧
な
長
さ
か
ら
も
想
像
さ
れ
る
や
う
に
不
精
密
な
も 

の
で
あ
る
か
ら
、
(

例
へ
ば
天
保
十
三
年
の
江
州
一
揆
の
場
合
の 

如

く)

甚
し
い
差
違
の
無
い
限
り
餘
り
尺
度
と
し
て
問
題
視
さ
れ 

な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う9

こ
れ
に
對
し
歷
史
的
考
證
の
對
象
と
し
て
の
尺
度
は
中
根
元
圭
、
 

中
村
惕
齋
、
荻
生
徂
探
、
山
田
圖
南
、
最
上
德
內
、

松
崎«

堂
、
 

狩
谷
掖
齋
等
及
び
國
學
者
の
側
か
ら
荷
田
在
滿
、

屋
代
弘
賢
、
平 

田
篤
胤
等
に
論
じ
ら
れ
、
其
他
の
經
濟
書
で
も
屢
、
言
及
さ
れ
た 

の
で
あ
る
が
、

何
れ
も
古
尺
の
考
證
に
終
止
し
て
當
面
の
現
實
問

ニ
ニ
ニ 

題
に
は
殆
ん
ど
觸
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。 

• 

將
軍
吉
宗
が
吹
上
の
庭
に
圭
表
儀
を
造
立
す
る
に
際
し
圭
尺
を 

定
め
る
に
考
證
を
費
し
た
と
言
は
れ
る
が
そ
の
詳
細
な
事
情
は
不 

明
で
あ
る
。

間

垂

f;i-
の
奈
良' 

京
都
の
・
古
尺
調
査
の
結
果
も
今
傳 

ら
な
い
。
外
國
船
の
侵
犯
を
動
機
と
し
て
寛
政
年
間
本
邦
沿
岸
の 

精
確
な
測
量
が
行
は
れ
る
に
及
ん
で
、

そ
の
基
本
單
位
た
る
尺
度 

の
精
密
な
決
定
も
漸
く
科
學
的
問
題
と
な
っ
た
。

し
か
も
伊
能
忠 

敬
が
折
衷
尺
を
创
っ
た
と
言
ふ
傳
說
は
輕
率
に
は
信
じ
難
い
。

要 

す
る
に
徳
川

e,
代
を
逋
じ
て
尺
度
は
遂
に
制
度
化
せ
ら
れ
ず
、
漸 

く
統
一 
・
の
必
要
が
認
め
ら
れ
始
め
る
頃
に
は
旣
に
幕
府
に
は
そ
れ 

を
實
行
す
る
威
信
も
餘
裕
も
無
く
な
っ
て
居
た
。
旣

に
各
藩
私
造 

、の
耕
秤
す
ら
實
際
に
は
禁
じ
難
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
元
來
、
封 

建
制
度
の
政
治
的
構
成
そ
の
も
の
が
度
量
衡
の
完
全
な
統
一
に
對 

す
る
大
き
な
障
害
で
あ
る
。
度
量
衡
の
統
一
は
封
建
的
遺
制
の
撤 

廢
と
新
し
い
統
・
國
家
の
戍
立
，を
前
提
し
、
逆
に
亦
、
新
た
に
誕 

生
し
た
國
家
は

そ
の
統
一
の
實
を
擧
げ
る
爲
に
度
量
衡
の
統
一
を 

必
要
と
す
る
こ
と
一
七
九
〇
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
の
如
く
、
 

一
八
七 

〇
年
代
の
ド
イ
ツ
の
如
く
で
あ
る
。

132



明
治
維
新
は
度
量
衡
統
一
の
問
題
に
於
て
も
正
に
こ
の
新
し
い 

時
代
の
開
幕
で
あ
っ
た
。

-- 

明
治
初
年
の
尺
度 

明
治
元
年
三
月
晦
日
、
越

前

侯

松

平

慶

永(

春

嶽)

は
、
度
量 

衡
を
釐
定
せ
ん
こ
と
を
朝
廷.
に
建
議
し
た
。
「
覺
」

に

言

ふ

「(

前 

略)

一
、

尺

度

ノ

事

、
是
迄
鯨
幷
カ
ネ
共
寸
尺
區
・
相
戍
以
後
以 

公
法
於
朝
廷
被
え
天
下
一
般
之
規
則
被
相
立
度
候
事
」 

時
は
江
戶
城
未
だ
官
軍
の
手
に
收
ま
ら
ず
、
世
情
騷
然
た
る
頃 

で
あ
る
。

こ
の
問
題
が
當
時
の
為
政
者
に
決
し
て
輕
視
さ
れ
て
居 

な
か
っ
た
こ
と
を
窺
ひ
知
る
に
足
り
る
。

翌
二
年
十
一
月
、
尺
度
量
衡
は
大
藏
省
の
管
轄
と
な
り
、
更
に 

三
年
ハ
月
に
は
省
内
に
度
量
衡
改
正
掛
が
置
か
れ
た
。

明
治
十
四 

年
農
商
務
省
に
移
管
さ
れ
る
ま
で
は
、

此
の
改
正
掛
を
中
心
と
し 

て
問
題
は
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

大
藏
省
の
最
初
の
改
正
案
は
明
治
三
年
の
メ
ー
ト
ル
を
基
本
と 

す
る
尺
度
單
位
の
採
用
を
骨
子
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
(

メ
ー 

ト
ル
條
約
が
歐
洲
諸
國
の
間
に
締
結
さ
れ
た
の
は
一
八
七
五
年
卽 

明
治
度
制
の
起
原(

天
野)

ち
明
治
ハ
年
で
あ
る
こ
と
を
想
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。) 

「:
:

蓋
シ
地
球
ノ
物
タ
ル
萬
世
に
亙
り
テ
不
變
不
易
塊
然
中
間 

ー
ー
繫
ル
天
下
萬
姓
誰
カ
此
ー
ー
據
テ
生
息
セ
ザ
ラ
ン
ヤ
故-
一
大
圓
圈 

を
總
計
シ
ー
億
二
千
萬
分
ノ 

ー
ヲ
以
テ
ー
尺
ト®

ム:
:

」
『
卽
ち\ 

一
尺
は
一 

メ

ー

ト

ル

の

三

分

の

と
す

る)

「
新
一
尺
八
曲
尺
ノ 

ー
尺
一
寸
〇
分
一
釐
九
七
二
八
、
量
地
尺
ノ 

一
尺〇

寸
九
分
七
釐
五
八
二
四
」
と
し
て
居
る
と
こ
ろ
か
ら
、

こ 

こ
で
い
ふ
舊
曲
尺
、
量
地
尺
な
る
も
の
が
後
出
の
大
野
規
周
作
の 

案

の

〔
附
表(
5
x
1
)

」
に
近
い
こ
と
が
わ
か
る
。
尙
、

こ
の
改
正 

も
は
五
尺
を
一
間
、

五
十
間
を
一
町
、

四
十
町
を
一
里
と
し
、

五 

尺
平
方
を
一
步
、

三
十
六
步
を
一
畝
と
す
る
。
斗
量
は
一
立
方
尺 

の
二
十
分
の
一
を
一
升
、
權
衡
は
一
立
方
尺
の
攝
氏
四
度
一
分
の 

蒸
餾
水
の
一
萬
分
の
一
の
秤
量
を
一
錢
と
定
め
、
量
衡
共
に
十
進 

法
を
採
る
。

*
 0

.
3
3
3
3
3
+
1
.
1
0
2
0

"

〇.3
0
2
4
8

 

ま

*

 0
.
3
3
3
3
3
*
1
.
0
9
7
6
"

〇.3
0
3
6
9

 

ヒ
"
®
'

三
分
の
一 

メ

ル
を
ー

尺
と
す
る
物
指
を
大
野
が
作
っ
た
が
銀
製
の
直
尺
〔附
表(
9
)

〕
と
曲
り

尺
と
が
現
在
商
工
省
に
遣
っ
て
居
る
。

こ
の
改
正
案
は
同
時
に
制
度
局
か
ら
提
出
さ
れ
た
案
と
共
に
集

一
三
三
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議
院
に
諮
問
さ
れ
た
が
、
答
議
し
た
全
國
二
百
四
十
五
藩
の
內
、
 

賛
成
僅
か
に
十
で
解
消
し
去
っ
た
。

地
方
各
藩
の
意
向
は
從
來
の 

も
の
を
そ
の
ま
ゝ
用
ひ
や
う
と
す
る
も
の
が
壓
倒
的
で
あ
っ
た
。 

、

法
規
分
類
大
全
第
レ

(

一
編
度
量
衡
上J

*
 
(

今
日
こ
の
大
藏<

案
と
根
本
を
等
し
く
す
る
ー
メ
ー
ト
ル
の
三
分 

の
一
を
尺
と
す
る
制
度
が
、
滿
洲
國
及
び
中
華
民
國
に
行
は
れ
て
居
る) 

以
上
の
や
う
な
革
新
的
な
提
案
は
當
時
の
現
實
と
は
餘
り
に
懸 

け
離
れ
た
理
想
で
あ
っ
た
。

し
か
も
政
府
當

J.-J
は
現

K-
の
問
題
と 

し
て
尺
度
決
定
を
早
急
に
解
決
す
べ
く
促
さ
れ
て
居
た
。

そ
れ
は 

(

少
く
と
も
地
租
改
正
ま
で
は)

實
に
幕
府
以
來
の
問
題
た
る
貢 

納
米
の
計
量
に
用
ひ
る
斗
量
の
尺
度
器
法
を
全
國
均
一
に
す
る
こ 

と
で
あ
っ
た
。

こ
の
問
題
の
影
響
す
る
と
こ
ろ
を
考
へ
、
當
時
の 

農
村
の
不
穩
な
空
氣
を
思
ひ
合
せ
る
と
、
上
記
の
改
正
案
を
提
出 

し
た
大
藏
省
が
翌
四
年
十
一
月
に
提
出
し
た
案
で
全
く
態
度
を
ー 

變
し
た
こ
と
も
了
解
出
來
る
。

日

く

「
尺
度
ノ
儀
八
第
一
檢
地
收 

稅
等
-

相
係
リ
新
舊
比
較
ノ
計
算
瞭
然
相
立
人
々
篤
ト
了
得
致
シ 

候
上
ナ
ラ
デ
ハ
或
ハ
民
情
動
搖
ノ
懸
念
無
之
ト
モ
難
申
所
詮
急
遽 

ノ
御
改
正
ハ
行
屆
申
間
敷
被
存
候:
:

」

そ

こ

で

「
差
向
尺
栅
秤

•

ニ
ー
ー
四 

先
ヅ
舊
制
ヲ
用
ヒ:
:

」

る

21
と
に
し
た
。

し

か

し
-

■■[-
量
を
舊
制 

に
從
ひ
一
升
、

六
四
八
二
七
立
方
分
に
す
る
と
し
て
そ
の
據
る
べ 

き
尺
度
は
何
か£

更
に
問
題
と
な
っ
た
。

こ
ゝ
に
本
稿
の
中
心
問 

題
た
る
內
田
五
觀
所
藏
の
尺
度
が
登
場
す
る
と
と
に
な
る
。 

文
政
天
保
か
ら
明
治
初
年
ま
で
に
進
步
的
な
和
算
家
と
し
て
盛 

名
あ
り
、

明
治
五
年
の
改
曆
に
も
主
と
し
て
與
っ
た
內
田
五
觀 

(

髓

e

が

當

時

古

尺

六

種

〔
甥

哭

,£(
J

事
藏
し
て 

居
た
〇
そ
の
中
の
一
箇
は
所
謂
享
保
尺(
1
J

で
あ
る
。
卽
ち
享
保 

年
中
圭
表
に
用
ひ
た
も
の
を
挾
し
た
と
言
は
れ
、
大
藏
省
は
之
を 

以

て

「
其
由
來
久
シ
ク
其
傳
說
正
ト
ス
、
宜
シ
ク
採
一b

以
テ
模
範 

ト
シ
之
ヲ
模
製
シ
テ
曲
尺
ノ
原
器
卜
定
ム
へ
キ
ナ
リ
」

と
し
た
。 

ヽ
法
規
分
類
大
全
に
ー 

(

繰
返
し
見
ら
れ
るJ

・
旣
に
明
治
三
年
の
新
律
細
領
に
は
「
凡
解
斗
秤
尺
ヲ
僞
造X

ル
者
ハ 

流
一
等
」
と
し
お
。

と
こ
ろ
が
こ
の
享
保
尺
の
寸
法
に
從
っ
て
標
準
斗
量
を
製
作
し
、
 

「
貢
米
斗
量
檢
査
規
則
」

と
共
に
地
方
管
廳
に
送
っ
た
と
こ
ろ
が
、
 

こ
の
標
準
斗
量
は
從
來
地
方
で
使
用
し
た
も
の
よ
り
も
大
き

■< 

「
其
準
器
大
一
一
失
ス
ル
ノ
弊
民
人
以
爲
ラ
ク
政
府
斯
民
ヲ
欺
キ
、
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更
-
一
貢
米
ヲ
增
斂
ス
ト
」

す
る
惧
れ
も
あ
り
、

地

方

-T.-
廳
の
頻

 々

た
る®

え
に
遂
に
大
藏
省
も
、

一
旦
地
方
に
配
布
し
た
標
準
斗
量 

を
廢
棄
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
農
村
が
新
政
府
の
徵
兵
令
、
其
他 

の
革
新
的
制
令
を
理
解
せ
ず
、

そ
れ
が
年
貢
の
輕
減
の
期
待
外
れ 

と
相
加
っ
て
、
屢
ゝ
騒
擾
を
起
し
て
居
た
當
時
の
狀
勢
を
顧
る
と 

き
、
當

局

が

「
民
情
ー
ー
懸
念
モ
之
有
」

と
し
た
の
も
、
祀
憂
で
は 

な
か
っ
た
と
言.
へ
る
。

'

そ
こ
で
：
大
藏
省
は
東
西
兩
座
の
栅
、

及
び
三
府
下
に
散
布
す 

る
尺
度
を
實
際
に
調
査
し
た
結
果
、W

も
尺
度
も
享
保
尺
よ
り
は 

寧
ろ
折
衷
尺
の
寸
法
に
近
い
も
の
が
多
い
事
が
判
明
し
た
。(

林®
-H 

器

禱

龍

ご

折

衷

尺

は

、
內
田
五
觀
に
依
る
と
、
寬
政
年
中 

伊
能
忠
敬
が
、
享
保
尺
と
工
匠
の
用
ひ
る
又
四
郞
尺
と
を
折
衷
し 

て
新
た
に
製
し
た
と
傳
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
大
藏
省
で
は 

二
の
三
種
の
曲
尺
を
嚴
密
に
規
定
す
る
た
め
享
保
尺
あ
基
準
と
し
、
 

そ
の
一
千
四
分
の
一
千
を
又
四
郞
尺
、

又
四
郞
尺
の
一
千
分
の
ー 

千
二
を
折
衷
尺
と
し
た
。(

頸

蠶

勰

袈
) 

こ
の
折
衷
尺
の
寸
法
こ
そ
今
日
の
一
尺
を
一 

メ
ー
ト
ル
の
三
十 

三
分
の
十
と
定
義
す
る
に
際
し
據
り
所
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

明
治
度
制
の
起
原(

天
野)

內
田
五
觀
は
享
保
尺
の
外
に
、

又
四
郞
尺(
3
)

、
折
衷
尺(
2
)
 

及
び
量
地
尺(
4
 )

と
稱
す
る
何
れ
も
眞
鑰
製
の
尺
度
を
所
藏
し
大 

藏
省
の
調
査
及
び
決
定
は
そ
れ
に
據
っ
た
の
で
あ
る
が
、
後
メ
ー 

ト
ル
條
約
に
加
入
し
て
我
が
尺
度
試
驗
の
結
果
を
「
怫
國
度
量
衡 

中
央
會
」

へ
送
附
す
る
に
當
り
、
農
商
務
省
當
局
は
嘗
て
內
田
の 

折
衷
尺
か
ら
直
接
寫
し
た
尺
度
が
何
れ
で*

っ
た
か
不
明
と
な
っ 

て
困
惑
し
た
。

理

科

大

學

の

山

川(

健

次

郞)

