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二

科
學
史
硏
究
の
機
構
に
つ
い
て

——

わ
が
國
に
去
け
る
困
難
と
そ
の
克
服!

緖

方
 

富

雄

科

學

に*•

い
て
た
ち
お
く
れ
て
ゐ
た
日
本
が
、
科
學
史
に
お
い
て
さ
ら
に
た
ち
お
く
れ
て
ゐ
た
の
は
、
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た 

で
せ
う
。

幸
に
い
く
た
り
か
の
先
覺
者
に
缺
き
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

そ
れ
に
こ
た
へ
て
、
本
格
的
な
も
の
が
な
か
な
か
動
き
は
じ
め 

な
か
っ
た
の
で
す
。

し
か
し
、̂

そ
く
は
あ
り
ま
し
た
が
、

い
ま
こ
そ
動
く
べ
き
も
の
が
動
き
だ
し
ま
し
た
。

こ
れ
で
先
人
た
ち
に
顏
む 

け
が
で
き
る
と
い
ふ
も
の
で
す
。

さ
て
、

そ
れ
で
は
、

わ
れ
わ
れ
は
、

こ
れ
か
ら
ど
う
や
っ
て
ゆ
く
か?

そ
れ
が
問
題
で
す
。

た
ち
お
く
れ
た
も
の
に
は
、

た
ち
お
く 

れ
た
も
の
の
對
策
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

さ
き
に
進
む
も
の
に
追
ひ
す
が
り
、

こ
れ
を
拔
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

大
東
亞
の
盟
主
と
し
て 

の
日
本
に
と
っ
て
、

こ
れ
は
、

い
ま
や
、

ど
の
分
野
に
お
い
て
も
絕
對
の
要
求
で
す
。

科
學
史
の
分
野
も
例
外
を
な
す
も
の
で
は
あ
り
ま 

•
せ
ん
。



な
ん
と
し
て
も
、

わ
た
く
し
た
ち
は
が
ん
ば
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
は
、

日
本
の
科
學
史
硏
究
が
ど
ん
な
性
格
を
持
つ
べ
き
か
と
い
ふ
こ
と
を
よ
く
檢
討
せ
ね
ば
な
り
ま
す
ま
い
が
、

わ
た
く
し
は
、
 

そ
の
見
き
は
め
が
つ
い
た
だ
け
で
解
決
し
た
と
は
思
ひ
ま
せ
ん
。

ど
う
し
て
も
必
要
な
の
は
、
科
學
史
硏
究
の
機
構
の
檢
討
で
す
。

現
在 

の
機
構
に
な
に
が
缺
け
て
ゐ
る
か
、

な
に
が
さ
ま
た
げ
と
な
っ
て
ゐ
る
か
、

そ
れ
を
よ
く
見
き
は
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

わ
た
く
し
自
身
は"

つ
い
ち
か
ご
ろ
ま
で
、
自
分
の
個
人
的
な
必
要
か
ら
、
科
學
史
に
關
心
を
つ
な
い
で
き
た
の
で
、

あ
ま
り
勉
强
家 

で
は
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、

時
が
た
つ
に
つ
れ
、

そ
し
て
今
日
の
情
勢
は
、

わ
た
く
し
に
そ
ん
な
の
ん
き
な
立
場
を
ゆ
る
さ 

な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
や
う
に
、

た
だ
自
分
の
必
要
な
範
圍
だ
け
の
こ
と
に
か
か
は
・
っ
て
ゐ
れ
ば
よ
い
と
い
ふ
わ
け
に
ゆ 

か
な
く
な
り
ま
し
た
。

お
は
づ
か
し
い
こ
と
で
す
が
、

わ
た
く
し
ま
で
が
、

こ
の
道
で
一
役
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
ま
で
追
ひ
こ 

ま
れ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。

さ
う
な
る
と
、

わ
た
く
し
の
科
學
史
的
な
素
養
の
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
の
ま
づ
し
さ
が
、

わ
た
く
し
を
せ
め
た
て 

ま
す
，

い
ま
と
な
っ
て
み
れ
ば
、

わ
た
く
し
自
身
の
た
ち
お
く
れ
を
、

ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
す
。

し
か
し
、

わ
た
く
し
は
、

こ
れ
以
上
、
自
分
の
吿
白
を
や
め
て
、

も
う
か
れ
こ
れ
二
十
年
に
な
る
科
學
史
へ
の
つ
な
が
り
の
間
に
、
わ 

が
國
の
科
學
史
硏
究
の
機
構
に
つ
い
て
感
じ
た
こ
と
を
、

つ
ヽ
ま
ず
に
の
べ
る
權
利
だ
け
を
保
留
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

そ
れ
も
、

あ 

ま
り
系
統
立
っ
て
で
な
く
、

た
だ
斷
片
的
に
の
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

科
學
史
の
硏
究
が
、
科
學
的
な
方
法
と
し
て
、
實
證
的
な
方
法
を
と
る
か
ぎ
り
、

史

料

の

調

査•

硏
究
が
そ
の
基
礎
と
な
る
こ
と
は
い 

科
學
史
硏
究
の
機
構
に
つ
い
て(

緒
方)
 

・
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-
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四 

ふ
ま
で
も
あ
り
ま
す
ま
い
。

と
こ
ろ
が
今
日
ま
で
、

日

本

に

お

け

る

史

料

の

『
あ
り
か
た
』
は
ど
う
で
あ
っ
た
で
せ
う
か?

こ
こ
で
、
 

史
料
は
を
の
づ
か
ら
東
洋
の
も
の
と
西
洋
の
も
の
に
わ
か
れ
る
で
せ
う
が
、

便
宜
上
、

日
本
の
科
學
史
と
關
係
の
ふ
か
い
史
料
に
つ
い
て 

考
へ
た
い
と
思
ひ
ま
す
。

三

わ
が
國
の
、

こ
れ
ま
で
の
す
ぐ
れ
た
科
學
史
硏
究
家
は
、

多
く
の
場
合
、
す
ぐ
れ
た
史
料
蒐
集
家
を
か
ね
て
ゐ
ま
し
た
。

こ
れ
は
當
然 

の
こ
と
と
い
へ
ま
す
。

ひ
ろ
く
、

ふ
か
く
硏
究
す
る
た
め
に
は
、

ひ
ろ
く
史
料
を
あ
つ
め
る
の
は
當
然
で
す
。

こ
の
心
が
け
が
あ
れ
ば
こ 

そ
、
・
貝
重
な
史
料
が
ふ
し
ぎ
と
見
つ
か
る
こ
と
に
も
な
り
、

こ

の

『
ほ
り
だ
し
も
の
』

が

ま

た

つ

ぎ

の

『
ほ
り
だ
し
も
の
』
を
ま
ね
き
よ 

せ
、

い
よ
い
よ
硏
究
が
す
ゝ
む
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

か
う
い
ふ
の
が
、

日
本
の
こ
れ
ま
で
の
す
ぐ
れ
た
科
學
史
硏
究
家
の
あ
ゆ
ん
だ
道
で
あ
っ
た
や
う
で
す
。

い
や
、
科
學
史
硏
究
家
ば
か 

り
で
な
く
、

日
本
で
ふ
る
い
こ
と
を
硏
究
す
る
人
た
も
の
多
く
が
ゆ
く
道
で
せ
う
。
西
洋
で
も
お
な
じ
ゃ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

こ 

と
に
日
本
で
は
、

史
料
が
刊
本
に
な
ら
ず
、
寫
本
そ
の
ほ
か
の
書
き
も
の
と
し
て
の
こ
っ
て
ゐ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、

よ
け
い
に
さ
う
な 

ら
ざ
る
と
得
な
い
の
で
せ
う
。

し
・
か
し
、
も
し
も
、

日
本
の
科
學
史
の
硏
究
が
、

こ
の
方
法
よ
り
ほ
か
に
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
わ
た
く
し
は
、
 

日
本
の
科
學
史
硏
究
の
前
途
は
、

ま
こ
と
に
く
ら
い
と
い
ひ
た
い
の
で
す
。

な
ぜ
な
ら
ば
、

こ
れ
を
な
し
得
る
能
力
と
資
力
と
を
持
つ
人 

た
ち
は
、

き
は
め
て
か
ぎ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
す
。

さ
う
い
ふ
人
た
ち
が
硏
究
を
發
表
し
て
く
れ
て
も
、

ほ
か
の
人
た
ち

は
そ
れ
を
『
さ

4



う
か
』

と
う
な
づ
く
か
、
『
ど
う
か?

』
と
疑
ひ
を
さ
し
は
さ
??
こ
と
以
外
に
、
科
學
的
な
實
證
の
道
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
多 

い
。

そ
れ
で
は
、
結
局
、■
め
い
め
い
が
、

あ
る
分
野
の
硏
究
を
分
擔
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

そ

れ

以

上

の

薯

的

な 

發
展
性
と
い
ふ
も
の
が
あ
り
得
ま
せ
ん
。
ま
し
て
や
、

そ
の
分
野
の
擔
當
者
が
な
ま
け
て
ゐ
た
場
合
は
、

心
ぼ
そ
い
こ
と
で
す
。 

か
う
い
ふ
機
構
で
は
、
當
事
者
以
外
の
人
は
、
た
だ
手
を
こ
ま
ね
い
て
ゐ
る
と
い
ふ
だ
け
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。

四

わ
た
く
し
は
、

い
ま
史
料
の
個
人
蒐
集
だ
け
の
こ
と
を
い
ひ
ま
し
た
が
、

い
ふ
ま
で
も&

く
、
わ
が
國
に
も
、

い
く
つ
か
の
圖
書
館• 

圖
書
室
が
貴
重
な
史
料
を
藏
し
て
ゐ
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、

か
う
い
ふ
貴
重
な
も
の
に
な
る
と
、
な

か

く

普

通

の

人

が

近

よ

れ

な

い

や

う 

に
で
き
て
ゐ
て
、

し
か
る
べ
き
紹
介
者
、

し
か
る
べ
き
資
格
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
多
く
て
、

よ
ほ
ど
の
熱
心
家
か
、
便
宜
と
暇
の.
あ
る 

人
で
な
い
と
、
結
局
史
料
に
あ
り
つ
け
な
い
や
う
で
す
。

ま
た
個
人
の
蒐
集
を
見
せ
て
も
ら
ふ
に
し
て
も
、

い
ろ
い
ろ
の
困
難
が
あ
り
ま
す
。

い
く
ら
、

所
有
者
が
心
の
ひ
ら
け
た
人
で
あ
っ
て 

も
、

見
せ
て
も
ら
ふ
側
に
は
、

い
ろ
い
ろ
の
遠
慮
も
あ
り
、

心
配
も
、

心
勞
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
家
に
傳
は
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
や
う
な
も 

の
の
う
ち
に
は
、

い
ろ
い
ろ
の
事
情
か
ら
、

門
外
不
出
と
い
ふ
の
も
あ
っ
て
、

な
が
い
間
の
硏
究
に
は
困
難
が
あ
り
ま
せ
う
。 

ま
た
個
人
蒐
集
に
お
い
て
、
も
う
一
つ
の
困
難
は
、
蒐

集

の

『
し
ま
ひ
こ
み
』

で
す
。

こ
れ
に
は
二
つ
の
理
由
が
あ
り
ま
せ
う
。

一
つ 

・
は
、
自
分
で
そ
れ
を
い
か
す
こ
と
を
し
な
い
た
め
で
あ
り
、
他
は
、

た
だ
自
分
の
所
有
慾
を
み
た
す
た
め
で
あ
り
ま
せ
う
。

わ
た
く
し
は
、
 

こ
こ
で
は
純
粹
な
美
術
工
藝
品
に
つ
い
て
は
い
ひ
ま
せ
ん
が
、
科
學
史
の
史
料
の
う
ち
に
も
、

し
ば
し
ば
こ
れ
に
屬
し
、

こ
れ
に
準
ず
る 

科
學
史
硏
究
の
機
構
に
つ
い
て(

緖
方)
 

五
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六 

も
の
も
あ
り
ま
せ
うq

し
か
し
、

そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

こ
れ
を
し
ま
ひ
こ
ん
で
拒
か
れ
て
は
、

こ
ま
り
ま
す
。
ま
し
て
や
、
單
な
る 

史
料
を
、

そ
れ
が
ま
れ
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
だ
け
で
、

む
や
み
と
も
っ
た
い
を
つ
け
ら
れ
る
の
は
、

史
料
そ
の
も
の
の
た
め
に
も
、

い
た 

ま
し
い
こ
と
で
す
。

史
料
は
、

そ
れ
が
史
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
う
で
な
け
れ
ば
、
自
然
科 

學
に
お
い
て
、
自
分
の
發
見
・
創
見
を
伏
せ
て
お
く
や
う
な
も
の
で
す
。

五

そ
の
う
へ
、
個
人
蒐
集
に
つ
い
て
、

し
ば
し
ば
わ
足
く
し
た
ち
の
心
持
を
く
ら
く
す
る
の
は
、

そ
の
運
命
で
す
。 

こ
れ
に
は
、

い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
第
一
は
、

そ
れ
が
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ゝ
、

し
か
る
べ
き
お
ほ
や
け
の
機
關
に
う
っ 

さ
れ
る
場
合
で
す
。
第
二
は
、

そ
の
ま
ま
、

ほ
か
の
個
人
に
う
つ
さ
れ
る
場
合
。

第
三
は
、

い

ろ

く

の

形

式

で

分

散

し
て

し

ま

ふ

場

合

。 

第
四
は
、

そ
れ
が
つ
ぎ
の
世
代
に
つ
が
れ
る
場
合
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、・
蒐
集
の
ま
と
ま
っ
た
一
部
が
こ
の
い
づ
れ
か
の
運
命
を
と
る
こ
と 

も
あ
り
ま
す

〇

わ
た
く
し
は
、

こ
れ
ま
で
に
、

し
ば
し
ば
、

こ
の
運
命
の
い
づ
れ
か
を
み
て
き
ま
し
た
が
、
第
三
の
運
命
が
案
外
多
い
こ
と
は
、

ま
こ 

と
に
い
た
ま
し
い
こ
と
で
す
。
・
こ
れ
に
は
い
ろ-

^

の
わ
け
が
あ
り
ま
せ
う
が
、
も
っ
と
も
支
配
的
な
の
は
、

そ
の
蒐
集
が
、

大
き
な
財 

產
乃
至
遺
産
を
な
し
て
ゐ
る
場
合
で
す
。

そ
の
場
合
、

第
一
、

第
二
の
形
式
を
と
ら
な
い
の
は
、

そ
の
蒐
集
家
の
身
が
ら
に
も
よ
る
こ
と 

で
せ
う
が
、

第
三
の
形
式
に
ま
か
せ
る
の
が
、

も
っ
と
も
產
を
增
す
結
果
と
な
る
こ
と
が
多
い
か
ら
の
や
う
で
す
。

分
散
に
ま
か
せ
ら
れ
た
蒐
集
は
、

ど
う
な
る
か?