敎
授
も
是
非
原
の 

折
衷
尺
の
所
在
を
誰
か
に
せ
よ
と
言
ひ
、
權
度
課
員
も
擧
て
探
索 

の

結

果(

五
觀
は
明
治
十
五
年
に
歿
し
て
ゐ
た
か
ら)

內
田
の
相 

續
人
義
簡
に
出
會
し
、
亡
父
五
觀
舊
藏
の
折
衷
尺(
2
)

を
金
四
十 

圓
で
買
ひ
上
げ
た
。

そ
の
際
義
簡
は
享
保
尺
、

又
四
郞
尺
、
量
地 

尺

他
に
竹
製

Illi
尺
ニ
箇
を
亡
父
が
硏
究
の
上
製
作
し
た
品
と
し
て 

獻
納
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
大

藏

省

時

代

の

文

獻(
g

g

覽
)

に
依
る
と
實
際 

の
原
器
は
享
保
尺
で
あ
っ
て
折
衷
尺
は
單
に
そ
れ
か
ら
算
出
さ
れ 

た
寸
法
に
過
ぎ
な
い
。

現
に
內
田
の
折
衷
尺
が
、

規
定
上
の
折
衷 

尺
に
基
く
曲
尺
と
比
較
さ
れ
て
〇•

九
九
九
九(

二
の
測
定
値
は
稍 

過
小
と
思
は
れ
る)

で
あ
る
と
い
ふ
値
さ
へ
出
て
居
る
。(

时̂r

详

i
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豹)

し
て
見
る
と
內
田
所
藏
の
折
衷
尺
と
名
付
け
た
物
指-
2
)

そ 

の
も
の
は
原
器
と
さ
れ
た
か
ど
う
か
甚
だ
疑
は
し
い
。
寧
ろ
享
保 

尺(
1
)

こ
そ
算
出
の
基
礎
と
し
て
の
原
器
で
は
な
か
っ
た
か
と
思 

は
れ
る
。

こ
れ
で
は
直
接
寫
し
・
た
尺
度
が
不
明
で
あ
る
の
も
當
然 

で
あ
る
。
併
し
幸
ひ
こ
の
享
保
尺
も
同
時
に
獻
納
さ
れ
た
し
、
寸 

法
も
理
論
上
の
値
、
卽
ち
享
保
尺
の
一
千
四
分
の
一
千
二
と
實
物 

の
折
衷
尺
の
そ
れ
が
非
常
に
よ
く 

一
致
し
て
居
る
の
で
寸
法
の
點 

は
問
題
な
い
。(

勰

)

U

上
、內
田
の
尺
度
に
は
五
觀
自
筆
と
推
定
さ
れ
る
說
明
書(

後 

出
)

が
附
い
て
居
た
。
後

、
大
谷
亮
吉
氏
が
そ
の
著
「
伊
能
忠
敬
」 

を
編
述
す
る
際
、
農
商
務
省
に
保
管
さ
れ
て
居
た
上
記
、
享
保
尺
、
 

折
衷
尺
、

又

四

郞

尺(
3

二
木
匠
尺
と
記
す
、

こ
れ
は
容
器
の
表 

書

に

依

る)

の
實
長
を
調
査
し
、
說
明
書
の
大
部
分
を
揭
載
さ
れ 

た
。
後
關
東
大
震
災
に
由
り
、

こ
れ
ら
は
全
部
燒
失
し
た
か
に
信 

じ
ら
れ
た(

例
へ
ば
英
文
「
伊
能
忠
敬
1-
。

し
か
し
事
實
は
、

こ
れ 

ら
を
陳
列
し
た
室
が
偶
然
に
も
燒
け
殘
っ
た
の
で
近
頃
發
見
さ
れ 

た
說
明
書
共
現
に
商
工
省
中
央
度
量
衡
檢
定
所
に
保
管
さ
れ
て
居 

る
。

以
下
の
考
證
は
、

そ
の
實
物
及
び
他
に
保
存
さ
れ
た
明
治
初

一
三
バ

年

の

尺

度

を

筆

者

が

最

近(

昭
和
十
六
年
秋)

測
定
し
た
結
果
に 

基
く
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
前
に
先
づ
五
觀
の
說
明
書
を
紹
介
し 

よ
う
。

三
種
曲
尺
之
偉
說

ー
享
保
尺

一
 E

分
ノ 

ー
刊
〇
〇
囤

此
尺
八
享
保
中
幕
府
有
德
公
信
用
セ
ラ
レ
シ
尺
ー
ー
シ
テ
其
原
南
紀
ノ 

熊
野
社
ー
ー
出
ル
所
ト
云
公
吹
上
庭
園
ニ
於
テ
圭
表
ノ
設
ケ
ア
リ
時
二
此 

尺
ヲ
用
ヰ
ラ
レ
シ
ト
後
藏
メ
テ
楓
山
寶.
庫
ニ
ア
リ
文
政
'!■'
总
府

,1!;

朋
泰 

行
近
藤
正
齋
此
尺
ヲ
模
シ
テ
余-

下
シ
黃
銅
ヲ
以
ナ
精
製
セ
ン
コ
ト
ヲ 

托
ス
依
テ
職
工
吉
明
二
命
シ
テ
コ
レ
ヲ
造
ラ
シ
ム
卽
其
一
尺
ナ
リ 

余
此
尺
ヲ
以
テ
量
地
尺
ト
名
ッ
ケ
シ
ハ
當
時
世
二
憚
ル
所
ナ
キ
ア
ラ 

ス
又
地
ヲ
量
り
圖
ヲ
製
シ
或
ハ
西
洋
各
國
度
量
ヲ
比
較
ス
ル
ニ
曲
尺 

ノ
通
稱
ヲ
以
テ
號
ス
ル
ト
キ
ハ
世
一
ー
行
ハ
ル
曲
尺
諸
種
ニ
シ
テ
厘
毛 

ノ
差
ヒ
紛
々
故
二
姑
ク
量
地
尺
ノ
名
ヲ
命
シ
テ
其
證
ヲ
別
ツ
ノ
ミ 

ー
測
量
師
大
野
規
行
蜩
三
册
所
用
之
曲
尺

此

尺

八

古

代

叉

四

郎

曲

尺

薯

曹

xgy

ト
云
…

密

享一古 
保千代 
尺分又 
トノ四 
又一郎 
四千鏤 
郎〇矩 
曲〇尺

ヲ
折
衷
セ
シ
尺
二
テ
寬
政
中
伊
能

忠
敬
日
本
海
灣
測
量
幷
製
圖
二
用
ユ
ル
ー
一
曲
尺
ノ
長
短
不
同
ア
ル
ニ
窮 

シ
新
タ
ーー比
尺
ヲ
製
シ
テ
用
ヰ
シ
モ
ノ
ナ
リ

9
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尺 度 比 較 表

番號 名 稱 製作者 稱呼寸法
グ（メ-卜 
ル換算）

實測寸法
mm 差

實測寸法 

尺
差 備 考

1 享保尺 、 吉 !JJJ 標 準 標準 303.63 1.0020 （內田近觀舊藏）

2 折衷尺 大野規行
— 1002 
享保尺ノ嗣 303.03 303.01 + 1 1.0000 ±0

各一寸の標準漏

差55ミクロン でゝ
3 木匠尺 大野規行 "1000

1004 
享保尺二等シ

302.42 302.37 —5 0.9978 -2 又四郎尺 （〃）

4 量地尺 大野規周 303 63 303.69 + 6 1.0022 + 2 CO

5 又四郞尺• 大野規周 享保尺ノ牆 302 42 302.58 + 16 0.9985 + 5

6 （享保尺 303.63 303271 + 8 1.0022 + 2

7 5
］折衷尺

不 明 303.03 303.18 + 15 1.0005 +5

8 尺 （又四郎尺 302.42 302.67 + 25 0.9988 +8

9 球1/12000萬尺 大野規周 lm = 3尺 333.33 333.66 + 33 1.1011 +11 银製、明治三年改正案 
見本

10 V 〃 〃 〃 〃 333.65 + 32 1.1011 +11
11 蛊”12000萬尺 〃 〃 // 353.52 + 19 1.1006 + 6 明治ノ、年大阪造幣寮

12
比

享保尺 "〃 lm = 3.289248尺 30402 304.09 + 7 1.0035 + 2 ニテ大野規周ガ雛型 
トシティ乍りシモノ

13 念佛尺 = 3.2915 303.81 303.75 -6 1.0024 -2
14 例“

測量尺 〃 〃 = 3.302 302.85 302.97 + 12 0.9998 + 4
15 尺 又四郞尺 〃 // = 3.308 302.30 302.44 +14 0.9980 + 5
16 球*1ん200萬尺 〃 〃 = 3.3 303.03 303.26 +23 1.0008 + 8
17 g ¥13200萬尺 V " 303.26 + 23 1.0008 + 8 1

測定ノ、昭和16年9月及:10月二筆者自身ノ行ッタモノ、賞測値ハスベテ攝氏15〇二換算シテアル。目盛線ノ幅ハ何レモ100 
ミクロン足ラズデアルカラ、線ノ中央ヲ測ッタ。

声廻遞垂ミ剖屢（K尉） 1111や
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近
ク
大
藏
省
調
査
ー
ー
ハ
從
來W

座
ノ
斗
量
寸
分
ハ
此
尺
一
ー
密
合
ス
ル 

ヲ
以
テ
今
改
正
ノ
新
林
壬
亦
此
折
衷
尺
ヲ
用
キ
ラ
ル
ル
ト
云 

又
京
師
念
佛
尺
ト
云
竹
尺
ア
リ
享
保
尺--
密
合K

此
尺
原
伊
吹
ノ
山
中 

_=

リ
見
出
え
所
一
一
シ
テ
石
盤
二
念
佛
ト
モ-

刻X

ル
モ
ノ
ト
云
一
時
大 

一
二
仃
ハ
ル
天
保
年
蘭
學
大
家
飜
譯
書
中
度
量-
ノ
比
較
此
尺
ー
ー
依
頼X  

或
ハ
舊
幕
府
營
繕
大
統
梁
ナ
ル
モ
ノ
用
ユ
ル
曲
尺
ハ
錬«

ノ
尤
壬
屈
曲 

自
在
ナ
ル
ヲ
宗
ト
久
厘
毛
ノ
長.
短
ハ
捨
テ
論
セX

其
配
下
ノ
木
匠
皆
統 

梁
ノ
尺--

合
フ
モ
ノ
ヲ
用
ユ
是-

於
テ
曲
尺
ト
稱
ス
ル
名
ハ
ー 

ー
-

シ
テ 

其
種
類
甚
タ
多
キ
所
以
也

明
治
十
年
十
二
月 

內
田
九
觀
敬
白 

三

享

保

尺

と

念

佛

尺 

享
保
尺
は
上
述
の
通
り
明
治
初
年
の
度
制
の
基
本
と
し
て
極
め 

て
重
要
視
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
大
藏
省
の
文
書
で
屢

 ゝ

繰
返
さ
れ
た
や
う
に
由
緖
正
し
い
も
の
で
あ
ら
う
か
。 

先
づ
將
軍
吉
宗
が
享
保
三
年
建
部
賢
弘
等
に
命
じ
て
吹
上
の
庭 

に
圭
表
を
造
ら
し
た
こ
と
は
恐
ら
く
事
實
で
き
ら
う
。
(

遠
藤
利 

貞

「
日
本
數
學
史
」
但
し
出
典
は
明
か
で
な
く
「
德
川
實
記
」

に 

は
見
え
な
い)

し
か
し
こ
の
際
に
所
謂
享
保
尺
が
定
め
ら
れ
た
こ 

と
や
熊
野
神
社
に
古
尺
が
存
し
た
こ
と
は
、
狩
谷
掖
齋
や
屋
代
弘 

賢
が
一
言
も
觸
れ
て
居
な
い
。
圭
表
を
造
っ
た
工
人
加
藤
某
も
吉

ニ
ー
ー
ハ 

宗
も
共
に
紀
州
か
ら
出
た
こ
と
と
、
熊
野
神
社
の
古
尺
を
採
っ
た 

こ
と
と
に
關
聯
が
あ
り
さ
う
で
あ
る
が
詳
し
く
分
ら
な
い
。

そ
こ 

で
現
在
の
和
歌
山
縣
本
宮
村
熊
野
坐
神
社
へ
問
合
せ
た
と
こ
ろ
同 

社
は
明
治
二
十
二
年
大
洪
水
に
遭
ひ
、
古
尺
が
存
し
た
か
否
か
今 

で
は
全
く
不
明
で
あ
る
と
の
返
事
で
あ
っ
た
。
大
藏
省
の
文
書
に
、
 

と
れ
を
模
し
た
圭
尺
も
後
に
紅
葉
山
寶
庫
で
燒
失
し
た
と
あ
る
の 

で.
そ
れ
が
事
實
な
ら
も
は
や
溯
っ
て
比
較
す
べ
き
尺
度
は
無
い
わ 

け
で
あ
る
。

近

藤

正

齋(

垂
藏
、
守

重)

が
、
書
籍
奉
行
を
し
て
居
た
の
は 

文
政
二
年
迄
で
こ
の
年
二
月
に
は
大
阪
弓
奉
行
に
轉
じ
た
か
ら
、
 

內
田
の
說
明
を
文
字
通
り
解
す
る
と
、

文
化
二
年
生
れ
の
內
田
は 

こ
の
時
分
せ
い
ぜ
い
十
四
、

五
歲
で
あ
る
。
(

文
政
九
年
內
田
家 

の
養
子
と
な
る
迄
は
宮
野
姓
で
あ
っ
た)

近
藤
が
紅
葉
山
文
庫
の 

書
物
を
自
宅
へ
持
ち
歸
っ
て
寫
し
た
こ
と
は
有
盲
で
あ
り
、
內
田 

も
早
熟
で
あ
っ
た
か
ら
こ
れ
は
有
り
得
ぬ
こ
と
で
は
な
か
ら
う
が
、
 

現

存

尺

度

の

裏

面

に

「
詳

證

館

」
と
ち
る
書
體
は
作
者
吉
明
の
そ 

れ
と
思
は
れ
る
の
で
、
製
作
は
少
く
と
も
內
田
が
詳
證
館
主
と
稱 

し
て
以
後
で
あ
る
。

又
、

こ

の

尺

度(
1
)

が
兩
端
の
一
寸
を
二
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釐
目
盛
に
し
て
あ
り
、
他
の(
2
x
3
)

と
餘
り
類
似
し
て
居
る
の 

で
熊
野
の
尺
の
忠
實
な
模
造
で
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。 

職

工

吉

明

は

「
古
今
金
エ
便
覽
下
」(

弘
化
四
年
版)

に
「
吉
明 

頤

豔

れ
^

e

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
ら
う
。

同
書
に
據 

る
と
、
政
明
の
師
匠
石
黑
壽
命
は
文
政
十
一
年
六
十
九
歲
で
歿
と 

あ
る
か
ら
年
代
に
格
別
の
困
難
は
な
い
。

近
藤
は
其
後
再
び
文
政
四
年
か
ら
江
戶
汇
住
み
九
年
に
ー
子
富 

藏
の
殺
傷
事
件
で
分
部
家
に
預
け
ら
れ
十
二
年
に
江
州
で
死
ん
だ 

か
ら
、
或
は
こ
の
江
戶
在
住
中
の
こ
と
か
も
知
れ
ぬ
。

し
か
し
近 

藤
自
身
享
保
尺
に
就
て
何
か
書
き
殘
し
た
も
の
は
無
い
で
あ
ら
う 

か
。
近
藤
の
著
述
に
は
未
だ
世
に
公
表
さ
れ
て
居
な
い
も
の
も
あ 

る
と
聞
く
か
ら
確
な
事
は
言
へ
な
い
が
、
彼
が
書
籍
奉
行
時
代
同 

僚
高
橋
景
保
等
と
共
に
書
い
た
紅
葉
山
文
庫
中
の
「
格
別
御
大
切 

御
品
取
扱
方
幷
名
目
之
覺
」

の

中

に

「
ー
、
享
保
之
度
、
有
德
院 

樣
格
別
御
世
話
有
之
新
寫
又
者
校
合
被
仰
付
候
御
本:
:

」
と
見 

え
る
の
が
、
或
は
享
保
尺
に
關
聯
が
有
れ
ば
あ
る
か
と
思
は
れ
る 

も
の
で
あ
る
。

一
方
近
藤
が
考
證
家
仲
間
と
て
親
し
く
し
て
居 

た
松
崎
撫
堂
や
狩
谷
掖
齋
は
何
等
享
保
尺
に
就
て
聞
い
た
樣
子
が 

明
治
蛮
制
の
起
原(

天
野)

見
え
な
い
。(

「
尺
準
考
」

に

も

「
本
朝
度
孜
」

に
も
無
い)

近
藤 

の
死
後
、
彼

の

家

人

は

「
大
小
升
古
經
」

等
を
賣
却
し
た
い
意
向 

を
洩
ら
し
て
居
た
こ
と
が
、
「
燦
堂
日
歷
」
天
保
元
年
十
一
月
十
九 

日
の
箇
所
に
見
ら
れ
る
の
で
、
享
保
尺
が
そ
れ
程
由
緖
の
有
る
も 

の
な
ら
、
燦
堂
等
も
何
か
そ
れ
に
就
て
書
き
さ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

或
は
彼
等
の
立
場
か
ら
す
る
と
享
保
尺
は
近
世
僞
長
し
た
も
の
と 

考

へ

ら

れ(

後

出)

知
り
乍
ら
故
意
に
觸
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ら 

う
か
。

一
般
に
此
の
頃
尺
度
を
論
じ
た
書
物
中
に
享
保
尺
の
こ
と 

が
見
え
な
い
の
は
何
故
で
あ
ら
う
か
。
稍

後

に

淸

宮

秀

堅

が

「
地 

方
新
書
」

で

「
或
書
に
、
量
地
尺
念
佛
尺
享
保
尺
は
と
も
に

1111
尺 

よ
り
四
厘
を
强
く
す
、
訛
長
な
る
べ
け
れ
ど
、
是
亦
一
種
の
度
な 

り
」(

蠶

翳
^

)

と
書
い
て
居
る
が
、

こ
の
前
半
は
不
思
議
に 

も
內
田
の
說
明
と
全
く
符
合
す
る
の
で
、
或
書
と
は
何
か
が
興
味 

を
惹
く
。

そ

こ

で

現

に

「
地
方
新
書
」

の
自
筆
本
等
を
藏
す
る
千 

葉
縣
佐
原
町
の
淸
宮
利
右
衞
門
方
に
就
て
調
査
中
で
あ
る
。

さ
て 

內
田
五
觀
所
藏
の
享
保
尺
、

折
衷
尺
、

又
四
郞
尺
の
模
造
は
か
の 

明
治
六
年
の
填
國
博
覽
會
に
出
品
し
た
が
、
同
時
に
出
品
し
た
尺 

度
中
に
尙
、

土

御

門

家

所

傳

の

「
三
種
尺
」

な
る
も
の
が
あ
る
。

一
三
九
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こ

の

三

種

尺

は

「
古
今
要
覽
」

に
も
そ
の
圖
が
出
て
居
り
、
裏
面 

に

「
人
土
七
十
代
丁
亥
永
承
二
正
月
」(

皇
紀
一
七
〇
七)

と
刻
ん 

で
あ
る
の
で
有
名
で
あ
る
。
・
大
藏
賓
度
量
衡
改
正
掛
は
こ
の
物
指 

に
刻
ん
だ
三
種
の
尺
度
中
の
一
つ
が
內
田

の

享

保

尺

と

「
密
合
」 

す
る
の
で
、
共

に

「
古

ノ

小

尺(

大
寶
令)

タ
ル
コ
ト
明
力
」

と 

斷
定
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
「
古
今
要
覽
」
の
著
者
屋
代
弘
賢
も
問 

題

の

尺

を(

延
喜)

式

の

大

尺(

弘
賢
の
曲
尺)

、

他
の
二
種
を 

造

位

記

尺
铀
驛
て

及
び

鯨
尺
と

し
て

居
る
が
こ

れ

に
は

問
題
が 

あ
る
。
卽
ち
こ
れ
よ
り
少
し
以
前
に
狩
か
掖
齊
は
「
本
朝
度
孜
」 

の

中

で

「
凡
度
ハ
年
ヲ
經
ル-
一
隨
ヒ
テ
僞
長
ス
ル(

中

略)

然
ル
ー
ー 

此
尺
範
却
テ
今
ノ
エ
匠
鐵
尺
ヨ
リ
長
ケ
レ
バ
、
古
ー
ー
ア
ラ
ザ
ル
コ 

卜
著
シ
、

又
吳
服
尺
鯨
尺
八
後
世
ノ
私
尺
ー
ー
シ
テ
、
古
此
等
ノ
尺 

ア
ル
コ
ト
無
ク
、

且
ツ
年
號
ノ
書
法
モ
古
ヲ
知
ラ
ヌ
者
ノ
所
爲
ー
ー 

シ
テ
、

イ
ト
拙
シ
。
尺
樣
ハ
銅
ヲ
以
テ
造
ル
ベ
キ
ー
ー(

中

略)

鐵
ー
ー 

テ

造

リ

タ

ル

モ

違

ヘ

り

〔
鐵
ハ
古
色
ヲ
贋
易
キ
モ
ノ
故
一
一
、
鐵
ー
ー 

テ
造
り
シ
ナ
ラ
ン
〕
其
長
サ
竹
尺
ト
符
號
ス
ル
ヲ
見
レ
バ
、

世
-
一
 

念

佛

尺

ヲ

賞

ス

ル

故(

中

略

〉
ソ

レ-
一
依
リ
テ
作
り
シ
モ
ノ
ナ
ル 

ベ
シ
、

決
シ
テ
近

lit
姦
人
ノ
僞
造
ー
ー
シ
テ
、
古

物
-
ー
ア
ラ
ザ
レ
バ
、

一
四
〇 

取
り
證
ス
ル
ー
一
足
ラ
ズ
」
と
し
た
。

こ
の
論
證
は
完
全
で
は
な
い 

が
大
い
に
考
慮
す
る
價
値
が
あ
る
。
弘
賢
や
大
藏
省
の
文
書
が
、
 

三
種
尺
中
の®

尺
が
一
緖
に
刻
ん
だ
曲
尺
の
一
尺
二
寸
五
分
で
な 

く

五

厘

許

長

い

の

を

「
磨
礪
し
て
訛
長
せ
し
に
ゃ
」

と
辯
解
し
た 

の
は
物
理
的
に
全
く
無
理
で
あ
る
。
(

普
通
磨
礪
し
て
延
び
る
長 

さ
の
數
百
倍
で
あ
り
、
他
の
二
種
が
そ
の
ま
ゝ
で
鯨
尺
だ
け
延
び 

る
理
由
も
な
い)

そ
こ
で
若
し
狩
谷
掖
齋
の
言
ふ
如
く
で
あ
る
と 

す
れ
ば
享
保
尺
の
原
器
た
る
熊
野
神
庫
尺
も
近
世
の
訛
長
し
た
尺 

度
と
な
る
譯
で
あ
る
。

こ
れ
は
問
題
と
し
て
殘
し
て
置
く 
(

尙
こ 

の
問
題
の
三
種
尺
は
掖
齋
は
近
江
國
栗
太
郡
木
內
某
所
藏
とL

、
 

•

弘
賢
は
土
御
門
家
か
ら
木
內
の
所
有
に
移
っ
た
と
し
て
居
る
が
、
 

大
正
十
年
十
二
月
の
東
京
帝
室
博
物
館
歷
史
部
度
量
衡
の
列
品!Z

 

錄
に
明
治
五
年
土
御
門
晴
榮
寄
贈
の
鏤
製
「
三
種
尺
」

が
ち
り
、
 

問
題
の
品
に
相
違
な
い
と
思
は
れ
る
の
で.
調

査

し

た(

追
記1
)

。 

內
田
五
觀
は
享
保
尺
の
說
明
に
附
け
加
へ
て
、
彼

が

「
此
尺
ヲ 

以
テ
量
地
尺
ト
名
ッ
ケ
シ
ハ
當
時
世
一
一
憚
ル
所
ナ
キ
ア
ラ
ス
」

と 

し
て
居
る
が
、

こ
の
量
地
尺
の
名
で
內
田
義
簡
が
獻
納
し
走
尺
度 

(
4
)

を
見
る
と
、
大

野

規

周

の

作

で

「
詳
證
館
改
」.
と
裏
面
に
刻
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ん
で
あ
る
。
吉
明
作
の
享
保
尺
と
は
一
尺
に
就
て
約
五
〇
ミ
ク
ロ 

ン
し
か
差
が
な
く
目
盛
線
の
太
さ
が
共
に
百
ミ
ク
ロ
ン
に
近
い
の 

で
あ
る
か
ら
よ
く 

一
致
し
て
居
る
と
見
て
よ
い(

附
表4
)

。
內
田 

が
世
に
憚
っ
ま
事
に
、

加
へ
て
次
の
大
野
規
周
の
享
保
尺
が
又
頗 

る
意
外
で
あ
る
。

伊
能
忠
敬
の
測
量
器
械
を
製
作
し
た
者
に
司
天
臺
の
測
量
方
を 

勤
め
た
時
計
師
大
野
彌
五
郞
、
彌
三
郞
父
子
の
あ
っ
か
事
は
周
知 

で
あ
る
が
、

こ
の
彌
三
郞
規
行
が
內
田

所

傳

の

折

衷

尺(
2
)
 
X
 

四

郞

尺(
3
)

を
製
作
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
子
二
代
目
彌
三
郞 

が
卽
ち
大
野
規
周
で
、
彼
は
文
久
二
年
か
ら
六
年
間
和
蘭
に
留
學 

L

て
精
密
機
械
製
作
の
技
術
を
習
得
し
、

明
治
二
年
大
阪
に-
造
幣 

局
に
入
り
、
後
に
は
三
等
の
技
師
ま
で
昇
進
し
十
九
年
六
十
七
歲 

で
病
歿
す
る
ま
で
主
と
し
て
銅
工
作
場
を
監
督
し
た(

造
幣
局
沿 

革

誌(

大
正
十
年)

。
こ
の
規
周
が
明
治
ハ
年
大
藏
省
に
提
出
し
た 

「
尺
度
比
例
書
」

に
享
保
尺
三
尺
二
寸
ハ
分
九
釐
二
四
八
が
ー 

メ 



ト
ル
に
當
る
と
し
て
居
る(
3

驚

は

tt
蠶

餐

蠶

麹
 

っ
て
提
出
し
た
尺
度
中
の
念
佛
尺
の
一
二
尺
二
寸
九
分
一
レ
。

こQ

數
・?

ぼ 

ffi
五
毛
と
あ
る
も
の
よ0

長
い
の
で
誤
植
でt

。 

J

 

\

グ
婁Z

ね 

桁
數
が
多
過
ぎ
る
の
で
單
な
る
計
算
値
で
、
實
物
に
由
っ
た
も
の 

明
治
度
制
の
起
原(

天
野)

で

な

い

こ

と

は

明

か

で

あ

る

。

明
治
三
年
制
度
局
の
文
書
中
に 

「
伊
能
某
ガ
實
測
セ
ル
ー
度
ノ
里
數
一
一
據
テ
量
レ
バ
ー
エ
ル 

ハ
曲 

尺
三
尺
二
寸
ハ
分
九
釐
二
四
八
一
一
當
ル
」

と

有

る

の

か

ら(

理
由 

は
不
明
で
あ
る
が)

轉
用
し
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
彼
が
雛
形
に 

刻
ん
だ
寸
法
も
大
分
長
く
內
田
の
と
異
る
。

〔
附
表(

12)
〕
こ
れ
は 

司
天
臺
に
勤
め
た
規
行
の
子
規
周
が
享
保
尺
の
寸
法
を
知
ら
な
か 

っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
や
う
に
檢
討
し
て
見
る
と
享
保
尺
は
決
し
て
幕
末
か
ら
明 

治
の
初
年
に
か
け
て
世
間
に
廣
く
知
ら
れ
て
居
た
尺
度
で
は
な
い
。 

そ
の
實
際
の
寸
法
を
知
っ
て
居
た
も
の
は
內
田
五
觀
以
外
に
在
っ 

た
と
し
て
も
極
め
て
少
數
で
あ
っ
た
と
考
へ 

て
差
支
へ
な
か
ら
う
。 

こ
れ
が
明
治
以
後
に
有
名
に
な
っ
た
の
は
大
藏
省
の
文
書
が
內
田 

の
傳
說
を
繰
返
し
た
か
ら
で
あ
る
。

(

詐)

商
工
省
に
享
保
尺
、
折
衷
尺
、
又㈣

郞
尺
の
三
種
の
尺
度
の 

目
盛
を
一
面
に
刻
ん
だ
眞
鑰
製
の
物
指(

附
表6

、7

、8
)

が
あ
り
ー 

時
大
野
規
周
作
と
し
て
あ
っ
た
が
、
こ
の
中
の
享
保
尺(
6
)

は(
1
)
 

(
4
)

に
近
い
。
し
か
し
こ
の
物
指
を
大
野
作
と
し
た
の
は(
5
)

の
又 

四
郞
尺
と
眞
鑰
の
色
が
酷
似
し
て
居
た
か
ら
で
、
古
い
記
錄
に
は
作
者

-M-
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は
な
い
。
又
、
大
野
規
周
初
期
の
作
に
獨
特
な
刻
印
も
な
い
。(5
 )

と 

同
一
材
料
か
否
か
を
檢
す
る
た
め
兩
者
の
間
の
熱
起
電
力
を
測
っ
た
。 

卽

ち(
6

、7

、8
)

と
(
5
)

と
の
一
端
を
接
觸
せ
し
め
て
氷
中
に 

差
し
込
み
他
端
に
そ
れ
ぞ
れ
導
線
を
つ
け
て
電
位
差
計
で
素
早
く
測
定 

す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
二
十
度
と
零
度
の
間
で
約
六
マ
イ
クP 

ボ
ル
ト
の
起
電
力
を
生
じ
、
蓉

作

の
(
2
)

と
(
3
)

と
が
ー
マ
イ 

ク
ロ
ボ
ル
ト
以
下
の
差
し
か
な
い
の
に
比
し
て
遙
か
に
大
き
く
同
質
性 

は
少
く
と
も
、
證
明
さ
れ
な
い
。
熱
起
電
力
は
極
め
て
敏
感
で
あ
る
か 

ら
、
各

々h
o
m
o
g
e
n
e
o
u
s

な
二
つ
の
金
屬
片
の
同
質
性
の
證
明
の 

ー
 

材
料
と
し
て
他
に
も
應
用
し
て
有
效
と
思
ふ
。
要
す
る
に
こ
の
物
指
は 

大
野
規
周
の
作
で
は
な
い
。

次
に
內
田
五
觀
が
享
保
尺
と
「
密
合
」
す
る
と
し
た
念
佛
尺
を
考
察 

し
よ
う
。
內
田
が
所
藏
し
た
竹
製
念
佛
尺
は
義
簡
が
獻
納
し
た
の
で
あ 

る
が
、
今
所
在
不
明
で
あ
る
。
享
保
尺
が
大
藏
省
の
文
書
で
土
御
門
家 

の
三
種
尺
の
一
つ
に
密
合
す
る
か
ら
、
內
田
の
考
へ
た
念
佛
尺
は
狩
谷 

掖
齋
の
そ
れ
と
等
長
に
な
る
。
し
か
し
工
匠
の
鐵
尺
に
對
し
掖
齋
は
七 

厘
長
い
と
し
、
内
田
は
又
四
郞
尺
よ
り
四
厘
長
い
と
し
て
居
る
の
で
、
 

又
四
郞
尺
と
工
匠
の
鐵
尺(

所
謂
曲
尺)