そ
れ
は
、
結
局
、

ほ
か
の
蒐
集
家
に
よ
っ
て
、
多
く
の
場
合
、
別
の
立
場
か
ら
蒐

6



集
さ
れ
な
ほ
す
の
で
す
。
他
の
個
人
蒐
集
を
構
成
し
な
ほ
す
の
で
す
。

つ
ま
り
、
結
局
つ
ぎ
か
ら
つ
ぎ
へ
と
、

持
ち
主
を
か
へ
、

組
み
合 

せ
を
か
へ
る
の
で
す
。

そ
し
て
そ
の
た
び
に
そ
の
一
部
は
、
本
當
の
意
味
で
散
っ
て
な
く
な
っ
て
し
ま
ふ
や
う
で
す
。

で
す
か
ら
、

い
く 

つ
か
の
個
人
蒐
集
が
分
散
を
く
り
か
へ
し
て
ゐ
る
と
、

史
料
の
總
數
は
、

す
く
な
く
な
る
一
方
で
す
。

亠ハ

日
本
に
お
け
る
科
學
史
の
史
料
は
、

大

體

こ

ん

な

ふ

う

な

『
あ
り
か
た
』

を
し
て
ゐ
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思
ひ
ま
す
。

で
す
か
ら
わ
た 

く
し
は
、

こ
の
ま
ゝ
で
は
前
途
は
く
ら
い
と
い
ふ
の
で
す
。

こ
の
狀
態
の
ま
ゝ
で
ゆ
け
ば
、

日
本
の
科
學
史
硏
究
は
、

と
て
も
は
か
ば
か 

し
く
す\

ま
な
い
で
せ
う
。
史
料
の
な
い
科
學
史
硏
究
は
、
資
材
の
な
い
自
然
科
學
的
硏
究
の
や
う
な
も
の
で
す
か
ら:

： 

た
ち
お
く
れ
て
ゐ
る
わ
が
國
が
、

こ
の
ま
ゝ
で
や
っ
て
ゐ
て
は
、

と
て
も
問
題
に
な
り
ま
す
ま
い
。

そ
れ
で
は
、

ど
う
い
ふ
ふ
う
に
し
て
こ
の
困
難
を
克
服
す
る
か?

は
じ
め
に
も
い
っ
た
や
う
に
、

た
ち
お
く
れ
た
も
の
に
は
、

た
ち 

お
く
れ
た
も
の
の
對
策
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
對
策
を
た
て
る
の
に
は
、
外
國
の
科
學
史
硏
究
の
機
構
が
か
な
り
參
考
に
な
り 

ま
す
が
、

わ
た
く
し
は
、

そ
の
ほ
ん
の
一
部
分
を
見
聞
し
た
だ
け
で
、

組
織
立
っ
て
御
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、

そ
れ
を
こ 

め
て
、

わ
た
く
し
の
考
へ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
だ
け
を
の
べ
ま
す
。

第
一
に
、

わ
た
く
し
は
、

日
本
科
學
史
學
會
が
、

科
學
史
硏
究
の
た
め
の
一
切
の
世
話
を
す
る
中
樞
機
關
に
な
る
こ
と
を
の
ぞ
み
ま
す
。 

こ
れ
ま
で.
の
多
く
の
學
會
は
、
たF

硏
究
の
發
表
の
世
話
を
す
る
機
關
で
あ
っ
た
や
う
で
す
が
、

わ
た
く
し
は
、

日
本
科
學
史
學
會
は
、
 

たV

そ
れ
だ
け
で
は
い
け
な
い
と
思
ひ
ま
す
。

硏
究
の
發
表
の
世
話
ば
か
り
で
な
く
、

硏
究
そ
の
も
の
の
便
宜
も
十
分
に
は
か
る
義
務
を 

科
學
史
硏
究
の
機
構
に
つ
い
て(

緖
方)
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A

お
は
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
ひ
ま
す
。

硏
究
の
便
宜
の
第
一
と
い
へ
ば
、

な
ん
と
い
っ
て
も
、

今

日

の

史

料(

文
獻
そ
の
ほ
か
一
切
の
も
の
を
ふ
く
め
て)

の
所
在
を
ち
き
ら 

か
に
し
て
、

そ
れ
が
す
ぐ
に
わ
か
る
や
う
な
目
錄
を
つ
く
る
こ
さ
で
す
。

今
日
の
日
本
の
や
う
に
史
料
が
あ
ち
こ
ち
に
散
在
し
て
ゐ
る
や 

う
な
場
合
に
は
、

こ
の
仕
事
が
な
に
よ
り
も
大
切
で
す
。
も
う
こ
れ
ま
で
に
、
圖

書

館•

圖
書
室
ま
た
個
人
蒐
集
の
目
錄
を
發
表
し
て
ゐ 

ら
れ
る
む
き
も
あ
り
ま
す
か
ら' 

と
り
あ
へ
ず
そ
れ
を
ま
と
め
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
の
で
す
。

そ
し
て
毀
々
〇・
ろ
く
す
る
の
で
す
。

こ 

の
仕
事
だ
け
で
も
、

ど
れ
だ
け
硏
究
者
の
役
に
た
つ
か
知
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
前
に
も
指
摘
し
ま
し
た
や
う
に
、

こ
れ
で
も
、

史
料
に 

あ
り
つ
く
こ
と
は
、

か
な
ら
ず
し
も
た
や
す
く
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
を
お
ぎ
な
ふ
の
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か?

七

そ
れ
は
、

ほ
か
で
も
あ
り
ま
せ
ん
、
科
學
史
圖
書
室
乃
至
圖
書
館
の
設
立
で
す
。

こ
の
種
の
設
備
の
必
要
な
こ
と
は
、
桑
木
會
長
の
お 

話
(

本

誌

第
一
號)

の
な
か
で
も
十
分
に
强
調
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、

わ
た
く
し
は
、

日
本
で
は
こ
と
に
そ
れ
が
必
要
で
あ
る 

こ
と
を
强
調
し
た
い
の
で
す
。

こ©

圖
書
室
で
は
、
科
學
史
料
を
で
き
る
だ
け
多
く
あ
つ
め
、

ま
た
硏
究
に
必
要
な
參
考
書
を
そ
な
へ
て 

あ
る
べ
き
も
の
で
、

で
き
れ
ば
閱
覽
室
の
ほ
か
に
、

硏
究
室
を
持
ち
た
い
も
の
で
す
。

史
料
は
、

原
品
ば
か
り
の
必
要
は
す
こ
し
も
あ
り 

ま
せ
ん
。

た
し
か
な
寫
本
も
よ
ろ
し
い
し
、

ま
た
原
品
の
適
當
な
寫
眞
複
製
で
も
よ
ろ
し
い
。

わ
た
く
し
は
、

ア
メ
リ
カ
で
こ
の
寫
眞
複 

製
が
閱
覽
室
に
出
し
て
あ
る
の
を
み
ま
し
た
が
、

そ
れ
で
結
構
だ
と
思
ひ
ま
し
た
。

ま
た
わ
た
く
し
ど
も
が
シ
ー
ボ
ル
ト
の
史
料
を
し
ら 

べ
た
持
も
、

主
と
し
て
寫
眞
複
製
に
よ
り
ま
し
た
。

そ
れ
で
十
分
こ
と
が
た
り
ま
し
た
。
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た
ち
お
く
れ
た
日
本
の
科
學
史
硏
究
の
た
め
に
世
話
を
す
る
日
本
科
學
史
學
會
は
、

是
非
と
も
こ
れ
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
ひ
ま
す
。 

實
際
今
日
知
ら
れ
て
ゐ
る
日
本
の
科
學
史
料
で
も
數
萬
部
は
あ
る
と
思
ひ
ま
す
が
、

そ
れ
が
全
部
な
に
か
の
か
た
ち
で
こ
の
圖
書
室
に
あ 

つ
ま
れ
ば
、

ど
ん
な
に
す
ば
ら
し
い
こ
と
で
せ
う
。

も
ち
ろ
ん
、

こ
れ
に
は
隨
分
お
金
が
い
り
ま
す
。

し
か
し
、

た
ち
お
く
れ
た
も
の
に 

と
っ
て
は
、

そ
れ
を
と
り
か
へ
す
の
に
お
金
よ
り
ほ
か
に
な
に
も
あ
り
ま
せ
ん2

わ
れ
わ
れ
が
い
ま
か
ら
い
く
ら
が
ん
ば
っ
て
も
、
外
國 

の
す
で
れ
た
圖
書
館
と
肩
を
な
ら
べ
る
や
う
な
藏
書
數
を
持
つ
こ
と
は
で
き
ま
す
ま
い
が
、

日
本
の
科
學
史
料
に
關
す
る
限
り
、

き
は
め 

て
特
徵
あ
る
蒐
集
を
つ
く
る
こ
と
は
で
き
ぬ
こ
と
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
設
備
さ
へ
あ
る
程
度
ま
で
完
全
な
ら
、
藏
書
を
寄
贈
す
る
人
も
出 

て
く
る
で
せ
う
し
、
寄
托
す
る
人
も
出
る
で
せ
う
。
旣
存
の
圖
書
館
と
も
交
流
で
き
る
で
せ
う
。
わ
た
く
し
は
、

こ
の
仕
事
は
、

で
き
る 

だ
け
は
や
く
は
じ
め
る
の
が
よ
い
と
思
ひ
ま
す
。

五
十
册
、

百
册
の
藏
書
か
ら
は
じ
め
て
も
よ
ろ
し
い
。

す
で
に
本
會
の
事
業
の
う
ち
で 

明
言
し
て
ゐ
る
の
で
す
か
ら
、
早
速
實
行
す
べ
き
で
す
。

し
か
し
こ
れ
は
會
員
諸
君
の
建
設
的
な
支
持
な
く
し
て
は
で
き
る
こ
と
で
は
あ 

り
ま
せ
ん
。

な
ほ
圖
書
室
は
、

な
に
も
獨
立
の
も
の
で
な
く
て
も
よ
い
の
で
あ
っ
て
、

ど
こ
か
の
圖
書
館
の
一
部
に
附
屬
し
て
も
よ
い
こ
と
は
申
す 

ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

圖
¢
!

館
の
事
業
が
、

非
常
に
ま
づ
し
い
日
本
に
お
い
て
、

わ
た
く
し
は
、•

こ

の

際

『
科
學
圖
書
館
』
と
い
ふ
べ
き
も
の
が
是
非
で
き
て 

ほ
し
い
と
ね
が
っ
て
ゐ
る
の
で
す
が
、
科
學
史圖

¢
!

室
は
、

そ
の
一
部
で
あ
り
得
れ
ば
、
便
宜
は
か
へ 

っ
て
大
き
い
で
せ
う
。

八

科
學
史
硏
究
の
機
構
に
つ
い
て(

緖
方)
 

九
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ー
〇 

そ
れ
か
ら
、

こ
れ
は
、

す
ぐ
に
で
も
實
行
で
き
る
こ
と
で
す
が
、

重
要
な
史
料
は
、
是
非
と
も
、
な
に
か
の
か
た
ち
で
活
字
で
再
現
し 

て
お
き
た
い
と
思
ひ
ま
す
。

單
行
本
の
形
式
も
よ
ろ
し
い
。
『
科
學
史
硏
究
』
に
も
是
非
の
せ
て
ゆ
く
べ
き
だ
と
思
ひ
ま
す
。

こ
れ
は
大
變 

な
仕
事
で
す
が
、
實
行
は
で
き
ま
す
。

現
に
、
醫
學
史
の
方
で
、
む
か
し
か
ら
富
士
川
游
先
生
そ
の
ほ
か
の
熱
心
家
が
、

い

ろ

く

の

か 

た
ち
で
史
料
を
活
字
に
う
つ
し
て
の
こ
さ
れ
ま̂

^

^

く
し
た
ち
後
進
の
も
の
が
、

こ
れ
に
よ
っ
て
ど
ん
な
に
便
宜
を
得
て
ゐ
る
か 

知
れ
ま
せ
ん
。

ど
う
も
日
本
の
雜
誌
は
、
む
か
し
の
も
の
は-
-

い
ま
で
も
そ
の
か
た
む
き
は
あ
り
ま
す
が-
-

よ
く
保
存
さ
れ
て
ゐ
ま 

せ
ん
の
で
、
も
う
今
日
で
は
な
か
な
か
見
ら
れ
な
い
も
の
も
す
く
な
く
あ
り
ま
せ
ん
、

こ
れ
か
ら
の
雜
誌
は
、
も
っ
と
よ
く
保
存
さ
れ
る 

で
せ
う
か
ら' 

も

う

一

度
、

く
り
か
へ
し
て
再
生
し
て
ゆ
く
こ
と
も
大
い
に
意
義
が
あ
る
と
思
ひ
ま
す
。 

さ
う
い
ふ
や
さ
き
に
、
朝

日

新

聞

社

が

『
日
本
科
學
古
典
全
書
』(

全
十
二
卷
別
卷
一
册)

を
計
畫
し
、

お
も
な
科
學
古
典
を
活
字
に
う 

っ
し
、
解
說
を
つ
け
て
刊
行
す
る
と
い
ふ
の
は
、

非
常
に
意
義
の
ふ
か
い
こ
と
で
す
。

し

か
も

も

う

そ
の
第
一
囘
配
本(

第
九
卷)

が
を 

は
っ
た
の
は
、

よ
ろ
こ
ば
し
い
こ
と
で
す
。

九

も
う
一
つ
、

こ
れ
は
硏
究
を
發
表
さ
れ
る
方
々
に
の
ぞ
む
こ
と
で
す
が
、
調

査
•

硏
究
せ
ら
れ
た
史
料
の
こ
と
は
、
う
へ
に
の
べ
た
や 

う
な
事
情
に
か
ん
が
み
て
、

で
き
る
だ
け
く
は
し
く
、
具
體
的
に
紹
介
し
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。

史
料
の
提
示
が
く
は
し
け 

れ
ば
、

あ
と
か
ら
す'

む
も
の
も
、

ま
た.
ほ
か
の
分
野
の
硏
究
者
も
、
實
に
大
き
な
利
を
得
る
も
の
で
す
。

こ
と
に
所
在
が
わ
か
り
に
く 

い
も
の
な
ど
に
つ
い
て
は
、

と
く
に
そ
の
心
づ
か
ひ
が
ほ
し
い
も
の
で
す
。

と
も
ど
も
に
硏
究
し
な
が
ら
す'

む
と
い
ふ
體
制
を
と
る
か

IO



ら
に
は
、

か
う
い
ふ
と
こ
ろ
に
是
非
と
も
氣
を
く
ば
っ
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。

ー
 

〇

わ
た
く
し
は
、.
科
學
史
硏
究
に
お
け
る
史
料
を
中
心
と
し
た
硏
究
機
構
に
つ
い
て
、
『
た
ち
お
く
れ
沦
日
本
』
の
と
る
べ
き
對
策
に
關
す 

る
、
自
分
の
意
見
を
の
べ
ま
し
た
。

あ
ま
り
理
想
に
は
し
つ
た
意
見
の
や
う
に
お
考
へ
の
方
も
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
わ
た
く
し
は
、
 

さ
う
は
思
ひ
ま
せ
ん
。

こ
の
く
ら
ゐ
の
機
構
を
持
た
な
け
れ
ば
、

た
ち
お
く
れ
を
と
り
も
ど
す
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、

お
く
れ
な
が
ら
に
で 

も
つ
い
て
ゆ
く
こ
と
さ 

へ 

で
き
ま
す
ま
い
〇

結
局
、

お
金
で
す
。

心
が
ま
へ
は
も
う
で
き
た
の
で
す
か
ら.
.
.
.

ア
メ
リ
カ
が
、
科
學
の
た
ち
お
く
れ
を
と
り
も
ど
し
た
の
は
、
結
局
お
金
で
し
た
。

こ
の
道
の
た
ち
お
く
れ
ば
か
り
は
、

そ
れ
以-
处
の 

方
法
で
は
ど
う
に
も
な
り
ま
す
ま
い
。

お
金
を
持
た
ず
に
、

日
本
の
科
學
史
の
硏
究
の
さ
か
ん
に
な
る
こ
と
を
の
ぞ
ん
で
ゐ
る
と
す
れ
ば
、
 

そ
れ
こ
そ
空
論
で
せ
う
。

日
本
の
過
去
に
お
い
て
も
、

多
く
の
場
合
、

お
金
を
つ
か
っ
た
個
人
が
す
ぐ
れ
た
科
學
史
硏
究
を
も
の
し
た
の
で
す
。

わ
た
く
し
は
、
 

こ
の
個
人
の
努
力
を
決
し
て
否
定
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

た
も
お
く
れ
た
日
本
の
科
學
史
硏
究
の
、

こ
れ
か
ら
の
ゆ
き
方
と
し 

て
は
、
個
人
を
こ
え
た
、

集
團
の
力
を
も
十
分
に
發
揮
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
い
ひ
た
い
の
で
す
。

そ
れ
に
は
、
 

集
團
の
仕
事
に
お
金
を
う
ん
と
か
け
る
。

そ
れ
が
た
ち

お
く
れ
を
と
り
も
ど
す
唯
一
の
方
法/C

と
い
ふ
こ
と
に
な
り
ま
せ
う
。 

科
學
史
硏
究
の
機
構
に
つ
い
て(

緒
方)
 

• 
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史
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ニ
ー

す
べ
て
の
科
學
が
、
科
學
史
で
十
分
に
裏
づ
け
ら
れ
た
時
に
、

ど
ん
な
に
し
っ
か
り
し
た
も
の
に
な
る
か
。

そ
れ
は
、

科
學
史
に
關
心 

を
持
た
れ
る
方
々
に
は
、

あ
ら
た
め
て
申
す
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

そ
の
裏
づ
け
に
は
、
科
學
の
硏
究
そ
の
も
の
と
お
な
じ
ゃ
う
に
、
 

い
や
、

あ
る
場
合
に
は
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
、
澤
山
の
お
金
が
必
要
な
の
だ
と
い
ふ
こ
と
を
、
は
っ
き
り
考
へ 

つ
め
て
お
き
た
い
と
思
ひ 

ま
す
。
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近
代
化
學
成
立
の
方
法
論
的
基
礎

-
-

「
化
學
史
の
方
法
論
」
へ
の
續
論-
-

原 

光 

雄

筆

者

は

さ

き

に

「
化
學
史
の
方
法
論
」
む
論
じ
て
、

過
去
の
各
時
代
の
化
學
が
そ
の
時
代
の
支
配
的
思
惟
方
法
に
よ
っ
て
根
本
的
に
性 

格
づ
け
ら
れ
た
こ
と
を
結
論
し
た
。

つ
い
で
こ
の
論
文
と
の
不
可
避
的
關
聯
か
ら
、
「
ガ
リ
レ
イ=

=
=

=
1

ト
ン
時
代
に
お
け
る
科
學
と
技 

術
と
の
關
係
」

に
つ
い
て
論
じ
、

ヘ
ッ
セ
ン
的
な
技
術
的
要
求
說
に
批
判
を
加
へ.
る
と
と
も
に
、
自
然
科
學
の
性
格
を
決
定
す
る
重
要
因 

子
と
し
て
、(

第
一)

自
然
の
論
理
的
構
造
、(

第
二)

思
惟
方
法
ま
た
は
世
界
觀
、(

第

三)

技
術
的
基
礎
、

の
三
者
を
あ
げ
、

こ
れ
ら
の
う 

ち
で
過
去
の
各
時
代
の
自
然
科
學
の
性
格
づ
け
に
も
っ
と
も
決
定
的
だ
っ
た
因
子
は
、

第
二
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

「
化
學 

史
の
方
法
論
」
は
、

こ
の
こ
と
を
筆
者
が
も
っ
ぱ
ら
硏
究
の
對
象
と
し
て
ゐ
る
化
學
史
に
つ
い
て
、

や
ゝ
具
體
的
に
展
開
し
た
も
の
だ
っ 

た
わ
け
で
あ
る
。

(
1
)

本
誌
第
一
號
。

(2) 

「
科
學
」
第
十
二
卷
、
三
二
頁
新
よ
び
七
〇
頁
。

近
代
化
學
成
立
の
方
法
論
的
基
礎(

原)
 

一
三
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科

學

史

硏

究
 

第

二

號
 

一
四 

し
た
が
っ
て
當
然
つ
ぎ
に
起
っ
て
く
る
問
題
は
、
右
に
の
べ
た
第
一
の
因
子
す
な
は
ち
自
然
の
論
理
的
構
造
が
、

わ
れ
わ
れ
人
間
の
自 

然
認
識
の
發
展
史
上
に
お
い
て
、

い
か
に
自
己
を
反
映
せ
し
め
た
か
、
換
言
す
れ
ば
、

わ
れ
わ
れ
の
思
惟
は
い
か
な
る
論
理
的
過
程
を
通 

っ
て
客
觀
的
自
然
を
認
識
反
映
し
て
ゆ
く
か
、

と
い
ふ
問
題
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
筆
者
は
こ
の
問
題
を
、

ふ
た
た
び
も
っ
ぱ
ら
化
學
史 

と
の
關
聯
に
お
い
て
、
若
干
考
究
し
て
み
た
い
と
思
ふ
。

だ
が
そ
れ
に
つ
い
て
論
ず
る
ま
へ
に
、
右
の
第
一
お
よ
び
第
二
因
子
の
關
係
を
、
化
學
史
上
の
一
つ
の
具
體
的
事
象
に
卽
し
て
論
じ
て 

お
く
の
が
好
都
合
で
あ
ら
う
。

今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
が
、

フ
口
ギ
ス
ト
ン
說
は
客
觀
的
自
然
を
正
し
く
反
映
し
た
自
然
認
識
で
は
な
か 

っ
た
。

そ
れ
は
十
八
世
紀
の
大
部
分
を
通
じ
て
の
自
然
觀
で
あ
り
自
然
認
識
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
客
觀
的
自
然
の
な
か
に
あ
る
論
理
的 

構
造
で
は
な
か
っ
た
。

・
ボ
イ
ル
以
後
の
化
學
者
た
ち
は
大
體
に
お
い
て
見
っ
ぱ
ら
自
然
認
識
を
め
ざ
し
て
硏
究
を
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
 

客
觀
的
自
然
の
正
し
い
認
識
を
意
圖
し
た
筈
の
こ
れ
ら
の
學
者
が
、

な
ぜ
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
說

の
ご
と
き
誤
れ
る
自
然
觀
を
採
用
し
た
の
で 

あ
ら
う
か?