と
の
間
に
三
厘
位
の
差
が
生 

じ
る
。
こ
れ
は
又㈣

郞
尺=

=

曲
尺
と
す
る
大
藏
省
等
の
文
獻
と
は
矛
盾

一
四
二 

す
る
。
掖
齋
が
七
厘
の
差
と
し
た
の
は
過
ぎ
て
ゐ
る
ら
し
い
。 

し
か
し
大
野
規
周
の
刻
ん
だ
念
佛
尺(

13)

の
實
長
は
內
田
の
亠
孚
保 

尺
(
1
)

に
近
く
少
し
長
い
し
、
筆
者
の
所
藏
す
る
念
佛
尺
は
竹
製
の 

粗
末
な
る
も
の
で
あ
る
が
內
田
の
享
保
尺
よ
り
約
ー
釐
短
い
。
要
す
る 

に
工
匠
の
曲
尺
や
念
佛
尺
ほ
ー
釐
程
度
の
誤
差
は
免
れ
な
か
っ
た
も
の 

で
あ
ら
う
。
興
味
が
あ
る
の
は
內
田
の
說
明
書
に
天
保
年
間
蘭
學
の
大 

家
が
飜
譯
書
中
度
量
の
比
較
は
こ
の
念
佛
尺
に
依
っ
た
と
し
て
居
る
こ 

と
で
あ
る
。
高
野
長
英
に
親
炙
し
脱
獄
後
の
彼
を
匿
ひ
、
自
分
の
家
で 

飜
譯
も
さ
せ
た
の
で
あ
る
か
ら
こ
の
記
事
は
事
實
で
あ
ら
う
。
こ
れ
が 

高
橋
景
保
の
場
合
に
も
言
へ
る
と
す
れ
ば
後
述
の
如
く
折
衷
尺
の
問
題 

に
關
聯
し
て
來
る
。

又㈣

郞
尺
は
、
內
田
の
傳
へ
た
も
の(
3
)

は
大
野
規
行
が
所
持
し 

た
古
器
に
據
っ
た
の
で
、
規
周
の
そ
れ
と
も
大
體
は
「
致
す
る
ハ5
)

、
 

(

15)
。
唯
こ
れ
も
明
治
以
前
の
文
獻
に
は
餘
り
呼
ば
れ
な
い
名
で
あ
る
。 

*
(

明
治
■-££
年
頃
の
大
藏
省
調
査
で
も
竹
製
念
佛
尺
は
享
保
尺
の
〇
・
九 

九
八
か
ち
ー .
0
0
-
-
<

及
ん
で
ゐ
る
。
「
大R

本
貨
幣
史
參
考b

四

折

衷

尺

，
 

次
に
現
在
の
曲
尺
を
定
め
る
際
に
根
據
と
な
っ
た
所
謂
折
衷
尺
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を
考
察
し
て
見
よ
う
。

旣
に
上
述
の
享
保
尺
其
他
に
關
す
る
考
證
か
ら
も
伊
能
忠
敬
が 

享
保
尺
と
又
四
郞
尺
と
を
平
均
し
て
後
者
よ
り
二
釐
長
い
折
衷
尺 

を
創
っ
た
と
い
ふ
傳
說
に
或
程
度
ま
で
制
限
を
加
へ
る
こ
と
が
出 

來
る
。
卽
ち
若
し
そ
れ
が
事
實
と
す
れ
ば
、
享
保
尺
は
司
天
臺
の 

圭
尺
か
ら
、

又
四
郞
尺
は
大
野
家
所
藏
の
古
尺
か
ら
寫
す
外
は
無 

か
つ
た
で
あ
ら
う
。

し
か
し
元
來
こ
の
折
衷
の
傳
說
は
內
田
五
觀 

の
說
明
以
外
に
は
獨
立
の
資
料
が
見
當
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、

こ 

の
傳
說
が
今
日
で
も
尙
廣
く
行
は
れ
て
居
る
の
は
大
藏
省
度
量
衡 

改
正
掛
が
內
田
の
說
を

信
じ
て

屢

、ゝ

書
い
た
爲
で
あ
る
。

改
正
掛 

中

の

論

客

友

松

氏

敬

が

「
日
本
度
量
衡
誌
稿
」
中
で
こ
の
說
を
强 

調
し
た
の
も
他
に
根
據
が
有
っ
た
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
。

(

註)

此
。
書
は
明
治
初
年
の
度
量
衡
史
を
明
か
に
す
る
上
に
重
要
で 

あ
っ
た
ら
う
が
、
農
商
務
省
權
度
課
に
在
っ
て
農
災
で
燒
失
し
た
も
の 

ら
し
い
。

伊
能
忠
敬
折
衷
尺
の
傳
說
に
疑
ひ
を
抱
き
、
初
め
て
精
細
な
論 

評

を

下

し

た

の

は

故(

理
學
士)

大
谷
亮
吉
氏
で
あ
っ
た
。(

「
伊 

能
忠
敬
」

二
六
九
頁
—

二
八
三
頁)

氏
の
論
點
は
次
の
如
く
で
あ 

っ
た
。

一
、
忠
敬
の
小
圖
に
載
せ
た
高
橋
景
保
の
序
文
に
依
る
と 

明
治
度
制
の
起
原(

天
野)

こ

の

圖

は-

定
の
尺
度
を
用
ひ
た
こ
と
が
明
か
で
あ
る
が
、
忠
敬 

の

-->

量
地
傳
習
錄
」

に
所
有
の
尺
度
の
基
く
と
こ
ろ
も
、

折
衷
尺 

の
こ
と
も
記
述
が
な
い
。

二
、
同
じ
序
文
中
に
景
保
は
ト
ア
ズ
を 

六
尺
四
寸
二
分
と
し
て
居
る
が
、

こ
れ
に
五
釐
の
誤
差
を
許
し
て 

も
こ
れ
か
ら*

算
す
る
と
こ
の
一
尺
は
〇•

三
〇
三
三
五i

〇•

三 

〇
三
ハ
ニ
メ
ー
ト
ル
で
五
觀
の
折
衷
尺
と
は
尙
-

釐
以
上
の
喰
ひ 

違
ひ
が
あ
る
。

三
、
寬
政
改
曆
の
際
主
と
し
て
高
橋
至
带
、
間
重 

富
の
下
で
製
作
さ
れ
た
圭
表
儀
の
表
尺
は
有
力
な
根
據
に
基
き
決 

定
さ
れ
た
も
の
で
ち
ら
う
。
然
ら
ば
至
時
、

重
富
の
指
導
を
受
け 

て
新
に
學
界
に
入
っ
た
忠
敬
が
こ
の
尺
度
に
改
竄
を
加
へ
る
と
は 

考
へ
難
い
。

四
、

伊
能
家
に
大
切
に
保
存
さ
れ
て
來
た
二
本
の
尺 

度
は
圭
表
儀
の
表
尺
た
る
こ
と
明
か
で
あ
る
。

そ

の

長

さ

は

〇

・
 

三

〇

三

二

五

及

び

〇•

三
〇
三
三
六
メ
ー
ト
ル
で
こ
れ
こ
そ
彼
の 

測
量
の
基
本
と
し
た
尺
度
と
思
は
れ
、

折
衷
尺
の
長
さ
と
異
る
。 

こ
・
の
推
論
に
由
っ
て
大
谷
氏
は
伊
能
折
衷
尺
の
說
を
否
定
し
、
忠 

敬
の
基
本
と
し
た
尺
は
現
行
の
尺
の
一
尺
一
釐
程
の
も
の
と
し
た 

の
で
あ
っ
た
。

大
谷
氏
の
推
論
は
確
か
に
傾
聽
す
べ
き
內
容
に
富
ん
で
居
る
。

-

四
三
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し
か
し
氏
の
結
論
に
全
面
的
に
從
ふ
こ
と
は
尙
早
で
む
る
と
思
ふ
。 

そ
の
理
由
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

忠
敬
の
測
量
器
械
を
製
作
し
た
大
野
彌
三
郞
規
行
は
恐
ら
く
忠 

敬
の
使
用
し
た
尺
度
を
知
っ
て
居
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
と
こ
ろ 

が
こ
の
規
行
と
內
田
五
觀
が
交
涉
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
規
行
作
の 

內
田
の
所
謂
折
衷
尺(
2
)

の
裏
面
に
「
詳
證
館
」
と
作
者
の
書
體 

で
刻
ん
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
か
で
あ
る
。

「
二
釐
長
」
と
も
刻 

ん
で
あ
る
が
、
內
田
が
何
の
根
據
も
な
く
又
四
郞
尺
よ
り
二
釐
長 

い
尺
度
を
作
ら
せ
た
と
は
考
へ
難
い
。

「
折
衷
」

の
名
は
內
田
の 

命
名
と
し
て
も
寸
法
は
何
か
規
行
の
方
に
根
據
が
あ
っ
た
の
で
は 

あ
る
ま
い
か
。

ト
ア
ズ
の
換
算
に
し
て
も
景
保
か
ト
ア
ズ
と
尺
を 

自
ら
實
測
し
た
模
樣
も
な
い
の
で
六
尺
四
寸
二
分
の
數
字
の
出
所 

を
忠
敬
の
基
本
尺
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
必
ず
し
も
確
實
で
は
な 

い
。

そ
の
換
算
の
寸
法
も
五
釐
の
誤
差
を
許
し
た
場
合
、
は
じ
め 

て
伊
能
家
に
存
す
る
尺
度
の
中
の
一
本
の
み
が
辛
う
じ
て
そ
の
誤 

差
範
圍
に
か
ゝ
る
だ
け
で
、
有
力
な
根
據
に
は
な
ら
ず
寧
ろ
あ
ま 

り
都
合
が
宜
し
く
な
い
。
却
っ
て
換
算
値
は
享
保
尺
及
び
念
佛
尺 

に
・
一
致
す
る
が
、

こ
れ
は
後
に
蘭
學
大
家
の
飜
譯
が
念
佛
尺
に
依

-

四
四 

っ
た
と
言
ふ
こ
と
と
考
へ 
合
せ
る
と
益
・
六
尺
四
寸
二
分
の
出
所 

が
こ
れ
ら
し
く
思
は
れ
る
。

又
、
伊
能
家
に
存
す
る
尺
の
中
、
田 

中
丹
柳
作
の
分
は
端
ま
で
寸
法
に
入
っ
て
居
る
の
で
嘗
て
東
京
帝 

大
理
學
部
で
測
っ
た
時
に
は
九
寸
の
箇
所
の
寸
法
か
ら
一
尺
の
そ 

れ
を
割
り
出
し
、

し
か
も
そ
れ
も
場
所
に
よ
り
相
當
違
ふ
の
で
平 

均
し
た
と
言
ふ
。
今
、
筆
者
が
伊
能
家
で
こ
れ
を
見
る
と
成
程
九 

寸
の
箇
所
で
は
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、

九
寸
九
分
の
箇
所
で
は
現 

行
の
曲
尺
に
依
る
も
の
と
極
め
て
近
い
。
故
に
伊
能
家
の
尺
度
の 

中
の
少
く
と
も
一
本
は
內
田
の
折
衷
尺
と
本
質
的
に
基
本
が
違
ふ 

と
は
輕
々
に
斷
定
し
得
な
い
。
圭
表
尺
を
直
ち
に
測
量
の
基
本
と 

す
る
こ
と
に
も
一
抹
の
不
安
が
あ
る
。(

追
記2

參

照) 

そ
こ
で
何
か
他
に
伊
能
忠
敬
の
測
量
、•

製
圖
の
基
本X

を
確
め 

る
資
料
は
な
い
か
と
考
へ
る
と
、

先
づ
地
圖
で
あ
る
。
紙
の
延
び 

縮
み
は
忠
敬
自
身
が
注
意
し' 

そ
の
為
に
こ
そ
寸
法
を
蚩□

き
入
れ 

た
の
で
あ
る
か
ら
、
勿
論
嚴
密
な
事
は
言
へ
な
い
と
思
っ
た
が
念 

の
爲
に
測
っ
て
見
た
。
筆
者
は
佐
原
の
伊
能
家
で
中
圖
の
緯
度
三 

十
五
度
に
沿
ひ
伊
勢
か
ら
房
州
沖
ま
で
東
西
に
五
度
測
っ
て
平
均 

し
て
見
た
。

そ
の
平
均
實
長
は
現
行
尺
の
一
尺
三
寸
三
分
三
釐
弱
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で(

最
大
の
も
の
も
一
斥
三
寸
四
分
六
釐
弱)

、
忠
敬
が
一
尺
三
寸 

ハ
分
六
厘
に
描
い
た
と
い
ふ
の
と
大
差
が
あ
る
。

こ
れ
は
紙
の
縮 

み
と
し
て
も
大
に
過
ぎ
る
が
尺
度
の
差
と
も
思
は
れ
な
い
。

地
圖 

の
寸
法
は
こ

れ
で

全
く
目
的
に
適
し
な

い
こ

と
が

判
明
し
た
。 

(

南
北
は
卷
い
た
皺
で
不
正
確
に
し
か
測
れ
ぬ
が
略
同
程
度
の
差 

が
あ
っ
た)

・
地
圖
に
記
し
た
、銚
子
、
若
越
界
及
び
石W

ー
ー
本
松
間
の
東
西
距
離
六 

尺
七
寸
九
分
六B

及:
■:
尺
一
寸
五
分
九
厘
に
對
し
て
も
實
測
値
は
六
尺 

六
寸
/'<

分㈣

原
及:

尺
八
分
零
ffi
で
ち
っ
た9
 

と
こ
ろ
が
こ
ゝ

に
大
野
規
周
の
雛
形
中
に
「
測
量
尺
」
と
名
付 

け

「
寬
政
年
間
日
本
海
岸
繪
圖
ヲ
製
ス
ル
ガ
爲
メ
作
ル
所
ナ
リ
」 

と
說
明

し

た

も

の

が

あ

る(

附

表
(

14)
)

。

規
周
は
そ
の
三
尺
三 

寸
ニ
釐
を
一 

メ
ー
ト
ル
と
し
た
が
こ
の
數
字
の
絕
對
値
は
、
實
測 

か
ら
復
原
し
て
見
た
彼
の
所
謂
一 

メ
ー
ト
ル
が
長
過
ぎ
る
こ
と
附 

表
か
ら
見
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
か
ら
問
題
に
な
ら
ぬ
。

し
か
し
、
 

又
四
郞
尺
と
の
差
が
一
尺
に
つ
き
殆
ん
ど
二
釐
と
考
へ 

て
居
る 

點
は
動
か
せ
な
い
。L

か
も
實
長
は
規
行
作
內
田
所
傳
の
折
衷
尺 

(
2
)

に
殆
ん
ど
一
致
し
却
っ
て
僅
か
に
短
い
こ
と
は
、
伊
能
家
の 

阴
治
度
制
の
起
原(

天
野)

尺
と
は
反
對
で
あ
る(

尙
、
念
の
た
め
規
行
の
又
四
郞
尺(
3
)

と 

雛
形
中
の
又
四
郞
尺
と
を
比
較
す
れ
ば
こ
れ
も
良
く 

一
致
す
る
。) 