明
か
に
そ
れ
は
自
然
自
身
の
論
理
的
構
造
か
ら
生
み
だ
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
客
觀
的
自
然
の
現
象
面
の
な
か
に
は
、
 

フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
說

の
根
據
と
な
り
え
た
も
の
も
あ
っ
た
が
、
自
然
自
身
が
か
ゝ
る
自
然
觀
を
生
ん
だ
の
だ
と
は
い
ひ
え
な
い
。

現
實
の
自 

然
に
は
フ
ロ
ギ
ス
ト
レ
は
實
在
し
て
ゐ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

わ

れ

わ

れ

は

フ□

ギ
ス
ト
ン
說
が
十
八
世
紀
の
大
半
を
通
じ
て
の
自
然
觀 

と
な
っ
た
第
一
義
的
根
據
を
、

あ
く
ま
で
當
時
の
マ
ー
一
ユ
フ
ァ
ク
チ
乂
ア
的
思
惟
方
法
に
も
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
 

過
去
の
特
定
時
代
の
化
學
の
性
格
づ
け
に
た
い
し
て
は
、
・
そ
の
時
代
の
支
配
的
思
惟
方
法
こ
そ
が
決
定
的
要
因
だ
っ
た
こ
と
を
、

再
確
認

14



せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

・
 

- 

だ
が
最
大
の
因
子
が
全
部
の
因
子
で
は
な
い
。
化
學
の
史
的
發
展
は
、
各
時
代
の
支
配
的
思
惟
方
法
に
よ
っ
て
根
本
的
に
規
定
づ
け
ら 

れ
つ
ゝ
も
、

な
ほ
か
つ
客
觀
的
自
然
に
む
か
っ
て
肉
迫
し
た
。
化
學
が
は
じ
め
て
科
學
性
を
獲
得
し
た
ラ
ヴ
・
ア
ジ•

エ
以
後
に
お
い
て
は
、 

と
く
に
そ
う
で
あ
っ
た
。
經

驗

主

義

は

本

來

經

驗(

實

驗)

の
み
へ
の
依
存
で
あ
り
、

純
粹
な
形
で
は
マ
ッ
ハ
の
經
驗
批
判
論
哲
學
の
ご 

と
き
も
の
と
な
る
筈
で
あ
る
。
大
體
に
お
い
て
經
驗
主
義
的
方
法
の
支
配
下
に
あ
っ
た
十
九
世
紀
の
化
學
は
、
原
子
說
を
哲
學
的
空
想
に 

近
い
も
の
と
し
て
冷
遇
し
、

ア
ヴ
ォ
ガ
ド
ロ
法
則
を
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
無
視
し
た
が
、

に
も
か
か
は
ら
ず
、

ド
ー
ル
ト
ン
を
し
て
原
子 

說
を
樹
立
せ
し
め
、

ア
ヴ
・
ガ
ド
ロ
を
し
て
分
子
槪
念
を
提
出
さ
せ
た
。

明
か
に
こ
の
や
う
な
現
象
は
、

た
ん
な
る
經
驗
主
義
の
み
に
よ
っ
て
招
來
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。

そ
れ
は
當
時
の
化
學
が
、
 

も
っ
ぱ
ら
經
驗
主
義
の
支
配
下
に
あ
り
っ
ゝ
も
、

一
方
で
は
客
觀
的
自
然
に
從
は
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

人
間
の
實
踐
的
思 

惟
が
、
經
驗
主
義
の
框
に
制
約
づ
け
ら
れ
つ
ゝ
も
、

そ
れ
を
の
り
こ
え
て
客
觀
的
自
然
に
む
か
っ
て
肉
迫
し
た
結
果
な
の
で
あ
る
。

い
は 

ば
そ
れ
は
、
第
一
の
因
子
が
第
二
の
因
子
に
む
か
っ
て
、

あ
る
ひ
は
第
二
の
因
子
を
の
り
こ
え
て
、

自
己
を
貫
徹
し
た
結
果
な
の
で
あ
る
。

さ
て
本
論
に
入
る
こ
と
に
し
て
、

ま
づ
わ
れ
わ
れ
は
化
學
と
は
い
か
な
る
科
學
で
あ
る
か
、

そ
の
對
象
は
何
で
あ
る
か
、
を
規
定
づ
け 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

化

學

は

普

通

に

は

「
物
質
の
性
質
お
よ
び
化
學
的
變
化
を
取
扱
ふ
學
問
」
と
さ
れ
、

ま

た

「
化

學

的

物

質(

元
素
お
よ
び
化
合
物)

の 

近
代
化
學
成
立
の
方
法
論
的
基
礎(

原)
 

一
五

巧



科

學

史

硏

究
 

第

二

號 

一
六 

性
質
な
ら
び
に
こ
れ
ら
物
質
相
互
間
の
化
學
反
應
を
硏
究
す
る
自
然
科
學
の
一
部
門
」
と
定
義
さ
れ
て
ゐ
る
。•

だ
が
こ
れ
ら
の
定
義
は
、
 

定
義
自
身
の
な
か
へ
化
學
な
る
語
を
再
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
意
義
を
い
く
ぶ
ん
不
明
確
に
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。 

筆

者

は

化

學

を

「
物
質
的
自
然
の
質
的
側
面
を
對
象
と
す
る
科
學
」

と
規
定
づ
け
る
。

そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
物
質
の
質
と
そ
れ
ら
相
互
間 

の
質
的
變
化
を
認
識
の
醐
象
と
す
る
。
數
學
が
物
質
的
自
然
の
量
的
側
面
を
對
象
と
し
、
從
っ
て
量
の
科
學
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
化 

學
は
も
つ
ば
ら
そ
の
質
的
側
面
を
對
象
と
し
、
質
の
科
學
で
あ
る
。

因
み
に
筆
者
は
、
物
理
學
は

「物
質
的
自
然
の
運
動
を
對
象
と
す
る
科
學
」
と
し
て
規
定
づ
け
る
の
が
最
も
よ
い
と
思
ふ
。
そ
れ
は
古
典
力
學
か 

ら
熱
學
、
光
學
、
電
磁
氣
學
、
を
へ
て
量
子
力
學
に
い
た
る
ま
で
、
運
動
の
科
學
と
し
て
把
握
さ
れ
得
る
。
物
質
と
運
動
と
は
巨
視
的
現
象
に
お
い 

て
は
一
應
區
別
し
て
論
じ
う
る
が
、
量
子
的
素
粒
子
的
現
象
に
お
い
て
は
兩
者
は
不
可
分
の
統
一
と
な
る
。
運
動
槪
念
と
し
て
の
波
動(

又
は
エ
ネ 

ル
ギ
ー)

は
物
質
槪
念
と
し
て
の
粒
子(

又
は
質
量)

と
不
可
分
の
統
一
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
量
子
的
素
粒
子
的
過
程
に
も
っ
ぱ
ら
關
聯
す
る
原 

子
構
造
や
原
子
核
の
硏
究
の
ご
と
き
は
、
物
質
的
自
然
の
質
的
硏
究
で
あ
り
な
が
ら
も
、
主
と
し
て
物
理
學
の
對
象
と
な
っ
て
し
ま
ふ
の
で
fe
る
。 

窮
極
に
お
い
て
物
質
は
運
動
に
お
い
て
の
み
存
在
し
、
運
動
に
お
い
て
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
故
、
こ
の
分
野
が
運
動
の
科
學
た
る
物
理
學
の
對
象 

と
な
る
の
は
當
然
の
こ
と
で&

ら
う
。

現
代
自
然
囂
の
代
表
的
科
學
と
し
て
物
理
學
が
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
物
質
的
自
然
の
根
本
的
な
本
性
が
運
動(

發
展)

に
あ
る
と
い
ふ
客
觀
的 

事
實
を
反
映
せ
る
も
の
で
あ
る
。
質
の
科
學
た
る
化
學
は
、
質
的
變
化
を
硏
究
對
象
と
す
る
が
、
變
化
は
と
り
も
直
さ
ず
運
動
で
あ
る
か
ら
し
て
、
 

化
學
は
つ
ね
に
物
理
學
と
の
密
接
な
關
聯
に
お
い
て
硏
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
質
的
變
化
の
原
因
た
る
原
子
間
の
相
互
作
用
な
ど 

に
つ
い
て
は
、
と
く
に
そ
う
な
る
の
で
あ
る
。 

•

(1) 

最
新
工
業
化
學
辭
典(

昭
和
十
六
年
、
丸
善
版y

七
几
頁
。

(
2
)
 

理
化
學
辭
典(

岩
波
版y

 

二
四
五
頁
。

i6



も
ち
ろ
ん
、
も
っ
ぱ
ら
質
を
對
象
と
す
る
化
學
も
、
量
的
側
面
お
よ
び
運
動
の
認
識
な
し
に
は
、

一
步
も
す
ゝ
み
え
な
い
。

有
機
化
合 

物
の.
同
族
列
に
そ
の
例
を
み
る
ご
と
く
、
同
一
の
質
の
量
的
變
化
に
よ
っ
て
新
しは

質
が
登
場
す
る
。

ま
た
異
性
體
に
そ
の
例
を
み
る
ご 

と
く
、
同

一

の

質

の

配

列(

運

動)

の
差
に
よ
り
新
し
い
質
が
現
は
れ
る
。

客
觀
的
自
然
に
fe
い
て
は
、
質
そ
の
も
の
又
は
量
そ
の
も
の 

は
存
在
せ
ず
、

兩
者
は
つ
ね
に
統
一
さ
れ
て
共
存
す
る
。
物
質
と
運
動
に
つ
い
て
も
同
樣
で
あ
る
。

だ
が
そ
れ
に
も
か
ゝ
は
ら
ず
、
化
學
は
や
は
り
質
の
科
學
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
分
子
の
組
成
や
構
造
も
、
も
っ
ぱ
ら
質
な
ら
び
に
質
的 

變
化
と
の
關
聯
に
お
い
て
、

あ
る
ひ
は
質
と
し
て
、

硏
究
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

秤
量
に
よ
る
定
量
的
硏
究
法
の
ご
と
き
も
、
量
的
測
定
を 

媒
介
と
し
て
質
的
變
化
の
認
識
を
め
ざ
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
つ
，た
。

物
質
的
自
然
の
量
的
狽
面
の
抽
象
は
、

比
較
的
容
易
に
お
こ
な
ふ
こ
と
が
で
き
た
。

し
た
か
っ
て
、
數
學
は
も
っ
と
も
早
く
か
ら
比
較 

的
高
度
の
科
學
性
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

し
か
し
自
然
の
質
的
側
面
は
複
雜
を
き
は
め
て
ゐ
る
。
質
的
變
化
を
追
跡
し
て
そ
の
本 

性
を
明
か
に
す
る
こ
と
は
、
量
的
側
面
の
硏
究
ほ
ど
に
か
ん
た
ん
で
は
な
い
。

化
學
が
十
八
世
紀
末
に
い
た
る
ま
で
科
學
性
を
獲
得
し
え 

な
か
っ
た
主
因
は
、

こ
の
點
に
あ
る
の
で
あ
る
。

三

•

物
質
的
自
然
に
お
け
る
多
く
の
質
的
變
化
は
、

化
學
諸
元
素
の
原
子
間
の
結
合
お
よ
び
分
解
に
基
因
す
る
。

し
た
が
っ
て
質
の
科
學
と 

(
1
)

ド
・
-

ル
ト
ン
の
原
子
量
な
ど
も
、
各
元
素
の
固
有
の
質
と
し
て
の
量
で
あ0

、
且
ま
た
質
的
變
化
の
認
識
へ
の
媒
介
者
と
し
て
の
量
で
あ
つ
疙
。
各 

元
素
の
原
子
量
は
、
そ
れ
ら
の
質
的
差
別
性
の
徵 

標
と
し
て
考 

へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。 

• 

近
代
化
學
成
立
の
方
法
論
的
基
礎(

原) 

一
七
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• 

一
八 

し
て
の
化
學
は
、

化
合
お
よ
び
分
解
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
へ
ら
れ
た
原
子
な
し
に
は
、

い
ひ
か
へ
る
な
ら
ば
、

質
的
變
化
と
の
關
聯
に 

お
い
て
把
握
さ
れ
た
原
子
槪
念
を
獲
得
せ
ず
し
て
は
、

眞
の
科
學
性
を
も
ち
え
な
か
っ
た
。

筆
者
が
ド
ー
ル
ト
ン
の
原
子
槪
念
を
も
っ
て
、
 

近

代

化

學
(

卽
ち
科
學
的
化
學)

成
立
の
主
要
な
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
た
の
は
、

こ
の
た
め
で
あ
る
。

そ
れ
は
客
觀
的
自
然
の
論
理
的 

構
造
か
ら
み
て
、

そ
う
い
は
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

十

七

世

紀
後
半
の
粒
子
論
的
科
學
者
た
ち

の
粒
子(

原
子)

槪
念
も
、

質
的
變
化
に
關
聯
せ
し
め
ら
れ
て
ゐ
沦
。.
た
と
へ 

ば
ボ
イ
ル
や
レ
ム
リ
は
、
微
粒
子
の
形
狀
に
も
と
づ
く
全
く
機
械
的
な
結
合
と
し
て
化
學
的
變
化
を
說
明
し
、

ーー
 

1

ト
ン
は
微
粒
子
間 

に
働
く
特
種
な
選
擇
的
引
力
に
よ
っ
て
そ
れ
を
說
明
し
た
。

こ
の
點
か
ら
み
る
と
、

そ
れ
ら
は
ド
ー
ル
ト
ン
の
原
子
槪
念
と
大
差
な
い
や

(1) 

ボ
イ
ル
は
微
粒
子(

c
o  r

p
u
s
c
l
e
)

の
鉤
、
枝
、
尖
頭
、
な
ど
で
親
和
力
を
說
明
し
た
。
た
と
へ
ば
酸
の
微
粒
子
は
尖
っ
て
あ
て
他
物
へ
容
易
に
侵
入 

す
る
た
め
、
金
屬
を
溶
か
し
う
る
と
考
へ
た
。

〔
な
ほ
ボ
イ-
ル
の
粒
子
論
的
機
械
論
的
化
學
觀
に
つ
い
て
は
、
近
く
發
表
す
べ
程
拙
著
論
文
「
ボ
イ
ル
の 

自
然
觀
揺
よ
び
化
學
的
業
績
に
つ
い
て
」
中
で
詳
論
し
た
。
〕

ま
た-

コ

ラX
•

レ
・{

リ
も
當
時
の
流
行
に
し
た
が
っ
て
、
ボ
イ
ル
と
同
樣
、
種
々
な
る
化
學
現
象
の
說
明
に
粒
子
槪
念
を
導
入
し
た
。
た
と
へ
ば
彼 

に
よ
れ
ば
、
酸
と
鹽
基
と
の
結
合
は
、
酸
の
粒
子
が
尖
っ
て
を0

、
鹽
基
の
粒
子
が
多
孔
な
の
で
、
前
書
の
尖
っ
た
先
が
後
者
の
孔
へ
入0

こ
む
こ
と
に 

よ
っ
て
起
る

〔a

 B
r
o
w
n
”  A

 H
i
s
t
o
r
y

 

o
f  C

h
e
m
i
s
t
r
y

 (
1
9
1
3
V

?

2
1
2
j。

ス
ゲ
エ
ド
ベ
リ
ー
著
(

田
中
3¢
譯)

「
物
質W

の
歷
史
」
の
ー
ニ
五 

頁
に
も
、
金
が
王
水
に
と
け
る
現
象
を
、

レ
ム
リ
が
同
樣
な
粒
子
論
的
見
地
か
ら
說
明
し
た
例
が
あ
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
從
來
の
化
學
史
家(

た
と
へ
ば
右 

の
・
フ
ラ
ウ
ン
や
ス
ゲ
エ
ド
ベ
リ
ー)

は
、

レ
ム
リ
の
か
ゝ
る
說
明

を

「
奇
矯
な
思
辨
」t

た
は

「
粗
雜
な
空
想
物
」
と
酷
評
し
て
ゐ
る
が
、
・
筆
者
の
見
解 

に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
全
く
明
晰
な
說
明
で
あ
っ
て
、
感
覺
的
合
理
性
と
機
械
論
的
說
明
を
重
ん
ず
る
マ
ー
一
ユ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
的
思
惟
方
法
の
代
表
的
な
例 

で
あ
る
。

レ
ム
リ
の
著C

o
u
r
s

 d
e

 C
h
y
m
i

 e

が
當
時
多
く
の
版
を
重
ね
て
熱
狂
的
な
歡
迎
を
う
け
お
の
も
、
決
し
て
故
な
き
こ
と
で
は
な
い
。
け
だ 

し
化
學
現
象
の
こ
の
や
う
な
機
械
論
的
粒
子
論
的
說
明
は
、
當
時
も
っ
と
も
歡
迎
さ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

(2) 

--
ユ
—
ト

ン(

阿
部•

堀
共
譯)

「
光
學
」
(

岩
波
文
庫)

、
三
三
三1

三
五
九
頁
。

R

・
 

E
hr
en
fe
ld
-  

G
r
u
u
d
r
i
s
s  e

s
e
r
HntwlclduDgsgeschlch

 
ナ e  

d
e
r  

C
b
e
n
i
i
s
c
t
i
e
n  

A
t
;
0
1
1
1
1 s

c*ik 

(一
906)》

s

・
 

2
0
2

 
〜2

0
5

 j  
J

・
 c

・
 

G
r
e
・

 

g
o
r
y

 
ハ
 A

 

S
h
o
r
t
,  H

i
s

s-r
y  

o
f  A

f
o
m

s-m

 (
1
9
3
1
)

p

・
 5

3  
〜5

4

•
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う
に
思
は
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

だ
が
實
は
こ
の
兩
者
の
間
に
は
、

重
大
な
差
違
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。 

ド
ー
ル
ト
ン
の
原
子
槪
念
に
お
い
て
は
、
「
す

べ
て

の

物

質

は

原

子

か

ら

成

り

、

同
種
の
原
子
の
大
き
さ•

形
•

重
量
は
相
等
し
く
、
 

異
種
の
原
子
の
そ
れ
ら
は
相
異
る
」

と
い
ふ
點
が
核
心
で
あ
る
。

ド
ー
ル
ト
ン
は
こ
の
同
種
、
異
種
の
種
と
し
て
は
、
す
べ
て
の
單
體 

(
s
i
m
p
l
e
)

お
よ
び
化
合
物
を
包
含
せ
し
め
た
け
れ
ど
も
、

化

合

物

の

原

子(

今
日
の
言
葉
で
い
へ
ば
分
子)

は

元

素
(

單
體)

の
原
子
の 

結
合
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
故
、
眞
の
窮
極
的
粒
子
た
る
原
子
は
各
元
素
の
原
子
の
み
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
彼
の
原
子
槪
念
の
眞
髓
は
、 

「
各
元
素
の
原
子
」

と

い

ふ

觀

念

、

い
ひ
か 

へ

る

と

「
元
素
數
だ
け
の
異
種
原
子
が
存
在
す
る
」

と
い
ふ
考
、

に
あ
る
。

さ
ら
に
い
ひ
か 

へ
る
と
、

ド

ー

ル
ト
ン
の
原
子
槪
念
に
と
っ
て
は
、

元
素
槪
念
が
不
可
缺
の
前
提
條
件
に
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
そ
の
元
素
槪 

念
は
ラ
ヴ
ォ
ア
ジ
ェ
の
元
素
槪
念
な
の
で
あ
っ
て

'5
ド
ー
ル
ト
ン
的
原
子
槪
念
は
、

ラ

ヴ

・
ア
ジ
ェ
的
元
素
槪
念
を
足
場
と
し
て
、

そ
の 

上
に
立
っ
て
ゐ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
、

ボ
イ
ル
、

エ
ニ
ー
ト
ン
等
の
十
七
世
紀
の
粒
子
論
的
科
學
者
た
ち
の
原
子(

微
粒
子)

槪
念
は
、

か
ゝ
る
元
素
槪
念
に
よ 

6
P

禦
が
わ
れ
で
か
、な
い
。
:

—
ト
ン
に
お
い
て
は
、
硝
酸
の
酸
性
微
粒
子
、

水
の
微
粒
子
、
空
氣
の
微
粒
子
、
酒
石
鹽
の
微
粒
子
、

(3)

等
々
は
あ
っ
た
が
、
酸
素
の
原
子
、

水
素
の
原
子
、
窒
素
の
原
子
、
等
々
は
存
在
し
な
い
。
換
言
す
れ
ば'
 

そ
れ
は
客
觀
的
自
然
の
な
か

(1) 

ド
ー
ル
ト
ン
はA

 N
e
w

 S
y
s
t
e
m

 

o
f  C

h
e
m
i
c

巴

P
h
i
l
o
s
o
p
h
y

 
P
a
r
b

 

I

 

(一
808

)

 

の
中
で
、
今
日
の
わ
れ̂

^

の
化
學
元
素
をs

i
m
p
-
e

と 

稱
し、

E
l
e
m
e
n
t

と
い
ふ
語
を
諸
原
子(

單
體
お
よ
び
化
合
物
の
原
子)

と
い
ふ
意
味
に
使
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
言
葉
の
使
ひ
方
の
差
違
に
す
ぎ
な 

い
故
、
本
論
文
で
は
元
素 
(E

l
e
m
e
n
t

)

な
る
語
は
ド
ー
ル
ト
ン
のS

i
m
p
l
e

を
意
味
せ
し
め
る
こ
と
と
す
る
。

(
2
)
 

「
諸
物
體
は
そ
れ
が
分
解
さ
れ
る
ま
で
は
元
素(s

i
m
p
l
e
)

と
み.
な
す
」(

ド
ー
ル
ト
ン)

。

(
3
)
 

ニ
ュ
ー
ト
ン
「
光
學
」、
前
揭
箇
所
。

近
代
化
學
成
立
の
方
法
論
的
基
礎(

原)
 

一
九
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科

學

史

硏

究
 

第

二

號 

二
〇 

に
實
在
す
る
原
子
を
反
映
し
て
は
ゐ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
ド
ー
ル
ト
ン
に
お
い
て
は
、
酸
素
原
子
、
窒
素
原
子
、
水
素
原
子 

:
:

等
々
が
存
在
し
、

い
ひ
か
へ
る
と
、
客
觀
的
實
在
と
し
て
の
原
子
が
思
惟
の
な
か
に
反
映
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

そ 

れ
は
今
日
の
原
子
槪
念
と
は
異
り
、

多
く
の
點
で
粗
雜
不
正
確
た
る
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
が
、

し
か
し
實
在
的
現
實
的
な
原
子
の
反
映
ま
た 

は
對
應
物
で
あ
る
こ
と
は
、

否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

四

し
か
ら
ば
ー
體
ラ
ヴ
ォ
ア
ジ
ェ
の
元
素
槪
念
は
、

い
か
に
し
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
か?

複
雜
き
は
ま
る
自
然
界
の
質
的
多
樣
性
も
、

比

較

的

少

數

の

根

原

的

な

質(

卽

ち

元

素)

の
結
合
お
よ
び
運
動
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ 

ら
う
と
い
ふ
認
識
は
、

人
類
の
科
學
的
思
惟
の
開
始
と
と
も
に
ふ
る
い
。

こ
れ
は
自
然
界
の
質
的
變
化
の
ご
く
素
朴
原
始
的
な
觀
察
に
よ 

っ
て
も
當
然
到
達
し
う
る
認
識
で
あ
り
、

か
つ
ま
た
客
觀
的
自
然
に
お
け
る
事
態
の
正
し
い
反
映
で
も
あ
っ
た
。 

物
質
的
自
然
の
質
的
多
樣
性
を
、

質

的

に
(

も
っ
ぱ
ら
質
的
に)

分
析
し
て
ゆ
く
と
き
に
到
達
し
た
も
の
が
、

元
素
の
槪
念
で
あ
る
。 

化
學
史
上
、

元
素
槪
念
は
質
的
分
解
の
極
限!
—

.
ボ
イ
ル
に
お
い
て
は
絕
對
的
窮
極
的
極
限
、

ラ
ヴ
・
ア.
シ
ェ
に
お
い
て
は
現
實
的
實
驗 

的
極
限,
—
1

と
し
て
措
定
さ
れ
た
。
今
日
で
も
わ
れ
わ
れ
は
元
素
と
い
ふ
場
合
に
は
、

現
實
的
物
質
の
質
的
側
面
の
み
を
抽
象
し
て
ゐ
る
。 

〔
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
金
も
ー
ミ
リ
グ
ラ
ム
の
金
も
、

元
素
と
い
ふ
點
で
は
等
置
さ
れ
る
。

元
素
槪
念
は
ま
っ
た
く
質
的
分
割
の
限
界
と
し
て

〔1
)

本
誌
第
一
號
、
七
三
—
四
頁
。
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定
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

純
粹
に
質
的
な
、
從
て
ま
た
化
學
的
な
槪
念
で
あ
っ
た
。 

、
 

化
學
が
質
の
科
學
で
あ
り
、
物
質
的
自
然
の
質
的
側
面
を
も
っ
ぱ
ら
追
求
す
る
科
學
で
あ
る
以
上
、
か
ゝ
る
意
味
で
の
元
素
觀
の
發
展 

が
化
學
的
認
識
の
發
展
史
上
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
は
、

い
ま
さ
ら

い
ふ

ま
で

も

あ
る
ま
い
.0
筆
者
が
ラ
ヴ
ォ
ア
ジ
ェ
の 

新
元
素
觀
の
確
立
を
も
っ
て
、
近
代
化
學
成
立
の
一
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
た
一
因
は
、

こ

の

點

に

あ

る

の
で

あ

る

.0
一 

だ
が
他
面
で
は
、

ラ
ヴ
ォ
ア
ジ
ェ
の
元
素
槪
念
は
、

ド
ー
ル
ト
ン
の
原
子
槪
念
へ
止
揚
さ
れ
る
——

ま
た
は
そ
の
中
へ
消
化
し
こ
ま
れ 

る!

!

こ
と
に
よ
っ
て
、
眞
に
近
代
化
學
の
基
礎
と
な
り
え
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
客
觀
的
自
然
に
お
い
て
は
、
・
元
素
そ
の
も 

の
又
は
原
子
そ
の
も
の
は
存
在
し
な
い
。

元
素
は
つ
ね
に
原
子
の
形
に
お
い
て
存
在
し
、

原
子
は
つ
ね
に
特
定
元
素
の
原
子
と
し
て
存
在 

す
る
。

し
た
が
っ
て
、

元
素
槪
念
お
よ
び
原
子
槪
念
も
ま
た
、

互
に
孤
立
し
た
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。 

旣
述
の
ご
と
く
、

ド
ー
ル
ト
ン
の
原
子
槪
念
に
と
っ
て
は
、

ラ
ヴ
ォ
ア
ジ
ェ
の
元
素
觀
が
重
要
な
足
場
に
な
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
 

後

着

は

實

に

原

子

槪

念

の

無

視(

否

定

〉
か
ら
出
發
し
て
到
達
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
見
奇
異
に
感
じ
ら
れ
る
こ
の
否
定
は
、

(1) 

だ
が
今
日
で
は
元
素
は
質
的
分
割
の
極
限
で
は
な
い
。
化
學
元
素
は
さ
ら
に
質
的
に
分
割
さ
れ
得
る
。
今
日
で
は
そ
れ
は
、
物
質
の
質
的
分
割
に
打 

け
る
轉
換
點.(

結
節
點)

と
し
て
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
ゐ
る
。
量
的
分
割Q

極
限
と
し
て
の
原
子
に
つ
い
て
も
全
く
同
樣
で
あ
る
。

(2) 

こ
の
こ
と
か
ら
吾
々
は
、
元
素
の
定
義
は
必
然
的
に
原
子
槪
念
を
ふ
く
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
理
解
し
得
る
。
今
日
の
化
學
に
お
い
て
は
、
原
子
槪 

念
な
し
の
元
素
の
定
義!
—

卽
ち
ラ
ヴ
ォ
ア
ジ
ェ
の
定
義!