結
局
、

折
衷
尺
の
傳
說
は
或
は
內
田
五
觀
に
出
た
も
の
か
も
知 

れ
ぬ
が
、

そ
の
寸
法
は
伊
能
忠
敬
の
測
量
、

製
圖
の
基
本
と
し
た 

尺
と
一
致
す
る
可
能
性
が
否
定
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

五

結
 

論 

• 

こ
の
や
う
に
見
來
る
と
明
治
初
年
政
府
が
採
っ
て
以
て
基
本
と 

し

た

尺

度

の

根

據

は

極

め
て

不

確

實
な

も

の
で

あ

っ

た

。

そ
れ 

は
當
時
の
社
會
情
勢
か
ら
見
て

1E
む
を
得
な
か
っ
た
と
は
言
へ
、
 

杜
撰
の
譏
を
免
れ
な
い
。

そ
れ
は
一
時
を
糊
塗
す
る
た
め
の
現
實 

と
の
妥
協
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

こ
れ
も
依
る
べ
き
根
據
あ
る
尺
度 

を
本
邦
に
見
出
し
得
な
か
つ
た
結
果
で
ち
る
。

し
か
し
、

明
治
維 

新
の
思
想
的
原
動
力
と
な
っ
た
革
新
の
精
神
は
、

そ
の
合
理
性
と 

實
證
性
の
性
格
に
依
て
科
學
的
精
神
と
相
通
ず
る
も
の
が
あ
っ
た
。 

そ
の
精
神
は
こ
の
一
時
的
な
停
滯
の
時
期
に
も
尙
枯
渴
せ
ぬ
底
流 

と
し
て
働
い
て
居
た
。
卽
ち
大
藏
省
當
局
を
始
め
と
し
て
多
く
の 

識
者
は
、
遠
か
ら
ぬ
將
來
に
メ
ー
ト
ル
制
の
採
用
の
時
機
の
來
る

一
四
五
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こ
と
を
期
待
し
て
居
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
明
治
二
十
四
年
の
度 

量
衡
法
は
形
式
上
は
尺
、
貫
を
基
本
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
 

實
は
そ
の
一
尺
は
一 

メ
ー
ト
ル
の
三
十
三
分
の
十
と
し
て
定
義
さ 

れ
た
の
で
あ
る
か
ら
眞
の
基
本
は
メ
ー
ト
ル
に
あ
っ
た
。

た
ヾ
こ 

の
一
尺
が
殆
ん
ど
折
衷
尺(
2
)

と
一
致
す
る
點
に
、

上
述
の
歷 

史
が
生
き
續
け
た
の
で
あ
る
。

顧
る
と
僅
か
百
年
乃
至
百
五
十
年
以
來
の
尺
度
の
變
遷
史
も
疑 

惑
と
臆
測
に
包
ま
れ
た
部
分
が
餘
り
に
多
い
。

こ
の
問
題
，に
關
す 

る
明
治
以
前
の
文
獻
で
そ
の
記
述
を
直
ち
に
信
じ
て
根
據
と
す
る 

こ
と
の
出
來
る
も
の
は
殆
ん
ど
な
い
。

し
か
し
幸
に
尺
度
は
數
量
的
に
明
確
な
も
の
で
あ
る
。
從
っ
て 

尺
度
が
現
に
殘
存
レ
て
居
る
場
合
に
は
こ
れ
を
實
驗
的
に
取
扱
ふ 

こ
と
に
依
っ
て
、
通
常
の
歷
史
記
述
が
企
及
し
得
な
い
精
密
性
を 

獲
得
す
る
こ
と
す
ら
可
能
で
あ
る
。

一
般
に
言
っ
て
、
歷
史
的
遺 

品
を
物
理
的
、
化
學
的
に
檢
討
す
る
こ
と
は
文
獻
調
査
に
便
宜
の 

乏
し
い
科
學
に
携
は
る
者
に
取
っ
て
極
め
て
有
效
な
硏
究
方
法
と 

考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

•

(

內
田
五
觀
、

大
野
規
周
と
藤
島
常
興
の
傳
に
就
て
は
他
の
機

一
四
六 

會
に
發
表
し
た
い
。) 

〔
迫
記1

〕
」
永
承
一
ニ
種
尺
」
に
就
て
は
東
京
帝
室
博
物
餡
列
品
課
の 

.
厚
意
に
よ0

最
近
に
至0

特
別
觀
覺
の
便
宜
を
得
た
。
そ
の
際' 

鑑
査 

官
石
田
茂
作
、
矢
鳥
恭
介
兩
氏
も
略e

狩
谷
掖
齋
の
見
解
を
裏
書
き
し
・ 

近
世
の
僞
作
ら
し
い
と
さ
れ
た
。
三
種
の
尺
の
寸
法
は
現
行
曲
尺
の
ー 

尺
二
厘(

”
內
田
の
享
保
尺)

、
一
尺
二
寸
五
厘
、

一
尺
二
寸
五
分
九
厘 

で
、
私
見
で
は
恐
ら
く
旣
製
の
三
種
の
物
指
か
ら
夫
々
寫
し
た
も
の
で 

あ
ら
う
。
要
す
る
に
明
治
初
年
の
大
藏
的
の
調
査
は
考
證
學
的
に
は
頗 

る
杜
撰
で
科
學
性
を
缺
い
て
居
た
。
所
謂
革
新
氣
分
の
中
に
、

ニ
ー
の 

人
士
の
意
見
が
無
批
判
的
に
採
用
さ
れ
て
、
質
實
な
科
學
的
實
證
的
檢 

討
が
忘
れ
ら
れ
る;

は
他
に
も
有
る
事
で
戒
め
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
。

〔
追
記2
 J

大
矢
眞
一
氏
の
厚
意
に
上
り
「
算
法
地
方
大
成
斥
非
問
答
」 

を
見
た
と
こ
ろ
、
內
田
五
觀
の
親
友
奧
村
喜
三
郞(

城
山)

は
伊
能
忠 

敬
の.
門
弟
で
お
っ
た
。
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「
シ
ー
ボ
ル
ト
硏
究
」
へ
の
補
遺

古

川

 

晴

男

 

小
生
は

先
年
日
獨
文
化
協
會
編
「
シ
ー
・
ボ
ル
ト
硏
究
」(

昭
和
十 

三
年
發
行)

中

に

「
日
本
學
會
所
藏
筆
者
不
明
の
昆
蟲
類
の
和
名• 

獨

名
•

學
名
對
照
表
に
就
い
て
」
な
る
一
文
を
揭
載
し
、

シ
ー
ボ 

ル
ト
關
係
の
一
枚
の
肉
筆
手
記
に
對
し
て
些
か
考
證
を
行
っ
た
。 

此
の
手
記
は
種
々
な
昆
蟲
の
和
名
を

口
 —
マ
字
で
書
綴
り
、

そ
の 

右
方
に
夫
に
相
應
す
る
獨
名
又
は
ラ
テ
ン
名
を
書
入
れ
た
も
の
で 

あ.
る
。
小
生
が
敢
て
筆
者
不
明
と
し
た
の
は
、

そ
の
筆
跡̂

 

く
シ
ー
ボ
ル
ト
の
自
筆
と
異
る
如
く
思
は
れ
た
爲
で
あ
っ
て
、

さ 

れ
ば
と
言
っ
て
日
本
人
の
弟
子
達
の
筆
跡
に
も
似
て
ゐ
な
い
の
で 

あ
る
。

し
か
し
和
蘭
名
で
無
く
獨
逸
名
が
出
て
來
、

又
字
體
が
所 

謂
獨
逸
式
書
體
で
あ
る
處
か
ら
見
る
と
、
弟
子
達
に
和
名
を
言
は 

せ
て
シ
ー
、ボ
ル
ト
が
夫
と
獨
逸
名
と
を
書
い
て
行
っ
た
の
か
も
知 

れ
な
い
の
で
あ
る
。
各
種
類
に
番
號
が
打
っ
て
あ
る
點
か
ら
見
る 

と
、
是
は
或
は
標
本
に
つ
け
た
番
號
な
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
標 

「
シ1

ポ
ル
ト
硏
究
」

へ
の
補
遣(

古
川)

本
の
有
無
は
ラ
イ
デ
ン
博
物
館
へ
で
も
調
べ
に
行
か
な
け
れ
ば
解 

決
さ
れ
な
い
で
あ
ら
う
。
兎
に
角
こ
の
一
枚
の
紙
切
に
は
相
當
色 

色
な
因
緣
が
あ
り
さ
う
で
あ
る
。

小
生
は
當
時
是
ら
六
十
一
種
の
名
に
つ
い
て
、
本
邦
各
地
の
方 

言
を
も
參
照
し
て
何
と
か
見
當
を
つ
け
て
置
い
た
。
と
こ
ろ
が
數 

個
の
和
名
は
方
言
の
中
に
も
う
ま
く
當
は
ま
ら
な
い
の
で
、
疑
問 

の
儘
に
せ.
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

こ
の
疑
問
は
今
日
で
も
ま
だ
大 

部
分
は
手
に
負
へ
ぬ
の
で
あ
る
が
、

そ
の
內

一
つ
だ
け
が
最
近
入 

手

し

た

「
蟲
類
名
彙
」(

明
治
年
間
に
發
行
、
本
書
に
就
て
は
別
に 

誌
す
所
存)

な
る
本
を
見
て
行
く
內
に
ゃ
ゝ
判
っ
た
。
第
二
十
八 

種

に

對

し

て

小

生

はK
a
t
a
g
i
s
u
k
a
k
e

と
讀
ん
で
置
い
た
が
、
是 

へ
の
手
掛
り
が
少
し
く
出
て
來
た
の
で
あ
る
。

ま
づ
是
に
對
す
る 

獨

名

はW
a
n
z
e

で
、
南
京
蟲
か
廣
く
は
椿
象
の
事
で
あ
る
。

と 

こ

ろ

が

「
名
彙
」

二
十
四
頁
に
カ
タ
ギ
ヌ
ム
シ
と
云
ふ
の
が
あ
り
、
 

更
に
十
三
頁
に
は
ホ
ウ(

椿
象
の
一
方
言)

の
傍
に
カ
タ
ギ
ヌ
ム
シ 

と

あ

っ

て

「
同
一
種
」

と
記
さ
れ
て
ゐ
る
。

し

て

見

る

と

「
對
照 

表
」
も

K
a
t
a
g

s-u
m
u
s
i

と
書
い
て
あ
り
さ
う
な
の
に
、
矢
張
何 

度

見

て

もK
a

s-g
i
s
u
k
a
K
e

と

判

然

讀

め

る(

拙
文
に
添
へ 

た
原

一
四
七
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科
學
史
硏
究 

第
一
號 

品
寫
眞
參
照)

。

そ
こ
で
結
論
及
び
今
後
へ
の
手
掛
り
を
耍
約
し 

て
見
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

(
Z
)

「
對
照
表
」

の

所

謂

「
カ
タ
ギ
ス
カ
ケ
」

は

南

京

蟲(

我 

國
に
は
明
治
初
年
頃
に
輸
入
さ
れ
た
由
で
あ
る
か
ら
、

此
の
手
記 

に
出
て
來
さ
う
も
無
い
事
は
尙
ほ
確
か
で
あ
る)

で
は
無
く
て
椿 

象
で
あ
る
。

(
2
)

「
カ
タ
ギ
ヌ
ム
シ
」

は
肩
衣
蟲
で
、
肩
衣
と
は
上
下
の
上 

衣
の
方
の
事
。
椿
象
の
形
態
を
熟
知
す
る
者
に
と
っ
て
は
、

こ
の 

名
の
方
が
今
日
我
々
の
用
ひ
て
ゐ
る
カ
メ
ム
シ
な
ど
よ
り
遙
か
適 

切
で
あ
る
と
の
感
が
深
い
。
「
カ
タ
ギ
ス
カ
ケ
」
は
「
肩
衣
ス
カ
ケ
」 

で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、

ま
づ
此
の
樣
な
方
言
の
有
無
を
確
め
度 

い
。
是
は
シ
ー
ボ
ル
ト
の
爲
に
日
本
の
昆
蟲
の
記
事
を
蘭
譯
し
て 

や
っ
た
石
井
宗
謙
と
か
そ
の
原
著
の
著
者
と
謂
は
れ
る
大
河
內
存 

眞
等
の
生
國
た
る
名
古
屋
方
面
の
方
言
採
集
を
し
た
ら
判
る
か
も 

知
れ
な
い
。
尙
ほ

「
カ
タ
ギ
」
を
堅
い
木
の
意
味
の
堅
木
や
版
木 

等
の
意
の
模
な
ど
に
當
て
る
の
は
無
意
味
で
あ
ら
う
。
夫
に
し
て 

も
、
「
ス
カ
ケ
」

な

る

語
は

全

く

解

し

難

い(

「
巢
掛
け
」

で
は
意 

味
が
と
れ
ぬ)

。

一
四
ハ

(
3
)

更
に
大
膽
な
假
說
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、

次
の
樣
な
過 

程
を
考
へ
る
の
で
あ
る
。(

イ)

「
對
照
表
」

が
初
め
片
假
名
で
書 

か
れ
て

ゐ
て

夫
を
シ
ー
ボ
ル
ト(

又
は
他
の
人)

が
讀
誤
っ
て
口 

—

マ
字
に
寫
し
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
す
る
と
、
「
ヌ
」
を

「
ス
」 

に
誤
る
の
は
最
も
有
り
得
る
事
だ
し
、
「
ム
」

を

「
カ
」
に
、
「
シ
」 

を

「
ケ
」

に
誤
る
事
も
續
け
字
の
際
に
は
無.
い
と
は
言
へ
・
ぬ
。

こ 

の

場

合

は

元

々

「
肩
衣
蟲
」

で
あ
っ
た
事
に
な
る
。(

H
)

「
カ
タ 

ギ
ヌ
カ
ケ
」(

肩
衣
掛
け)

な

る
方
言
が
あ
っ
て(

是
も
實
證
を
要 

す
る)

、

「
ヌ
」

が

「
ス
」

に
誤
ま
ら
れ
た
場
合
。
讀
誤
り
な
ら
こ 

の
方
が
よ
り
自
然
で
あ
る
。

紙
不
足
の
折
か
ら
こ
の
樣
な
記
事
を
書
く
の
は
氣
が
ひ
け
る
の 

で
あ
る
が
、
前
記
著
書
の
不
完
全
さ
が
氣
に
な
る
の
で
敢
え
て.
筆 

を
執
り
、

大
方
の
叱
正
を
待
つ
次
第
で
あ
る
。
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ギ

リ

シ

ア

人

の

技

術

H
.

 D
i
e
K
A

 
ミ
^.r

T
e
c
h
n
i
r

3
.  

A
U
H
.

 

1
9
2
4

に
つ
い
て

平 

田 

寬

ま
づ
初
め
に
斷
っ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
ぬ
こ.
と
は
、
本
書
旳
古
代
技 

術
全
般
に
觸
れ
て
ゐ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
取
扱
は
れ
て
ゐ
る
問
題
は
、
著 

者
自
身
の
「
硏
究
に
接
近
し
て
、
か
つ
有
益
な
例
と
な
り
得
る
、

一
定
の 

領
域
と
時
期
と
に
お
け
る
」(

ニ
頁)

技
術
の
各
事
項
で
あ
い
。
し
か
も
、
 

そ
の
う
ち
で
も
全
般
的
に
論
じ
た
と
見
ら
れ
る
第
一
講
に
お
い
て
さ
へ
、
 

著
者
は
か
う
い
っ
て
ゐ
る
、
「
現
象
の
無
限
の
變
化
は
、
單
に
暗
示
的
に 

し
ろ
、
論
じ
盡
さ
う
と
は
思
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
眞
の
知
識
と
い
ふ
も 

の
が
あ
り
と
す
れ
ば
、
も
の
ご
と
を
表
面
的
な
博
識
で
論
じ
よ
う
と
し
た 

り
、
僅
少
の
專
門
知
識
を
振
翳
し
て
、
箇
々
の
も
の
の
洞
察
に
代
ふ
る
に 

巧
妙
な
る
普
遍
を
も
っ
て
せ
ん
と
す
る
こ
と
は
、
よ
く
な
い
か
ら
で
あ
る
」 

(

二
頁)

と
。
し
か
し
、
か
や
う
な
言
葉
は
、.
著
者
の
や
う
な
碩
學
に
し 

て
初
め
て
、
眞
に
吐
露
で
き
る
言
葉
で
fe
っ
て
、
本
書
に
接
す
る
と
き
、
 

か
へ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
特
殊
的
な
も
の
の
う
ち
に
、
全
般
的
な
も
の
へ 

ギ
リ
シ
ア
人
の
技
術(

平
田)

の
貴
重
な

7K
唆
を
う
け
ず
に
は
を
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
書
の
特
色
は 

何
と
い
っ
て
も
、
文
獻
學
的
權
威
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
か
ら
の
技
術
作 

品
の
巧
緻
な
復
原
方
法
の
記
述
と
で
fe
ら
う
。
し
か
し
こ
ゝ
で
は
、
こ
れ 

ら
の
、
插
圖
と
詳
述
と
を
要
す
る
特
色
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
は
、
遺
憾 

な
が
ら
許
さ
れ
な
い
か
ら
、
私
は
た
ド
、
こ
の
書
か
ら
得
ら
れ
た
古
代
技 

術
の
槪
貌
だ
け
を
紹
介
す
る
。

な
ほ
序
で
な
ー
か
ら
、
こ
の
書
の
第
一
版
が
第
一
次
歐
洲
大
戰
の
勃
發
直 

前
(

一
九
一㈣

年)

に
、
第
二
版
の
改
訂
版
が
大
戰
終
了
前2

九
一
九 

年)

に
出
版
さ
れ
た
た
め
か(

第
三
版
は
著
者
の
死
後
、
第
二
版
の
ま
ゝ
で 

出
版
さ
れ
た)

、
そ
の
論
述
に
は
、
著
者
の
ド
イ
ツ
民
族
に
對
す
る
强
烈
な 

る
關
心
が
讀
み
と
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
民
族
的
關
心
は
、
本
書
の
學
問 

的
價
値
を
夕
し
も
損
じ
て
は
ゐ
ず
、
む
し
ろ
、
技
術
の
立
地
性•

特
殊
性 

に
對
す
る
、
著
者
自
身
の
無
意
識
的
表
示
の
や
う
に
さ
へ
思•
は
れ
る
。 

・
〔第
一
講
〕
ギ
リ
シ
ア
人
の
科
學
と
技
術
、
〔
第
二
講
〕
古
代
の
戶
と
錠
、
 

〔
第
三
講
〕
蒸
汽
器
械
、
自
動
裝
置
お
よ
び
賃
金
表
示
器
、
〔
第
四
講
〕
古 

代
の
通
信
術
、
〔第
迟
講
〕
古
代
の
飛
道
具
、
〔
第

./<
講
〕
古
代
の
化
學
、
 

〔
第
七
講
〕
古
代
の
時
計
。

た
と
へ
ば
、
第
二
版
序
言
、
三
八
頁
、

一
ー
九
—
二
〇
頁
、
二
三
二 

頁
な
ど
。
特
に
、
一
ー
九
—
二
〇
頁
で
は
、
「
こ
の
軍
事
技
術(

近
代
砲) 

の
完
成
を
、
ド
イ
ツ
天
才
の
非
文
化
的
傳
道
の
證
據
と
看
做
す
人
た
ち 

に
は
、
…
…
グ
ー
テ
ン
・
ヘ
ル
ク
の
や
う
な
發
明
家
を
想
起
せ
し
む
べ
き 

一
四
九
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科
學
史
硏
究 

第
一
號 

で
あ
る
。
ま
た
、
・：••:

コ
ペ
ル
ー
ー
ク
ス
、
ケ
プ
レ
ル
そ
の
他
そ
れ
以
後 

の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
多
く
の
人
類
の
恩
人
た
ち
を
想
起
せ
し
む
べ
き
で 

.
あ
る
。
す
べ
て
の
眞
の
ド
イ
ツ
人
が
最
も
好
む
と
こ
ろ
は
、
こ
れ
ら
の 

人
び
と
に
よ
っ
て
鍛
へ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
精
神
的
武
器
を
も
っ
て
戰
ふ 

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
物
質
的•

精
神
的
進
步 

を
阻
ま
ん
と
す
る
嫉
妬
ぶ
か
き
隣
人
ど
も
が
、
萬
ー
、
あ
く
ま
で
他
の 

武

器(

物
質
的
武
器)

を
も
っ
て
戰
端
を
挑
む
の
日
來
ら
ん
か
、
わ
れ 

わ
れ
も
ま
た
武
裝
す
る
こ
と
を
、
彼
等
は
知
る
で
あ
ら
う
」
と
あ
る
。

2
 

著
者
は
、
科
學
と
技
術
の
そ
れ
ぞ
れ
の
槪
念
規
定
を
明
確
に
指
示
し
て 

ゐ
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
場
合
、
規
定
の
困
難
さ
の
た
め
で
な
く
、
兩
者
を 

素
朴
な
意
味
で
、

つ
ま
り
蠶
的
に
理
解
し
て
お
い
て
差
支
へ
な
か
っ
た 

か
ら
で
あ
ら
う
。
著
者
は
、
科

學
を

「
理
論
」(

T
h
e
o
r
i
e
)

に
、
・
技
術
を 

「實
際
」(

p
r
a
x
i
s
)

ま
た
は
「經
驗
」(

E
M
a
h
m
n
g
)

に
對
置
し
て
論 

述
し
て
ゐ
る
。

・

三
七
一
三
九
頁
に
揺
け
る
論
述
は
、
阴
ら
か
に
さ
う
で
ち
る
。 

さ
て
今
日
、
古
代
人
の
文
藝
、
科
學
お
よ
び
哲
學
は
、
そ
れ
ぞ
れ
か
な 

り
紹
介
も
さ
れ
、
正
當
に
評
價
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
と
に
哲
學
は
、
現
實
的 

力
を
も
つ
も
の
と.
し
て
、
無
限
に
感
謝
さ
れ
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
が
、
技
術 

に
つ
い
て
だ
け
は
、
人

し

て

ゐ

る

。
蒸
汽
、
電
氣
、
航
空
機
の
時

「
五
〇 

代
は
、
古
代
世
界
の
こ
の
領
域
に
お
け
る
貧
弱
な
端
緖
を
、
微,
笑
み
な
が 

ら
囘
顧
し
て
ゐ
る
に
す
ぎ
な
い(

四
〇
頁)

。
し
か
し
眞
に
技
術
史
を
學
ん 

だ
人
で
あ
れ
ば
、
知
っ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う!
—

「
も
し
、
古
代
の
技
術
者
、
 

職
人
の
空
想
的
な®

想
や
手
探
り
な
試
み
が
な
く
、
か
つ
、
愚
昧
な
る
中 

世
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
き
た
そ
れ
ら
の
技
術
的
文
獻
の
種
々
な
斷
片
的 

遺
物
が
な
け
れ
ば
、
今
日
世
界
が
誇
る
工
業
的
、
技
術
的
文
化
の
頂
點
に 

は
達
せ
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
」(

第
二
版
序
肓)

—
!

こ
と
を
。 

古
代
技
術
の
發
展
が
、
古
代
科
學
に
比
し
目
覺
し
く
な
か
っ
た
の
は
、
 

技
術
の
輕
視
が
古
代
世
界
を
通
じ
て
行
は
れ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し 

て
そ
の
た
め
、
技
術
的
發
見
の
普
及
は
局
限
さ
れ
、
ま
た
、
技
術
が
實
際 

的
な
目
的
よ
り
も
、
む
し
ろ
遊
戲
的
な
も
の
に
注
意
が
向
け
ら
れ
て
ゐ
た 

(

六
〇
頁)

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
現
象
は
、
何
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た 

の
で
あ
ら
う
か
。
デ
ィ
ー
ル
ス
は
こ
れ
を
、
次
の
や
う
な
觀
點
か
ら
說
い 

て
ゐ
る(

三
一
—
三
三
頁)

。

そ
れ
に
よ
る
と
、
古
代
人
は
民
主
的
な
都 

市
形
態
を
發
展
さ
せ
た
け
れ
ど
も
、
思
想
的
に
は
ま
っ
た
く
貴
族
的
で
あ 

っ
た
。
技
術
者
は
職
人
と
看
做
さ
れ
、
「
美
に
し
て
善
良
な
る
」
貴
族
階 

級
か
ら
、
職
人
や
農
民
を
隔
て
る
鐵
壁
は
打
破
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
科
學
と 

技
術
と
が
最
高
度
に
達
し
た
へ
レ
ニ
ス
ム
ス
時
代
に
お
い
て
さ
へ
、
技
術 

者
の
地
位
は
、
何
ら
變
っ
て
ゐ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
技
術
は
、
 

狹
い
一
部
の
好
事
家
仲
間
に
制
約
さ
れ
、
い
は¢

第
十
七
、
ハ
世
紀
に
お
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け
る
ご
と
く
、
遊
戲
的
な
も
の
に
一
つ
の
特
色
を
も
つ
に
い
た
っ
た
の
で 

あ
る
。
ま
た
、
技
術
的
發
見
の
普
及
が
局
限
さ
れ
た
理
由
と
し
て
は
、
古 

代
の
奴
栽
經
濟
が
擧
げ
ら
れ
る
。
ギ
リ
シ
ア
やP
1

マ
世
界
の
工
業
中
心 

地
に
お
け
る
手
仕
事
の
蔑
視
に
よ
っ
て
、
奴
隸
經
濟
は
、
ま
す
ま
す
奴
隸 

の
働
く
工
場
へ
第
し
、
自
由
勞
働
は
制
約
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
、
に 

お
い
て
、
手
仕
事
に
代
は
・
る
べ
き
機
械
を
製
作
せ
ん
と
す
る
衝
動
は
失
は 

れ
た
の
で
あ
る
。

ロ
ー
マ
帝
國
時
代
に
お
い
て
奴
隸
階
級
が
、

マ
の 

平

和(
p
a
x

 r
o
m
a
n
a
j

の
た
め
に
漸
次
衰
亡
し
た
頃
は
、
人
手
不
足
を 

叫
つ
ば
ら
技
術
的
動
力
で
補
充
す
る
事
が
も
は
や
で
き
な
く
な
っ
て
ゐ
た
。 

・
たT

し
、
醫
術
と
軍
事
技
術
と
だ
け
は
、
い
く
ぶ
ん
例
外
で
ち
っ
た 

(

二
九
頁)

。

.*

・
古
代
の
民
主
主
義
國
家
は
、
現
代
の
貴
族
主
義
國
家
よ0

も
、
い
っ 

そ
う
社
會
的
、
貴
族
主
義

〈s
oc
ia
l
’a
r
i
s
o
k
r
a

Er.s
c
h
e
r
)

 

で
お
っ
た 

(

四
〇
—㈣

一
頁)

。

か
く
て
技
術
の
輕
視
は
、
古
代
技
術
を
き
び
し
く
特
色
づ
け
た
け
れ
ど 

も
、
他
面
ま
た
、
古
代
技
術
が
多
少
と
も
科
學(

理
論)

と
の
關
聯
に
お 

い
て
成
立
し
て
ゐ
た
こ
と
も
、
見
逃
し
得
ぬ
事
實
で
あ
る
。
そ
の
い
ち
じ 

る
し
い
例
と
し
て
、
對
稱 

(
s
y
m
m
e
t
.
r
i
e
y

 

比

例(
p
r
o
p
o
r
b
i
o
n

)
 

な 

ど
、
つ
ま
り
合
理
化
の
導
入
が
指
摘
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
、
建
築 

技
師
ヒ
ッ
ポ
ダ
モ
ス
の
都
市
設
計
圖
に(

一
五
頁)

、
彫
塑
家
ポ
リ
コ
ク
レ 

ギ
リ
シ
ア
人
の
技
術(

平
田)

イ
ト
ス
の
「
カ
ノ
ン」

(
K
a
n
o
n

)

に2

七
頁)' 

飛
道
具
の
製
造
に

21 

A

— 
一
九
頁)

、

ア
ル
クV

イ
オ
ン
や
ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ
ス
派
の
醫
學
的
解 

釋

に(

二
五
頁)

善
惡
の
影
響
を
强
く
與
へ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
、
古
代
ギ 

リ
シ
ア
と
へ
レ
ー
ー
ス
ム
ス
時
代
に
お
け
る
獨
創
的
發
明
者
た
喝
は
、
實
際 

よ
り
も
つ
ね
に
理
論
を
重
ん
じ
た
ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
な
の
で
あ
っ
たa

實 

際

的

な

マ

人

は

、
こ
の
分
野
で
は
ほ
と
ん
ど
何
も
の
も
附
加
せ
ず
、
 

多
く
の
こ
と
が
ら
を
等
閑
に
附
し
て
ゐ
た2

〇
七
頁
レ
の
で
あ
る
。

3

古

代

の

戸

と

錠(

四
〇
—
五
亠
へ
頁)

論
述
は
、
ホ
メ
ロ
ス
の
〇
ヨI  

4
3
9

の
箇
所
か
ら
は
じ
ま
る
。
戶
は
今
日
の
ご
と
く
蝶
番
式
で
な
く
、
心 

棒 

ぶ̂

^

ご
と
稱
す
る
圓
い
支
柱
に
筱
っ
て
ゐ
た
。
ギ
リ
シ
ア
最
古
の 

「神
殿
鍵
」
と

「
ラ
コ
ニ
ア
，鍵
」
と
は
、
著
者
の
見
事
な
論
證
に
よ
っ
て
、
 

完
全
に
復
原
さ
れ
て
ゐ
る
。

蒸
汽
器
械
、
自
動裝

®
!

お
よ
び
賃
金
表
示
器(

五
七
—

七

〇

頁)

「
へ□
 

ン
の
球
」!
—

今
日
の
サ
イ
フ
ォ
ン
や
香
水
撒
布
器
は
こ
の
原
理
。

「
へ
 

ロ
ン
の
汽
力
球
」!
!

蒸
汽
力
の
實
驗
、
し
か
し
蒸
汽
機
關
ま
で
に
は
ま 

だ
ま
だ
距
離
が
あ
る
。
戲

曲

「
ナ
ウ
プ
リ
オ
ス
」
に
應
用
さ
れ
た
「自
動 

仕
掛
け
の
芝
居
」!
!

人
物
が
車
輪
聯
動
機
と
綱
と
で®i

g

的
に
動
き
出 

す
。
車
內
に
の
ん
び
り
腰
掛
け
て
ゐ
て
車
輪
の
囘
轉
で
簡
單
に
經
過
距
離
・

一
五
一
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科
學
史
硏
究 

第
一
號 

が
測
れ
る
「
ホ
ド
メ
ー
タ
ー
」
の

醬
!
!