は
正
し
く
な
い
。
本
誌
第
一
號(

七
四
頁)

で
の
べ•
た
ご
と
き
・
元
素
の
定
義
が
最
も
妥
當 

で
あ
ら
う
。

(
3-) 

本
誌
第
一
號
、
七
三
頁
お
よ
び
七
六
頁
。
ラ
ヴ
ォ
ア
ジ
ェ
は
原
子
槪
念
を
全
く
無
視
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
元
素
の
決
定
に
あ
た
っ
て
は
、-
原
子
を 

無
視L

な
け
れ
ば
な
ち
ぬ
、
・
と
し
た
の
で
あ
る
.0' 

近
代
化
學
成
立
の
方
法
論
的
基
礎(

原) 

一
ニ 

・
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科

學

史

研

究
 

第

二

號 

ニ
ニ 

認
識
の
發
展
上
に
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
ゐ
る
。

具
體
的
な
實
驗
に
卽
し
て
考
慮
す
れ
ば
明
か
な
や
う
に
、
「
單
ー
に
し
て
不
可
分
な
る
原
子
」
に
拘
泥
し
て
ゐ
る
限
り
、

元
素
の
實
驗
的 

決
定
は
不
可
能
で
あ
る
。

元
素
の
決
定
は
實
驗
的
に
、
質
的
分
割
の
現
實
的
限
界
と
い
ふ
點
の
み
に
着
目
し
て
、
行
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら 

な
か
っ
た
。

元

素

觀

を

現

實

的•

具

體

的•

實
驗
的
に
確
立
す
る
爲
に
は
、

元
素
と
原
子
の
不
可
分
の
統
一
的
結
合
た
る
客
觀
的
自
然
の 

中
か
ら
、

原

子

を

捨

象

し

元

素

と

い

ふ

面(

す
な
は
ち
質
的
分
割
と
い
ふ
面)

の
み
を
抽
象
し
て
、
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。 

だ
が
、

ひ
と
た
び
元
素
觀
が
確
立
さ
れ
る
や
、
科
學
的
原
子
槪
念
導
入
へ
の
道
は
打
開
さ
れ
、

元
素
槪
念
と
原
子
槪
念
と
は
、

不
可
分 

の
統
一
に
お
い
て
把
握
さ
れ
う
る
や
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

五

周
知
の
ご
と
く
ド
ー
ル
ト
ン
の
原
子
槪
念
は
、

ニ
ュ
ー
ト
ン
の
微
粒
子
槪
念
か
ら
出
發
し
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

ニ
ュ
ー
ト
ン 

の

微

粒

子(

卽
ち
原
子)

は
、
も

っ

ぱ

ら

機

械

的•

量
的
な
分
割
の
極
限
と
し
て
措
定
さ
れ
て
ゐ#

。
か
れ
が
、

水
の
微
粒
子
、
空
氣
の 

微
粒
子
、

な
ど
と
い
ふ
場
合
、

そ
れ
は
た
ん
に
水
ま
た
は
空
氣
の
量
的
分
割
の
極
限
と
し
て
、

す
な
は
ち
も
は
や
こ
れ
以
上
分
割
で
き
な 

い
固
形
の
、

硬
い
、
重
い
、
不
可
入
の
微
粒
子
と
し
て
、
槪
念
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る9
 

量

的
(

機

械

的)

分
割
の
極
限
と
し
て
の
一
ー
ユ
—
ト
ン
的
原
子
槪
念
と
、
質

的
(

化

學

的)

分
割
の
極
限
と
し
て
の
ラ
ヴ
・
ア
ジ
ェ
的

(1) 

原
光
雄
、
「
ド!

ル
ト
ン
の
原
子
槪
念
の
起
源
に
つ
い
て
1-.
「
科
學
」、
第
十
一
卷(

昭
湘
ト
六
年)

、

二
六
ハ
頁
為
よ
び
ー
ー
ー
四㈣

頁
。

(2) 

「
光
學
」
(

岩
波
文
庫)

、
前
揭
窗
所
。
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元
素
槪
念
と
は
、
槪
念
と
し
て
は
對
立
的
な
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
あ
た
か
も
質
と
量
と
が
對
立
的
槪
念
で
あ
る
ご
と
く
に
對
立
的
で
あ 

る
。 

• 

• 

• 

し
か
し
客
觀
的
自
然
に
お
い
て
は
、
兩
者
は
つ
ね
に
不
可
分
の
統
一
と
し
て
存
在
す
る
。

そ
れ
故
、

正
し
い
元
素
觀
に
よ
っ
て
媒
介
さ 

れ

て

ゐ

な

い:

1

ト
ン
の
原
子
槪
念
と
、
原
子
の
無
視
か
ら
出
發
し
た
ラ
ヴ
ォ
ア
ジ
ェ
の
元
素
槪
念
と
・
は
、
ぜ
ひ
と
も
統
一
さ
れ
な
け 

れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
こ
の
統
一
的
結
合
こ
そ
が
、

ド

ー

ル
ト
ン
の
原
子
槪
念
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
點
に
、
ド
ー
ル 

ト
ン
の
原
子
槪
念
の
眞
の
方
法
論
的
意
義
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
近
代
化
學
は
、

か
ゝ
る
對
立
の
統
一
と
し
て
の
ド
ー

ル
ト
ン
の
原 

子
槪
念
の
出
現
を
も
っ
て
、
は
じ
め
て
眞
の
科
學
性
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

人
間
の
思
惟
は
、

か
ゝ
る
統
一
的
把
握
を
成
就
す
る
に
あ
た
っ
て
・
つ
ぎ
の
ご
と
き
徑
路
を
と
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

す
な
は
ち
ま
づ
、 

以
前
か
ら
存
在
し
て

き

た
量
的
分
割
の
極
限
と

し
て

の(

ニ
ュ
ー
ト
ン
の)

原

子

槪

念

を

否

定(

無

視)

し
て
、
質
的
分
割
の
極
限
と
し 

て
元
素
槪
念
を
現
實
的
實
驗
的
に
確
立
し
ゝ
し
か
る
の
ち
先
に
無
視
し
て
お
い
た
原
子
槪
念
を
ふ
た
ゝ
び
導
き
い
れ
て
、
兩
者
を
統
一
的 

に
結
合
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
質
的
變
化
と
の
・
關
聯
に
お
い
て
と
ら
へ
ら
れ
た
か
ゝ
る
原
子
槪
念
か
ら
、
自
動
的
必
然
的
な
歸
結
と 

し
て
、
倍
數
比
例
の
法
則
の
成
立
が
推
測
さ
れ
、

そ
の
實
驗
的
證
明
が
あ
た
へ
ら
れ
て
、

原
子
說
は
つ
ひ
に
近
代
化
學
の
礎
石
と
し
て
迎 

へ
い
れ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。 

• 

，
 

•
-
 

從
來
の
大
参
數
の
化
學
史
家
は
、

ラ
ヴ
ォ
ア
ジ
ェ
の
化
學
革
命
の
核
心
が
新
元
素
觀
の
確
立
に
あ
る
こ
と
を
看
過
し
た
。
そ
し
て
そ
の 

(
1
)

か
ゝ
る
意
味
で
はW

•

ヒ
ギ
ン
ズ
の
原
子
槪
念
も
ド
ー
ル
ト
ン
の
夫
と
異
る
所
が
な
い
。
こ
れ
が
當
時
の
化
學
界
か
ら
無
視
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
 

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
る
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
。(

本
誌
第
一
號
、
七
七
頁
註) 

近
代
化
學
成
立
の
方
法
論
的
基
礎(

原)
 

二
三
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ゝ
 

科
.
學

史

硏

究

・

第

二

號
- 

・
二
四 

當
然
の
結
果
と
し
て
、
ド
ー
ル
ト
ン
の
原
子
槪
念
に
た
い
す
る
ラ
ヴ
ォ
ア
ジ
ェ
の
元
素
槪
念
の
重
要
性
を
無
視
し
、
・
し
た
が
っ
て
ま
た
ド 

—

ル
ト
ン
の
原
子
槪
念
の
眞
意
義
を
も
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
。

ド
ー
ル
ド
ン
の
原
子
槪
念
の
起
源
に
づ
い
て.
、
根
本
的
な
資
料
的
硏
究
を

(
3

お
こ
な
っ
た
ロ
ス
コ
ウ.
お
よ
び
ハ
ー
ド
ン
の
兩
氏
で
す
ら
も
、
「
ド

ー

ル
ト
ン
の
考
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
お
よ
び
ラ
ヴ
ォ
ア
ジ
ェ
の
考
の.
一
變 

形
で
あ
る
」

と

言•
っ
て
は
ゐ
る
が
、

こ\

に
い
ふ
ラ
ヴ
ォ
ア
ジ
ェ
の
考
と
し
て
は
熱
雰
圍
氣(
伴m

o
s
p
h
e
r
e
o
f

 h
e
a
ヨ

の
槪
念
を.
意
味
せ 

し
め
て
ゐ
る
に
す
ぎ
な
い
。

ま
た
慧
眼
な
筆
致
を
も
っ
て
す
ぐ
れ
た
原
子
論
史
を
・!

い
たJ

・C
 
•

グ
レ
ガ
リ
で
さ
へ
も
、

ド

ー

ル
ト
ン 

の
原

子

槪

念

に

お
け

る

熱

素

雰

圍

氣

の

槪

念

に

重

要

性
を

附

與
す

る
こ

と

に

よ

り

、

ニ
ュ
ー
ト
ン
か
ら
ド
ー
ル
ト
ン
へ
の
移
行
を
、
き 

は
め
て
平
板
的
に
見
て
ゐ
る
——

か\

る
見
地
に
立
つ
と
き
は
、

ニ
ュ
ー
ド
ン
と
ド
「

ル
ト
ン
と
は
わ
づ
か
ー
步
の
差
を
も
っ
て
隔
て
ら 

れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
。

そ
の
他
の
史
家
の
凡
庸
な
見
解
に
い
た
っ
て
は
、
言
及
す
る
必
要
さ
へ
』
な
い
で
あ
ら
う
。 

そ
れ
故
わ
れ
わ
れ
は
、
・
ニ
ュ
ー
ト
ン
か
ら
ド
ー
ル
ト
ン
へ
の
移
行
に
お
い
て
は
、

ラ
ヴ
ォ
ア
ジ
ェ
の
元
素
觀
を
介
し
て
の
飛
躍
的
上
昇 

が
あ
っ
た
こ
と
を
、

い
く
ら
强
調
し
て
も
强
調
し
す
ぎ
る
と
い
ふ
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
ド
ー
ル
ト
ン
は
、

自
己
の
原
子
槪
念
の
眞
の
方
法
論
的
意
義
な
ど
を
意
識
し
て
は
ゐ
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。

だ
が
、
客
觀
的 

事
實
と
し
て
の
、

そ
し
て
ま
た
歷
史
的
現
實
と
し
て
の
、

そ
の
眞
意
義
は
、

そ
の
や
う
な
意
識
の
有
無
と
は
別
問
題
で
あ
る
。

そ
し
て
問 

題
は
、

過
去
の
科
學
者
が
正
し
い
劃
期
的
理
論
に
到
達
す
る
た
め
に
は
、

無
意
識
的
な
が
ら
も
、

自
然
お
よ
び
思
惟
の
客
觀
的
發
展
法
則 

に
從
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
點
、

に
あ
る
の
で
あ
る
。

(1) 

R
o
s
c
o
e

 

宙 

H
a
r
d
e
n
"

 

A

 N
e
w

 V
i
e
w

 

〇f
f
h
e

 

O
r
i
g
i
n

 
o
f  D

 
巴 s

n
m

Afom
ic  Theory  (1896)"  p

・ 19 •

(
2
)
 

Gregory-  

A

 shore  Hisory  of  Atom
ism

 (193PP,  67  >69
・
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ド
ー
ル
ト
ン
よ
り
も
給
百
三
十
年
前
に
、

ボ
イ
ル
は
一
方
で
は
粒
子
論
的
自
然
觀
を
採
用
す
る
と
と
も
に
、.
他
方
で
は
元
素
觀
に
ふ
か 

い
注
意
を
は
ら
っ
た
。

し
か
し
筆
者
が
し
ば
し
ば
指
摘
し
た
や
う
に
、

ボ
イ
ル
は
經
驗
主
義
に
も
と
づ
く
正
し
い
元
素
觀
を
樹
立
し
え
な 

か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
れ.
に
お
い.
て
は
、

ほ
か
な
ら
ぬ
粒
子
論
的
自
然
觀
そ
の
も
の
が
、

正
し
い
元
素
觀
の
確
立
を
阻
害
し
て
ゐ
た
。

す 

な
は
ち
ボ
イ
ル
は
、
粒
子
論
か
ら
出
發
し
て
元
素
槪
念
を
決
定
し
や
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
そ
の
最
も
有
名
な
著
書T

h
e

 S
e
e

ヨ 

ぎ

巴C
h
y
m
i

伴 

の
な
か
で
、

元
素
に
つ
い
て
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、

つ
ぎ
の
二
つ
の
基
本
的
命
題
を
論
議
の
出
發
點
と
し
て
宣
言
し
た
。 

「(

第
一)

混

合

物(
m
i
x
t

 
b
o
d
i
e
s
)

ゐ

最

初
の
生
成
に
お
い
て

は

、
宇
宙
の
諸
他
の
部
分
に
介
在
す
る
混
合
物
が
そ
れ
か
ら
成
り
立
つ
と 

- 

-
■ 
■ 
- 

:

 

. 