今
日
の
タ
ク
シ
—
に
あ
る
賃 

金
表
示
器
の
先
驅
。
「自
動
聖
水
裝
置
」——

こ
れ
も
、
今
日
の
切
符
や
菓 

子
の
自
動
販
賣
器
に
巧
み
に
利
用
さ
れ
て
ゐ
る
。

古
代
逼
信
術(

七
ー
—

九
〇
頁)

ホ
メ H

ス
のI

一
• V

I
1
5
5
K

述 

べ
ら
れ
て
ゐ
る
「
二
枚
折
り
書
板
」CDipcychono。

ス
パ
ル
タ
な
ど
で 

採
用
さ
れ
た
祕
密
通
信
法
「
ス
キ
ュ
タ
レ
〇
あ
る
書
物
の
な
か
に
點
を 

打
ち
、
そ
れ
に
對
學
る
文
字
を
組
合
せ
て
ゆ
く
方
法
。
文
字
輪
。
母
音 

を
點
で
表
は
す
「
打
點
法
」。

オ
リ
ュ
ム
ピ
ア
で
の
勝
利
を
そ
の
日
の
う 

ち
仁
鄕
里
に
知
ら
せ
る
傳
書
鳩
。
材
木
の
燃
上
や
炬
火
に
よ
る
發
火
通
信 

法
——

ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
「
ア
ガ
メ
ム
ノ
ン
」

に
述
べ
ら
れ
た
通
信
の 

吟
味
。
水
通
信
器
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
式
通
信
器
、

ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
式
の 

通
信
法
の
考
察
。

古
代
の
飛
道
具(

九
一
丄
二
〇
頁)

最
近
に
お
け
る
古
代
飛
道
具
復 

原
の
經
緯
。

「
モ
ナ
ン
コ
ン
」
ま
た
は
「
オ
ナ
ゲ
ル
」、

「
腹
當
て
器
」
な 

ど
の
比
較
的
簡
單
な
發
射
器
か
ら
、
古
代
の
機
關
銃
と
も
い
ふ
べ
き
「
連 

發
銃
」(

p
o
l
y
b
。

一

o
n
)

の
巧
妙
な
機
構
。
そ
の
他
「
楔
形
伸
長
器
」
、
「
ア 

イ
ロ
ト
ノ
ン
」
な
ど
火
藥
發
明
前
に
お
け
る
飛
道
具
の
全
面
的
發
展
。
「
ギ 

リ
シ
ア
火
」
の
分
析
。

古

代
の
化
學(

ニ

ニ

ー

一
五
四
頁)

鍊
金
術
は
、
主
と
じ
て
金
屬 

相
互
の
變
化
を
取
扱
ひ
、
銅
を
銀
に
、
銀
を
金
に
す
る
祕
密
を
發
見
せ
ん

一
五
二 

と
す
る
。
そ
れ
は.
キ
リ
シ
ア
哲
學
者
た
ち
の
一
元
論
か
ら
發
し
、
ア
レ
キ 

サ
ン
ド
レ
イ
ア
に
お
け
る
ビ
ュ
タ.
コ
ラ
ス
派
の
東
洋
的
神
祕
主
義
の
洗
禮 

を
受
け
て
傳
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
鍊
金
術
は
、
單

に

「寶
石
僞
造
に
よ
る
不 

正
な
る
致
富
の
手
段
」
た
ら
し
め
る
た
め
に
の
み
、
古
代
世
界
に
登
場
し 

た
の
で
は
な
か
っ
た
。
鍊
金
術
に
お
け
る
增
量
法
の
ご
と
き
は
、

む
し
ろ
、
 

地
中
に
あ
る
一
粒
が
そ
れ
に
rl
借
す
る
實
を
結
び
、
少
量
の
酵
母
に
よ
っ 

て
パ
ン
が
膨
れ
上
り
、
さ
ら
に
人
が
子
を
生
む
や
う
に
、

二 

塊
の
純
金 

屬
を
正
し
い
方
法
で
處
理
す
れ
ば
、
無
盡
藏
に
豐
富
な
純
金
屬
を
生
む
と 

い
ふ
觀
念
」
が
滲
透
し
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
僞
デ
モ
ク
リ
ト
久
文
書
、
 

レ
イ
デ
ン
、

ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
兩
姉
妹
文
書
な
ど
の
論
究
。 

古
代
の
時
計(

一
九
五
—
二
三
二
頁)

古
代
に
お
け
る
時
計
製
作
術
こ 

そ
、
技
術
の
う
ち
の
最
も
精
巧
な
る
華
で
あ
る
。
大
別
し
て
日
時
計
と
水 

時
計
と
が
あ
る
。
日
時
計
で
は
、
「
グ
ノ
モ
ン
」
、
「.
ヘ
ル
ガ
モ
ン
の
双
子
時 

計
」
、
「
ベ
ル
リ
ン
の
ス
カ.
へ
式
」、
「.
へ
ロ
ッ
ソ
久
式
」
、
「
ア
ン
ド
ロ
ー-

コ 

X

の
時
計
」、
「
パ
イ
ドP
X

の
時
計
」
、
「
バ
レ
ト
ラ
時
計
」
、
「
コ
ン
ア
ラ 

ク
ネ
」
、
「
ポ
厶.
ヘ
イ
と
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ア
の
圓
錐
時
計
」
、
種
々
な
る
「.
ヘ
レ 

キ
ノ
ン
時
計
」
、
「
懷
中
時
計
」
な
ど
が
詳
細
に
記
さ
れ
、
水
時
計
で
は
「
ク 

レ
・
フ
シ
ュ
ド
ラ
」、F

.

フ
ラ
ト
ン
の
夜
時
計
」-

あ
の
哲
學
者
が
、
ア
カ 

デ
メ
イ
ア
の
森
に
住
む
門
人
た
ち
の
目
覺
し
用
に
作
っ
た
と
い
ふ
、
「
ク 

テ
シ
ビ
オ
ス
の
水
時
計
」
、
「
ウ
ィ
ト
ル
ウ
ィ
ウ
ス
の
指
針
時
計
」、

「
サ
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ル
ッ
ブ
ル
ク
の
天
文
時
計
」、
「
ガ
ザ
の~

ラ
ク
レ
ス
時
計
」
な
ど
の
驚
く 

べ
き
巧
妙
さ
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
し
か
し
時
計
の
精
巧
さ
は
、
む
ろ
ん
今
日 

と
比
ぶ
べ
く
も
な
い
。
(

か
つ
て
私
は
あ
る
書
で
、
オ
リ
ュ
ム
ピ
ア
の
競 

技
に
お
い
て
時
間
の
測
定
さ
れ
た
記
錄
が
な
い
と
い
ふ
一
節
を
讀
ん
だ
こ 

と
が
あ
る)

。

そ
し
て
そ
の
製
作
は
、
あ
く
ま
で
手
細
工
と
し
て
、
建
築 

技
師
の
職
能
に
屬
し
て
ゐ
た
の
で
fe
る
。
・

以
上
の
技
術
的
業
績
を
仔
細
に
檢
討
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
、
近
代 

技
術
の
萌
芽
を
古
代
技
術
の
う
ち
に
明
瞭
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ 

ら
う
。
ば
ね
仕
掛
け
の
錠
は1

1
1

マ
時
代
の
「
囘
轉
錠
」
の
う
ち
に
、
電 

信
記
號
は
發
火
信
號
の
う
ち
に
、
近
代
の
火
砲
は
「
ギ
リ
シ
ア
火
」
の
う 

ち
に
、
原
子
核
破
壞
は
鍊
金
術
の
一
元
的
思
想
の
う
ち
に
、
赛

時
計
は 

特
に
指
針
時
計
の
う
ち
に
、
そ
れ
ぞ
れ
據
り
所
を
も
っ
て
ゐ
る
や
う
に
思 

は
れ
る
。
し
か
し
、
近
代
技
術
が
古
代
技
術
の
單
な
る
延
長
で
あ
り
發
展 

で
あ
る
と
、決
し
て
考
へ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
原
理
的
に
は
、
古 

代
か
ら
近
代
へ
は
ほ
ん
の
一
步
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
の
間
に
は
、
最
も
困 

難
な
る
ー
蘿
の
變
革
」
が
橫
は
っ
て
ゐ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
難
關
を 

突
き
拔
け
る
に
は
、
科
學
と
技
術
の
さ
ら
に
有
機
的
な
聯
關
が
必
要
で
あ 

っ
た
。
著
者
も
あ
る
箇
所
で
、
「
科
學
が
こ
の
も
の(

實
地
經
驗)

を
理
論

ギ
リ
シ
ア
人
の
技
術(

平
田)

的
に
も
實
際
的
に
も
わ
が
も
の
と
す
る
や
否
や
、
こ
の
技
術(

時
計)

は 

全
く
別
な
發
展
を
遂
げ
て
ゐ
る
」
2

九
ハ
頁)

と
い
っ
て
ゐ
る
。
科
學 

的
精
神
が
ま
さ
に
消
え
か.
'

っ
て
ゐ
た
時
代
の
技
師
ウ
ィ
ト
ル
ウ
ィ
ウ
ス 

で
さ
へ
、
か
う
喝
破
し
て
ゐ
る
、

「
科
學
な
く
し
て
單
に
機
械
的
熟
練
の 

み
を
求
め
ん
と
す
る
鑒
、
そ
の
作
業
か
ら
決
し
て
權
威
あ
る
聲
望
を
得 

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
反
對
に
、
計
算
と
科
學
と
に
の
み
賴
っ
て
ゐ
る
建 

築
師
は
、
有
名
他
竇
で
實
際
を
追
求
し
て
ゐ
な
い
や
う
に
思
ば
れ
る
。
理 

論
と
實
際
と
が
根
本
的
に
相
倚
る
こ
と
の
み
が
、
求
む
る
目
標
に
異
議
な 

く
到
達
す
る
た
め
の
完
全
な
る
武
器
で
あ
る
」(

三
七
—
三
ハ
頁)

と
。 

最
後
に
私
は
、
第
一
講
の
最
後
に
述
べ
ら
れ
て
あ
る
、
著
者
の
示
唆
的 

な
言
葉
を
記
し
て
お
か
う
。

「
こ
ゝ
で
は
、
高
等
敎
育
術
を
最
初
に
職
業
化
し
た
ソ
フ
ィ
ス
テ
ィ
—
ク 

た
ち
を
例
と
し
て
戒
め
と
し
た
い
。
眞
理
の
探
究
を
斷
念
し
て
門
弟
た
ち 

に
出
來
上
り
の
雛
型
を
敎
へ
込
ん
だ
こ
の
學
派
の
行
動
は
、
形
式
的
訓
練 

一
點
張
り
の
靑
年
敎
育
者
の
行
手
を
明
示
し
て
ゐ
る
。
科
學
の
進
步
に
も 

は
や
步
調
を
合
さ
う
と
は
せ
ず
、
か
つ
精M

敎
育
を
外
面
的
な
訓
練
で
足 

れ
り
と
す
る
靑
年
敎
育
者
に
禍
あ
れ!

偏
狹
固
陋
で
來
る
日
も
來
る 

H

も
み
づ
か
ら
は
眞
理
に
近
寄
ら
ず
、
そ
れ
で
ゐ
て
靑
年
を
眞
理
に
近
づ 

け
ん
と
す
る
敎
育
技
術
者
に
禍
あ
れ
ー

ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
の
達
者
な
職 

人
根
性
を
打
倒
し
た
プ
ラ
ト
ン
こ
そ
、
怯
ま
ざ
る
眞
理
へ
の
探
究
心
を
も

一
五
ー
ー
ー
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科
學
史
硏
究 

第
一
號

っ
た
典
型
的
な
先
驅
者
で
あ
る!

彼
に
あ
っ
て
は
、
實
際
と
理
論
、
藝 

術
と
科
學
、
思
惟
と
行
爲
が
、
つ
ね
に
如
何
ば
か
り
調
和
し
て
ゐ
る
こ
と 

か!
!

す
べ
て
は
わ
が
生
命
を
捧
げ
る
女
神
、
眞
理
の
た
め
に!

」

(

一

六
•

一
-
二
)

勺:

,

一
五
四
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會 

報 

・
 

科
學
に
お
い
て
、
そ
め
歷
史
的
硏
究
が
重
要
な
一
要
素
で
あ
る
こ
と
は
、
 

早
く
か
ら
わ
が
國
で
も
、
識
者
等
の
間
で
は
十
分
認
識
さ
れ
て
ゐ
た
。
と 

こ
ろ
が
、
組
織
的
な
連
絡
機
關
を
も
た
ぬ
各
個
人
に
よ
る
硏
究
で
は
、
さ 

ま
ざ
ま
な
制
約
に
災
ひ
さ
れ
、

い
き
ほ
ひ
必
要
以
上
の
勞
力
が
徒
賀
さ
れ 

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
や
う
な
情
勢
に
あ
っ
た
時
、
個
々
の
專
門
學 

科
史
や
技
術
史
の
硏
究
を
統
合
す
べ
き
機
關
を
設
け
、
こ
れ
ま
で
の
個
人 

的
硏
究
に
よ
る
不
便
を
除
去
す
る
は
も
ち
ろ
ん
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
わ
が 

國
の
科
學
お
よ
び
技
術
の
進
步
發
展
に
寄
與
し
よ
う
と
す
る
氣
運
が
、
識 

者
等
の
お
の
づ
か
ら
な
る
要
望
と
時
代
の
必
要
性
と
に
よ
っ
て
急
速
に
具 

體
化
し
、
こ
ゝ
に
日
本
科
學
史
學
會
の
成
立
を
見
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ 

る
。こ

の
會
が
成
立
す
る
ま
で
の
經
緯
を
詳
述
す
る
こ
と
は
省
く
が
、
と
も 

か
く
成
立
ま
で
の
世
話
人
一
同
の
努
力
は
一
方
な
ら
ぬ
も
。
が
あ
っ
た
。 

忙
し
い
大
切
な
硏
究
や
仕
事
を
も
っ
て
ゐ
る
こ
れ
ら
の
人
た
ち
が
、
で
き 

る
か
ぎ
り
時
間
を
都
合
し
て
た
び
た
び
會
合
し
、
具
體
案
を
練
っ
て
行
っ 

た
。
問
題
が
學
問
的
な
も
の
で
あ
る
時
は
、
會
合
の
進
行
ぶ
り
も.
fc
い
へ 

ん
滑
ら
か
で
熱
を
帶
び
る
の
だ
っ
た
が
、
事
務
的
な
閒
題
を
處
理
し
む
け

會 

報

扎
ば
な
ら
ぬ
時
は
、
平
常
不
慣
れ
の
た
め
か
、
人
強
込
以
上
に
迷
は
さ
れ 

る
こ
と
が
あ
つ
池
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
人
た
ち
の
熱
意
も
さ
る
こ
と 

な
が
ら
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
科
學
史
硏
究
に
た
ず
さ
は
っ
て
ゐ
ら
れ
る
多 

く
の
方
々
か
ら
の
絶A

な
支
援
に
よ
っ
て
、
「
日
本
科
學
史
學
會
」
成
立
へ 

の
具
體
化
は
着
々
と
進
行
し
て
行
つ
fc
の
で£

る
。
そ
しC

ま
づ
、
三
月 

三
十
一
日
、
學
士
會
館
に
4S
い
て
發
起
人
會
を
開
催
し
、
發
會
式
の
下
準 

佛
が
固
め
ら
れ
た
。
こ
の
時
、
號
起
人
と
し
て
左
の㈣

十
四
氏
の
名
が
連 

ね
ら
れ
た
。

秋
岡
武
次
郎
、
阿
部
良
夫
、
天
野
淸
、
石
原
純
、
石
田
周
三
、
稻
沼
— 

瑞
穂
、
彌
永
昌
吉
、
內
山
孝
一
、
上
田
穰
、
上
野
益
三
、
江
崎
悌
一
ー-
ー、
 

丘
英
通
、
小
倉
金
之
助
、
緖
方
富
離
、
桑
木
该
雄
、
桑
木
嚴
翼
、
小 

出
滿
二
、
小
泉
丹
、
小
松
茂
、
三
枝
博
音
、
柴
田
桂
太
、
柴
田
雄
次
、
 

篠
遗
喜
人
、
下
村
寅
太
郎
、
末
綱
恕
一
、
管
井
準
一
、
武
谷
三
男
、
 

田
邊
元
、
壬
蟲
文
一
、
近
藤
眞
澄
、
柘
植
秀
臣
、
囂
成
喜
馬
平
、
道 

野
鶴
松
、
中
村
淸
二
、
中
村
新
太
郞
、
野
II
彌
吉
、
原
光
雄
、
平
田 

寛
、
平
山
淸
次
、
藤
浪
剛
一
、
藤
原
松
三
郎
、
矢
鳥
祐
利
、
山
谷
太 

郎
、
湯
淺
光
朝(

以
上
五
十
音
順%

發

會

或

㈣

月
二
十
二
日
、
午
後
四
時
、
學
士
會
館
に
て
、
日
本
科
學
史
學
會
の

一
五
兀
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科
學
史
硏
究 

第
一
號

發
曾
式
を
擧
存
す
。
出
席
者
九,

一
名
。
晩
餐
後
、
菅
井
準
一
氏
が
發
起 

人
を
代
表
し
、
本
會
成
立
の
顚
末
に
つ
い
て
の
詳
細
な
る
說
阴
あ0

、

い 

よ
い
よ
議
事
に
入
る
。
ま
づ
、
滿
場
一
致
に
て
小
倉
金
之
助
氏
を
議
長
に 

推
し
、
左
記
の
<■
項
を
可
決
し
た
。

!

會
長
に
桑
木
段
雄
氏
を
推
擧
す
。

2

會
長
、
下
記
の
諸
氏
を
委
員
に
指
名
す(

別
項
參
照)

。

3

會
則
を
決
議
す(

別
欄
參
照
レ
。

議
事
は
眞
劍
、
熱
心
な
質
問
、
應
答
、
討
論
を
も
っ
て
終
始
さ
れ
、

し 

か
も
な
ご
や
か
な
雰
圍
氣
が
つ
ね
に
會
場
を
滿
た
し
、
こ
の
學
會
の
多
幸 

な
る
將
來
を
思
は
せ
た
。
終
り
に
、
田
中
館
愛
橘
、
桑
木
嚴
翼
、
上
田
穰 

松
前
-R
義
の
諸
氏
そ
の
他
の
方
々
の
挨
拶
が
拐
り
、
午
後
九
!'.1f

過
ぎ
散
會 

し
た
。

例 

會

◊

第

一

囘

例

會

•■/!:
力
三,

一
 M

午
後/<

時
牛
、
學
士
會
館
に
て
、
出 

席
者
四
卜
三
名
。

!

科
學
史
硏
究
に
つ
い
て.
.
.
.
.
.
.
.

桑
木
或
雄
氏 

■2 

洋
學
雜
話.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

村
上
直
次
郞
氏 

◊

第

二

囘

例

會A

月
二
十
一 
□

午
後
三
峙
、
東
大
山
上
侖
護
所
に
て
、
 

出
席
者
・
十
九
名
。

一
五
六

1

足
利
時
代
明
應
年
間
の
七
曜
籽
に
つ
い
て:

神
田 

茂
氏 

2
 

S
p
a
l
l
a
m
a
n
i

と
實
驗
生
物
學.
.
.
.
.

丘 

英
通
氏 

◊

第
三
囘
例
會 

九
月
十
三□

午
後
三
時
、
東
大
山
上
會
議
所
に
て
、
 

出
席
者
六
十
二
名
。

1

日
本
に
掘
け
る
數
學
史
硏
究.
.
.
.
.
.

小
倉
金
之
助
氏 

2

化
學
史
の
方
法
論.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

原

光

雄

氏
 

な
ほ
、
講
演
の
合
間
に
菅
井
委
員
よ
り
會
務
に
つ
い
て
の
簡
單 

な
報
吿
あ
り
。
講
演
終
了
後
、
同
」ハ
時
半
よ
り
同
所
に
て
晚
餐 

會
を
開
催
す
。
參
加
者
四
十
名
に
て
、
食
事
中
、
顧
問
の
寸
感 

に
始
ま
り
、
以
下
會
員
各
自
の
自
己
紹
介
や
會
に
對
す
る
希
望 

等
が
述
べ
ら
れ
、
快
談
裡
に
午
後
九
峙
牛
散
會
す
。

◊

第
四
囘
例
會
ト
月
ニ
ト
ハ
日
午
後
六
時
半
、
文
化
學
院
に
て
、
出

席
者
四
十
五
名
。

1

川
本
幸
民
に
つ
い
て.
.
.
.
.
.
.
.
.

志
賀
富
士
男
氏

2

内
田
五
觀
と
明
治
度
制
の
起
原.
.
.
.
.

天
野 

淸
氏

◊

第/C

囘
例
會 

十
一
月
二,

八
日
午
後
六
時
半
、
醫
師
會
館
に
て
、
 

出
席
者
二
十
六
名
。

1

日
本
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
の
醫
療
事
業:
:

太
田
正
雄
氏 

な
ほ
、
講
演
終
了
後
、
桑
木
會
長
よ
り
九
州
旅
行
報
吿
談
あ
り
ー
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委

員

會

委
員
會
は
、
日
本
科
學
史
學
會
發
會
後
、
四
月
三
十
口
に
學
士
會
館
に 

て
第
一
囘
を
開
催
し
た
の
を
皮
切
り
に
、
少
く
と
も
每
月
一
囘
は
、
適
當 

な
場
所
に
隨
時
集
合
し
、
會
の
企
劃
、
事
務
そ
の
他
を
處
理
し
て
き
た
。 

顧
問
、
幹
事
は
別
項
の
ご
と
く
委
員
會
に
て
決
定
を
見
た
。
企
劃
と
し
て 

は
只
今
の
と
こ
ろ
、
分
科
會
を
設
直
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
先
立 

っ
て
ま
づ
手
始
め
に
、

一
つ
の
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
て
「
硏
究
談
話
會
」 

を
開
催
す
る
こ
と
が
企
圖
せ
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
か
ら
名
著
古
典
の
覆
刻
な 

ら
び
に
邦
譯
も
、
委
員
會
の
あ
る
ご
と
に
選
定
分
類
さ
れ
、
着
々
計
畫
は 

進
行
し
て
ゐ
る
。
ま
た
、
關
西
支
部
設
置
の
件
も
、
關
西
在
住
の
會
員
諸 

兄
の
御
骨
折
り
で
實
を
結
ば
う
と
し
て
ゐ
る
し
、
そ
の
他
文
獻
目
錄
の
蒐 

集
發
表
な
ど
も
準
備
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
は
近
く
必
ず
實
現
の
運 

び
と
な
る
で
あ
ら
う
。

會

員

消

息

創
立
早
々
悲
し
む
べ
き
報
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
遺
憾
と
す 

る
次
第
で
あ
る
が
、
昨
年
八
月
い
/,<

日
に
は
本
會
顧
問
長
與
又
郎
博
士
が
、
 

又
，

一
月
じ/<

日
に
は
會
員
近
重
眞
澄
博
士
、
更
に,
:

月
へ
口
に
は
同 

中
村
新
太
郎
博
丄
が
引
き
つ
ヾ
き
長
逝
さ
れ
た
。
之
等
の
貴
重
な
る
長
老

會 

報

達
を
失
な
っ
た
こ
と
の
損
失
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
殊
に
長
與
博
士
は
顧 

問
就
任
に
快
諾
の
返
事
を
自
筆
で
桑
木
會
長
あ
て
に
よ
こ
さ
れ
て
居
り
、
 

我
々
大
い
に
博
士
に
よ
る
御
指
導
を
期
待
し
て
ゐ
た
矢
先
で
あ
っ
た
。
葬 

儀
に
際
し
て
は
會
長
は
會
を
代
表
し
て
參
列
し
た
。

一
五
七
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會顧委幹

長問員事

日
本
科
學
史
學
會
役
員
氏
名(
五
十
晋
順)

桑

木

段

雄

安
藤
廣
太
郎

小
倉
金
之
助

小

泉

丹

高

木

貞

治

中
村
淸
二

藤
浪
剛
一

三
上
義
夫

彌

永

昌

吉

三
枝
博
音

玉
蟲
文
一

犬

野

淸

湯

淺

明

(

昭
和
十
六
年
十
二
月
現
在)

伊

東

忠

太

太

田

正

雄

小
出
滿
二

竹
内
松
次
郎

西
田
幾
多
郞

藤
原
松
三
郎 

村
上
直
次
郎

上

田

穰

・
篠

遠

喜

人 

富
成
喜
馬
平

稻

沼

瑞

秘

湯

淺

光

朝

石

原

純

狩
野
亨
吉

柴

田

桂

太

田
中
館
愛
橘

橋

田

邦

彥

松
原
行
一

丘

英

通

下
村
寅
太
郞

野

口

弼

吉

岡
田
武
松

桑

木

嚴

翼

柴

田

雄

次

田

邊

元

平

山

淸

次

眞

島

利

行

・
緖
方
富
雄 

・
菅
井
準
・
一

【

矢
島
祐
利 

(

・
印
常
務
委
員)

平
田 

寬

古

川

晴

男

日

本

科

學

史

學

會

會

則

第
一
章
名
稱
及
事
務
所 

第
一
條 

本
會
八
日
本
科
學
史
學
會
ト
稱
ス 

第
二
條
本
會
ノ
事
務
所
ハ
之
ヲ
東
京
一
ーB

ク

第
二
章
目
的
及
事
業 

第
三
條 

本
會
ハ
科
學
史
及
技
術
史
ヲ
硏
究
シ 

日
本
ー
ー
於
ケ
ル
科
學
及 

技
術
ノ
進
步
發
展
二
寄
與
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス 

第
四
條
本
會
八
前
條
ノ
目
的
ヲ
達
ス
ル
タ
メ
左
ノ
事
業
ヲ
行
フ 

ー
ー
、
年

會(

總
會
ヲ
兼
ヌ)

ヲ
開
ク

二
、
 

每
月
一
囘
例
會
ヲ
開
ク

三
、
 

特
殊
部
門
ニ
關
ス
ル
分
科
會
ノ
設
置

四
、
 

硏
究
機
關
雜
誌
「
科
學
史
硏
究
」
ノ
定
期(

年
四
囘)

發
行 

7£
、
公
開
講
演
會
及
史
料
展
覽
會
ノ
開
催

六
、
 

文
獻
目
錄
、
覆
刻
、
解
說
、
著
譯
ノ
編
纂
及
出
版

七
、
 

科
學
史
圖
書
館
ノ
設
立

ハ
、
科
學
史
硏
究
調
査
ノ
タ
メ
會
員
ノ
內
地
及
海
外
派
遣
・
 

九
、
其
他
必
要
ト
認
メ
タ
ル
諸
事
業 

第
三
章
會
員
及
役
員 

第
.

7f.
條
會
員
ハ
本
會
ノ
趣
旨
一
ー
賛
同
ス
ル
者
ニ
シ
テ
會
員
二
名
以
上 

ノ
推
薦
ニ
ョ
リ
役
員
會
ノ
承
認
ヲ
經
タ
ル
モ
ノ
ト
ス 

第

/,<

條
會
員
ハ
會
費
ト
シ
テ
年
額
金
四
圓
ヲ
納
厶 

第

七

條

本

會-
一
次
ノ
役
員
ヲ
置
ク

會

長
 

一
 

名

委

員
 

若

干

名 

第
八
條 

會
長
八
總
會
一
ー
於
テ
之
ヲ
選
擧
シ 

委
員
ハ
會
長
之
ヲ
指
名
ス 

第
九
條
會
長
八
本
會
ヲ
代
表
シ
會
務
ヲ
總
理
ス 

第
十
條 

委
員
ハ
會
長
ノ
命
ヲ
受
ケ 

會
務
ヲ
處
理
人 

第,

一
條 

本
會
二
顧
問
若
干
名
ヲ
置
ク 

顧
問
ハ
會
長
之
ヲ
依
囑
ス 

第,

二
條 

會
長
及
委
員
ノ
任
期
ハ
二
年
ト
ス 

但
シ
重
任
ヲ
妨
ダ
ズ

第

四

章

附

則
 

第
十
三
條
本
會
ハ
適
當
ト
認
メ
タ
ル
地
方
二
支
部
ヲ
設
ク
ル
ヲ
得



編 

輯 

後 

記 

桑
木
會
長
の
「
科
學
史
の
硏
究
」
中
に
も
あ 

る
や
う
に
歐
洲
又
は
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
科
學 

史
硏
究
は
旣
に
可
成
り
以
前
か
ら
始
め
ら
れ
て 

ゐ
る
。
數
年
前
の
サ
ー
ト

ン

氏

の

「
ア
イ
シ 

X'
」
中
に
世
界
各
國
の
科
學
史
硏
究
狀
況
が
報 

ぜ
ら
れ
て
あ
り
各
國
夫
々
の
硏
究
機
關
組
織
の 

述
べ
ら
れ
て
あ
る
中
に
我
國
の
も
の
が
あ
り
、
 

日
本
に
は
何
等
硏
究
機
關
も
講
座
も
な
い
け
れ 

ど
も
僅
か
に
桑
木
、
林
、
富
士
川
・
三
上
等
の 

個
人
的
硏
究
者
の
あ
る
こ
と
が
報
ぜ
ら
れ
て
あ 

っ
た
。
今
日
こ
そ
我
々
は
大
威
張
り
で
こ
の
學 

會
及
び
こ
の
硏
究
雜
誌
の
存
在
を
誇
ら
か
に
報 

じ
て
や
る
こ
と
が
出
來
る
。
と
に
角
こ
の
こ
と 

は
我
々
に
と
っ
て
は
實
に
大
い
な
る
喜
び
で
あ 

る
。會

報
に
も
あ
る
通
り
、
學
會
の
成
立
ま
で
に 

は
仲
々
の
苦
勞
が
あ
っ
た
し
、
又
こ
の
「會
誌
」 

を
生
み
出
す
ま
で
に
も
一
通
り
以
上
の
努
力
が 

拂
は
れ
て
ゐ
る
。
七
月
頃
會
員
諸
賢
に
御
通
知 

し
た
際
に
は
年
內
二
册
發
行
の
豫
定
で
あ
っ
た 

が
、
御
承
知
の
通
り
紙
の
配
給
は
自
由
を
缺

き
、
あ
の
後
で
は
ど
う
し
て
も
一
册
し
か
出
せ 

な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
 

そ
の
點
御
諒
承
願
ひ
た
い
。
從
っ
て
會
費
よ
り 

も
ー
册
の
値
の
方
が
廉
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま 

っ
た
。
之
は
必
ず
今
後
會
員
諸
賢
に
何
等
か
の 

形
で
補
を
つ
け
る
必
算
で
ゐ
る
故
、
之
も
宜
し 

く
御
許
し
願
ひ
た
い
。

次
號
か
ら
は
科
學
史
に
關
す
る
著
書
の
紹
介 

及
び
批
判
も
活
潑
に
且
權
威
を
以
っ
て
實
行
し 

た
い
し
、
諸
文
獻
の
報
吿
も
載
せ
る
つ
も
り
で 

ゐ
る
。
其
他
會
員
諸
氏
の
種
々
の
御
意
見
な
り 

御
消
息
な
り
も
載
せ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ 

な
い
。

會
か
ら
の
お
願
と
し
て
は
會
費
を
正
確
に
拂 

ひ
込
ま
れ
て
ほ
し
い
こ
と
と
、
眞
に
協
力
す
る 

意
志
の
あ
る
新
會
員
を
紹
介
し
て
い
た
ヾ
き
た 

い
こ
と
で
あ
る
。
單
に
會
誌
の
購
讀
者
に
な
り 

た
い
方
は
岩
波
書
店
に
申
込
ま
れ
た
い
。

昭
和
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日
印
刷 

昭
和
十
六
年
十
二
月
二
十
九
日
發
行

⑥

特

價

一

圓

二

十

錢(

郵
稅
六
錢) 

日
本
科
學
史
學
會 

代

表

者

桑

木

政

雄
 

東
京
市
神
田
愠
美
土
代
町
一
六

嶋 

誠 

東
京
市
神
田
隔
美
土
代
町
一
六

三 

秀
 

舍
 

東
京
市
本
鄕
匾

東
京
帝
网
大
零
理
理
弼
植
物
厚
敎
呈
內 

發?T

所 

日

本

科

學

史

學

會 

振
替
口
座

ffi
京
一
七
五
三
ニ
ハ
岳 

日

ネ

出

版

文

化

協

會

會

員

番

號

ニ

ニ

ニ

ー

五

一

番

編

樹

非
 

印

厠

者
 

印

刷

所

定 

價

壹
 

圓 

郵
稅
三
錢 

一

年

分

四
 

圓

(

郵
稅
十
二
錢)

媒
京
市
神
田
區
一

'V
楼
二
丁
目
三
不
地 

發
賣
所 

岩

波

書

店
 

二

ハ

七

番

、

ー

ハ

ハ®
 

爼
話
九

段(
三
三)

亠

一

八

九®

、 

一

八

〇®

ー
ー
〇
ニ
ニ
朮(

小

幕

耶

用
)
 

振

替

口

座

束

京

二

六

二

四

〇

番
 

配
給
元
断
昨
臨
猛
日
本
出
版
配
給
株
式
會
社
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