- 

■ 
• 

こ

ろ

の

普

遍

物

質(
u
n
i
v
e
r
s
a
l
m

备
1

は
、

さ
ま
ざ
ま
な
運
動
を
な
す
各
種
の
大
き
さ
及
び
形
の
小
粒
子
に
實
際
に
分
た
れ
た
。(

第 

二)

こ
れ
ら
の
微
細
粒
子
中
の
最
小
に
し
て
隣
接
す
る
各
種
の
粒
子
は
、

こ
ゝ
か
し
こ
に
集
っ
て
微
小
な
塊
ま
た
は 

群 

に
な
り
、

そ
し 

て
そ
れ
ら
の
合
同
に
よ
っ
て
、
容
易
に
は
成
分
粒
子
に
分
割
し
え
な
い
や
う
な
小
さ
い
始
原
的
な 

凝

塊

ま

た

は

塊

を

た

く

さ

ん

形

成 

し
た
。
」!

!

か
\

る
微
小
な
凝
塊
は
一
般
に
は
容
易
に
分
解
で
き
な
い
が
、

明
か
に
そ
れ
は
複
合
物
で
あ
る
。
た
と
へ
ば
金
や
水
銀
は
、
 

い
ろ
い
ろ
な
方
法
で
も
と
の
も
の
と
一
見
全
く
異
る
化
合
物
に
變
化
さ
せ
た
あ
と
で
も
、

そ
れ
を
還
元
し
て
再
び
も
と
の
金
屬
の
形
に
す 

る
こ
と
が
で
き
る
が
、

こ

の
場
合
あ
き
ら

か
に
金
ま
た
は

水
銀
の
微
細
粒
子(

卽

ち

始

原

的

凝

塊

ま

た

はc
o
r
p
u
s
c
l
e
)

 

は
、

こ
れ
ら
の

(1) 

ボ
イ
ル
の
粒
子
輪
的
自
然
觀
に
つ
い
て
は Kund

 Lassw
ifz:  Geschichte  der  AtQmi

s-rBd
-
 IL

 (1890)“  s
・ 2

6
1

 
ノ2

9
3
j  

G
r
e
g
o
r
y

;. 

ibid.、

p
・32

〜4
4

・に
槪
述
さ
れ
て
ゐ
る
。 

•

(
2
)
 

本
誌
第
一
號
、
五
七
頁
、
六
五
頁
お
よ
び
七
三
—
四
頁
。
拙

著

「
大
化
學
者(

・上y
 •

ラ
ヴ•
オ
ア
ジ
ェ
」、
五 
更
お
よ
び
入
九
—.
九
一
頁
。

(
3
)
 
R

・ Boyle:  

1'he  sceptical  Obym
ist  (Everym

anm
Library)"  p

・ 3〇
〜

32 •
…

近
代
牝
學
成
立
の
方
法
論
的
誉
礎(

原)
 

二
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科
學
史
硏
・
究 

第

二

號 

二
六 

變
化
を
通
し
て
不
變
の
ま
ゝ
で
保
た
れ
、

そ
れ
ら
と
他
粒
子
と
の
間
に
結
合
ま
た
は
離
散
が
あ
っ
た
の
み
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
不
變
の 

粒
子!
!

ボ
イ
ル
時
代
に
拒
い
て
は
質
的
に
そ
れ
以
上
分
解
で
き
な
か
っ
た
筈
の
金
や
水
銀
の
微
粒
子
」

も
、
、
明
白
に
混
合
物
で
あ̂

 

そ
し
て
ボ
イ
ル
に
と
っ
て
は
、

元

素

と

は

「
混
合
物
が
窮
極
的
に
分
解
し
て
そ
れ
に
な
る
と
こ
ろ
の
、
完
全
に
非
混
合
的
な
物
體
」

で
あ 

る
か
ら
し
て
ゝ
現
實
的
に.
は
そ
れ
以
上
質
的
分
解
の
不
可
能
だ
っ
た
金
や
水
銀
の
微
粒
子
も
、

元
素
で
は
あ
り
え
な
い
。 

右
に
の
べ
た
基
本
的
命
題
と
元
素
の
定
義
か
ら
明
か
な
や
う
に
、

ボ
イ
ル
に
と
っ
て
は
、

元
素
は
唯
一
の
普
遍
物
質
か
ま
た
は
第
一
命 

題
に
よ
・
る
始
原:g

粒
子
か
で
あ
っ
て
、

そ
れ
以
外
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
特
定
の
現
實
的
物
質
が
元
素 

で
あ
る
か
否
か
を
實
驗
的
に
決
定
す
る
こ
と
な
ぞ
は
、
不
可
能
事
で
も
あ
っ
た
し
、
不
必
要
事
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
從
來
の
史
家
は
、 

ボ
イ
ル
の
元
素
槪
念
と
粒
子
論
的
自
然
觀
と
の
右
の
ご
と
き
關
聯
を
確
然
と
把
握
し
な
か
っ
た
た
め
、
化
學
史
上
に
お
け
る
ボ
イ
ル
の
位 

置
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
誤
っ
た
判
斷
を
下
し
て
し
ま
っ
た
。

筆
者
は
さ
き
に
、

ラ
ヴ
ォ
ア
ジ
ェ
の
元
素
槪
念
が
原
子
を
捨
象
し
た
た
め
に
樹
立
さ
れ
得
た
事
實
と
、

そ
の
論
理
的
必
然
性
と
を
指
摘 

し
た
。

し
か
る
に
ボ
イ
ル
は
こ
の
點
に
お
い
て
、

ラ
ヴ
ォ
ア
ジ
ェ
と
正
に
逆
の
コ
ー

ス
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
彼
は
、
粒
子
槪 

念
か
ら
出
發
し
て
元
素
を
得
や
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

か
ゝ

る
思
惟
コ
ー

ス
は
、
論
理
的
な
必
然
性
を
も
っ
て
、
元
素
の
現
實
的
指
定
を

(1) 

R.  Boyle  "ibid."  p
・ 32.

(
2
)
 

Boyle:  i
b
i
?
p

・187・

(3) 

ボ
イ
ル
の
粒
子
論
的
元
素
觀
の
本
性
や
、
か
れ
に
と
っ
て
は
元
素
の
現
實
的
決
定
が
い
か
に
不
可
殆
事
で
あ
り
不
必
耍
事
で
あ
っ
た
か
、
等
に
つ
い 

て
の
一
層
く
わ
し
い
論
述
は
、
近
く
發
表
す
べ
き
拙
著
論
文
「
ボ
イ
ル
の
自
然
觀
お
よ
び
化
學
的
業
績
に
つ
い
て
」
中

の

「
一
兀
素
觀
」
な
る
節
に
つ
い
て 

み
ら
れ
た
い
。 

• 

• 

• 

•
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不
可
能
な
ら
し
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

•

從
來
の
史
家
は
、
ボ
イ
ル
が
具
體
的
に
元
素
を
指
定
し
え
な
か
っ
た
根
據
を
、

か
れ
の
科
學
的
愼
重
さ
と
い
ふ
風
な
も
の
に
も
と
め
た 

が
、

か
ゝ
る
說
明
は
空
虛
な
遁
;#
に
す
ぎ
な
い
。

・
ボ
イ
ル
が
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
解
明
に
、

大
膽
に
粒
子
論
を
導
入
し
た
事
實
は
、

か
ゝ
る 

說
明
の
無
力
さ
を
歷
然
た
ら
し
め
る
で
あ
ら
う
。

ボ

イ

ル

が

元

素

の

具

體

的

指

定

に

お

い
て

「
懷
疑
的
化
學
者
」
龙
っ
た
こ
と
は
、

か
れ 

の
自
然
觀
お
よ
び
思
惟
方
法
か
ら
の
論
理
的
必
然
的
な
歸
結
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、

マ-
一
亠
フ
ァ
ク
チ4

ア
時
代
に 

お
い
て
は
、
化
學
が
科
學
性
を
獲
得
し
え
な
か
っ
た
必
然
性
を
、

か
ゝ
る
一
事
に
よ
っ
て
も
知
り
う
る
の
で
あ
る
。

六

か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、

近
代
化
學
成
立
の
基
礎
た
る
原
子
論
が
、

十
七
世
紀
に
復
活
さ
れ
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
以
來
の
原
子
槪
念
と
、
 

ラ
ヴ
ォ
ア
ジ
ェ
の
新
元
素
觀
と
に
、

依
存
し
て
ゐ
た
こ
と
を
知
っ
た
。

し
た
が
っ
て
筆
者
は
、

い
ま
や
こ
の
兩
者
の
追
究
に
立
む
か
は
な 

け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、

原

子

論

史

は

そ

れ

自

身
で

「
個
の
重
要
な
科
學
史
的
な
ら
び
に
哲
學
的
硏
究
テ
ー
マ
で
あ
る
か
ら
し 

て
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
後
日
の
體
系
的
論
究
を
期
す
る
こ
と
と
し
、

こ
ゝ
で
は
ラ
ヴ
・
ア
ジ
ェ
的
元
素
觀
へ
の
路
に
つ
い
て
、

若
干
の
べ 

て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ラ
ヴ
・
ア
ジ
ェ
の
元
素
觀
は
、

か
れ
自
身
の
新
燃
燒
理
論
を
媒
介
と
し
て
得
ら
れ
た
酸
素
の
質
的
認
識
を
、
中
核
的
な
礎
石
と
し
て
樹

(
1
2 

拙

著

「
大
化
學
者(

上)

、
ラ
ヴ
ォ
ア
ジ
ェ
」
蔘
照
。

近
代
化
學
成
立
の
方
法
論
的
基
礎(

原)
 

' 

二
七
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科

學

史

硏

究

・

第

二

號
 

/ 

二
八 

立
さ
れ
た
。
酸
素
の
分
離
發
見
な
く
し
て
ラ
ヴ
ォ
ア
ジ
ェ
の
新
燃
燒
理
論
は
あ
り
え
ず
、
新
燃
燒
理
論
な
く
し
て
は
酸
素
の
眞
の
質
的
認 

識
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
新
燃
燒
理
論
は
酸
素
の
質
的
認
識
を
獲
得
せ
し
め
、

そ
の
元
素
性
を
推
論
せ
し
め
た
が
故
に
、

よ
く
新
化
學
體 

系
確
立
の
導
火
線
た
り
え
た
の
で
あ
る
。 

• 

ラ
ヴ 

ァ
ジ
ェ
の
化
學
體
系
の
な
か
で
は
、
酸
素
は
特
別
重
要
な
位
置
を
占
め
て
ゐ
た
。

元
素
の
分
類
は
酸
素
を
中
心
と
し
て
酸
化
物 

の
性
質
に
も
と
づ
い
て
行
は
れ
、

あ
ら
ゆ
る
酸
の
酸
性
は
酸
素
の
存
在
に
歸
せ
し
め
ら
れ
た
。

ま
た
、

ド
ー
ル
ト
ン
の
原
子
說
に
强
力
な
實
驗
的
根
據
を
あ
た■
へ
て
そ
の
發
展
に
も
っ
と
も
寄
與
し
た
ベ
ル
ゼ
リ
ウ
ス(

B
e
r
z
e
l
i
u
s
)

も
、
 

全
化
學
體
系
中
に
お
け
る
酸
素
の
位
置
を
こ
と
の
ほ
か
重
要
視
し
た
。
「
か

れ
(

ベ
ル
ゼ
リ
ウ
ス)

の
硏
究
と
そ
れ
か
ら
引
出
さ
れ
た
結 

論
と
の
岀
發
點
は
、
酸
素
化
合
物
で
あ
っ
た
。

こ
の
元
素
は
、

ラ
ヴ
ォ
ア
ジ
ェ
以
後
全
化
學
が
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
配
置
さ
れ
た
所
の
核
心 

で
あ
っ
た
。
」
「
ベ
ル
ゼ
リ
ウ
ス
は
い
つ
も
自
己
の
原
子
量
を
、

最

も

重

要

な

元

素

に

し

て

且

『
化
學
の
樞
軸
點
』
た
る
酸
素
に
關
聯
せ
し 

め
、

か

つ

酸

素n
 - 

〇
〇
と
取
っ
た
。

か
れ
は
こ
の
元
素
が
、

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
元
素
と
化
合
物
を
つ
く
る
能
力
を
も
っ
こ
と
を
指
摘 

し
て
、
そ
の
優
越
的
地
位
を
根
據
づ
け
た
。
實

際

、
當
時
は
原
子
量
の
導
出
に
は
ほ
と
ん
ど
全
く
酸
素
化
合
物
の
み
が
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
た
。
」 

近
代
化
學
成
立
史
上
に
お
け
る
、

か
つ
ま
た
十
九
世
紀
初
期
の
化
學
體
系
中
に
fe
け
る
、

か
く
の
ご
と
き
酸
素
の
優
越
的
地
位
は
、
實 

に
ま
た
あ
る
程
度
ま
で
、
客
觀
的
自
然
に
お
け
る
現
實
の
反
映
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
酸
素
は
そ
の
化
學
的
性
質
が
活
潑
で
、

(1) 

M

・ Low
ry:  

Historical  InM.odua
o-u

C4-O Chem
istry  (1936)》p

 450 •

(
2
)
 

von  M
eyer* - 

Geschichfe  del,  Chem
ie  (1914)

“  

195〜
6・

(
3
)
 

v
o
n

 M
e
y
e
r
-
i
b
i
d
・

ゝs-  2
2

・
「
酸
素
は
全
化
學
が
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
廻
轉
す
る
と
こ
ろ
の
中
心
で
あ
る
」
と
い
ふ
ベ
ル
ゼ
リ
ウ
ス
の
言
葉
は
、
 

化
學
史
上
有
名
な
も
の
で
あ
る
。
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ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
元
素
と
化
合
物
を
つ
く
り
得
る
の
み
な
ら
ず
、

ま
た
い
た
る
所
に
遍
在
し
て
ゐ
る
。

そ
れ
は
、
空
氣
の
も
っ
と
も
重 

要
な
成
分
と

し
て

あ
ら

ゆ
る
呼
吸•

燃
燒
に
不
可
缺
で
あ
り
、

地
殼
の
約
半
分
を
占
め
、

地
表
の
約
三
分
の
二
を
蔽
ふ
水
も
そ
の
約
九
十 

%

は
酸
素
で
あ
る
。

ラ

ヴ*

ア
ジ
ェ
に
よ
っ
て
決
定
的
に
打
倒
さ
れ
た
四
元
素
說
の
水
、
空
氣
、

土
は
み
な
酸
素
を
ふ
く
み
、
火
は
酸
化 

現
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
酸
素
の
認
識
な
く
し
て
は
、

四
元
素
說

の
打
倒
も
不
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
新
元
素
觀
を
樹
立
し 

て

化

學

革

命

を

成

就

し

た

「
近
代
化
學
の
父
」

ラ
ヴ
ォ
ア
ジ
ェ
や
、
原
子
說
め
鞏
化
そ
の
他
に
超
人
的
努
力
と
實
驗
的
才
能
と
を
發
揮
し 

て

「
化
學
の
組
織
者
」
と
稱
せ
ら
れ
る
ベ
ル
ゼ
リ
ウ
ス
な
ど
が
、
化
學
の
中
心
に
酸
素
を
据
ゑ
た
こ
と
を
、

單
な
る
誇
張
と
の
み
言
ひ
去 

る
の
は
不
當
で
あ
ら
う
。

科
學
的
化
學
の
成
立
は
、
酸
素
を
中
心
と
し
て
旋
廻
す
べ
く
、
客
觀
的
自
然
か
ら
規
定
づ
け
ら
れ
て
ゐ
た
、
と
い
っ
て
も
强
ち
過
言
で 

は
あ
る
ま
い
。

筆
者
が
酸
素
の
發
見
を
も
っ
て
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
元
素
發
見
お
よ
び
新
化
合
物
發
見
に
冠
絕
す
る
も
の
と
な
す
所
以
は
、
 

か
ゝ
る
論
理
的
必
然
性
に
も
と
づ
い
て
ゐ
る
。
實
際
、

一
物
質
の
分
離
發
見
が
、
學
問
と
し
て
の
化
學
の
發
展
に
、

こ
れ
ほ
ど
の
決
定
的 

重
要
性
を
も
っ
た
こ
と
は
、
全
化
學
史
上
に
お
い
て
未
だ
か
つ
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

プ
リ
ー
ス
ト
リ
に
よ
る
酸
素
の
分
離
發
見
と
・
ラ
ヴ
ォ
ア
ジ
ェ
に
よ
る
そ
の
質
的
認
識
の
確
立
と
が
、

近
代
化
學
の
成
立
史
上
に
お
い 

て
占
め
る
意
義
は
、

か
く
の
ご
と
く
著
大
で
あ
る
。

し
か
し
て
、

氣
體
元
素
た
る
酸
素
の
發
見
と
硏
究
は
當
然
氣
體
化
學
の
一
部
を
な
す

(1) 

こ
の
稱
呼
は M

o
o
i
e
H

巴

A

 H
i
s
t
o
r
y

 

o
f  C

b
e
m
i
s

ナ 

(一
939

)、
1
5
5

・
に
よ
る
。

(2
)
 

M
o
o
r
e
,
H

巴
一
一ibid.s  p
・1GO・

(3
)
 

そ
れ
は
當
然
、
空
氣
の
組
成
の
確
立
、
燃
燒
お
よ
び
呼
吸
の
本
性
の
發
見
、
水
の
組
成
の
確
立
、.
な
ど
を
ふ
く
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

近
代
化
學
成
立
の
方
法
論
的
基
礎(

原)
 

二
九
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科

學

史

研

究
 

第

二

號
 

三〇

 

• 

こ
と
、
燃
燒
現
象
の
本
性
の
究
明
に
は
空
氣
の
本
性
の
究
明
が
不
可
避
的
に
む
す
び
つ
い
て
ゐ
る
こ
と
、
酸
素
の
本
性
の
認
識
に
と
っ
て 

は

他

の

諸

氣

體(

た
と
へ
ば
炭
酸
ガ
ス
、
窒
素
、

水
素
、
酸
化
窒
素
な
ど)

の
認
識
が
必
要
だ
っ
た
こ
と!

!

こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
慮
す 

る
と
き
、

わ
れ
わ
れ
は
、

十
八
世
紀
後
半
に
お
け

る
氣
體
化
學(

p
n
e
u
m

s-i
c  

c
h
e
m
i
s
t
r
y
)

の
勃
興
が
、

近
代
化
學
の
成
立
に
た
い
し
て 

有
す
る
基
礎
的
重
要
性
を
理
解
し
う
る
の
で
あ
亠
も(

し
た
が
っ
て
、
化
學
史
の
方
法
論
的
硏
究
を
企
圖
す
る
筆
者
に
課
せ
ら
れ
た
次
の 

課
題
は
、
嘗
然
の
歸
結
と
し
て
、

十

七
•

ハ
世
紀
に
お
け
る
氣
體
の
質
的
化
學
的
認
識
の
發
展
過
程
を
、

そ
の
主
要
な
系
列
に
お
い
て 

——

す
な
は
ち
、

フ

ァ
ン•

ヘ
ル
モ
ン
ト
、

ボ
イ
ル
、

メ
イ
オ
ウ
、

ヘ
イ
ル
ズ
、

ブ
ラ
ッ
ク
、

カ
ヴ
ン
デ
ィ
ッ
シ
ュ
、

シ

ェ1

レ
、

プ
リ
ー 

ス
ト
リ
ゝ
と
い
ふ
系
列
に
お
い
て-
-

追
究
す
る
こ
と
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。) 

な
ほ
こ
ゝ
に
附
言
と
し
て
、
化
學
史
上
に
お
け
る
ラ
ヴ
・
ア
ジ
ェ
の
意
義
に
た
い
し
て
、

こ
れ
ま
で
若
干
の
化
學
史
家
が
懷
い
て
き
た 

謬
見
を
、

指
摘
し
て
お
か
う
。

從
來
の
史
家
の
中
に
は
、

ラ
ヴ
ォ
ア
ジ
ェ
を
定*•

化
學
の
父
と
よ
び
、
秤
量
に
よ
る
定
量
的
硏
究
法
の
導 

入
を
も
っ
て
、

か
れ
の
偉
業
の
眞
髓
で
あ
る
か
の
ご
と
く
說
く
も
の
が
あ
っ
た
。

だ
が
筆
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
、

こ
れ
は
化
學
の
根
本
義 

を
忘
却
し
た
見
方
で
あ
る
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

化
學
は
質
の
科
學
で
あ
る
。
筆
者
が
屢
次
く
り
か
へ
し
た
ご
と
く
、

ラ
ヴ
ォ
ア
ジ 

工
の
最
大
功
績
は
、
新
元
素
觀
の
確
立
に
、

い
ひ
か
へ
る
と
質
的
認
識
の
深
化
に
、

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

定
量
的
硏
究
法
は
、
質
的
認
識
深
化
の
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
。
自
然
に
お
い
て
は
質
と
量
と
は>

密
に
結
合
さ
れ
、

質
の
變
化
が
量

(
1
)

ラ
ゲ
オ
ア
ジ
ェ
は
燃
燒*

よ
び
假
燒
の
研
究
を
開
始
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
づ
當
時
ま
で
の
氣
體
の
化
學
的
硏
究
を
フ
ァ
ン•

ヘ
ル
モ
ン
ト
ま
で
砌 

っ
て
調
査
し
、
「
化
學
に
新
け
る
革
命
を
成
就
す
べ
き
」
見
透
し
を
持
っ
た
の
で
あ
っ
た(

抓

著

「
大
化
學
者(

上)

、
ラ'
>•
オ
ア.
シ
ェ
」
五
一
—
五
二
頁)

。 

ラ
ヴ
ォ
ア
ジ
ェ
自
身
も
、
當
時
の
氣
體
化
學
こ
そ
が
自
己
の
足
場
で
あ
る
こ
と
を
、
洞
察
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

3〇



の
變
化
と
不
可
分
の
關
聯
に
あ
る
以
上
、

か

\'
る
硏
究
方
法
は
當
然
採
用
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、

そ
の
重
要
性
を
沒
却
す
る
こ
と
は
不 

當
で
あ
る
が
、

同
時
に
ま
た
、

定

量
(

秤

量)

そ
の
も
の
は
化
學
の
目
的
で
は
な
く
、
質
お
よ
び
質
鮒
變
化
の
認
識
こ
そ
が
、

そ
の
本
然 

的
な
目
標
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

手
段
の
導
入
を
目
標
の
達
成
と
等
置
し
て
は
な
ら
な
い
。

定
量
的
硏
究
法
の
父
は

ジ
ョ
ウ

ジ
フ•

ブ
ラ
ッ
ク
で
あ
る
が '

こ
の
方
法
の
導
入
は
そ
れ
自
身
で
は
何
ら
の
化
學
革
命
で
も
あ
り
え
な 

か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
は
注
目
す
べ
き
重
要
な
進
步
で
は
あ
っ
た
が
、
・
化
學
に
お
け
る
革
命
は
、

そ
の
導
入
自
體
に
は
な
か
っ
た
の 

で
あ
る
。

他
面
ま
た
、

定
量
的
方
法
の
導
入
が
、

近
代
化
學
の
成
亠
工(

卽
ち
質
的
認
識
の
深
化)

と
、
密
接
な
關
聯
を
も
っ
て
ゐ
た
こ
ど
を
無
視 

す
る
こ
と
も
、
不
當
で
あ
ら
う
。

お
な
じ
問
題
を
硏
究
す
る
に
あ
た
っ
て
、

ラ
ヴ
・
ア
ジ
ェ
は
秤
量
に
よ
る
定
量
的
方
法
を
、

シ=
1

レ 

は

質

的
(

化
學
的)

方
法
を
採
用
し
た
こ
と
は
、

い
ち
じ
る
し
い
對
照
と
し
て
し
ば
し
ば
引
例
さ
れ
る
。
化
學
は
も
っ
ぱ
ら
質
的
變
化
を 

對
象
と
す
る
科
學
で
あ
る
が
、

そ
の
質
的
變
化
を
質
的
側
面
か
ら
の
み
追
究
す
る
こ
と
は
、
き
は
め
て
困
難
で
あ
る
。

質
的
變
化
の
本
性 

は
、

そ
れ
を
量
的
側
面
か
ら
追
究
す
る
と
、

非
常
に
簡
明
か
つ
決
定
的
に
わ
か
る
こ
と
が
多
々
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
ラ
ヴ
ォ
ア
ジ
ェ 

が
化
學
へ
導
入
し
た
經
驗
主
義
的
思
惟
方
法
は
、

彼
を
し
て
必
然
的
に
こ
の
や
う
な
定
量
的
方
法
を
採
用
せ
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。

物
質
的
自
然
に
內
在

す

る

客

觀

的

論

理(

客
觀
的
合
法
則
性)

は
、
思
惟
の
發
展
論
理
を
規
定
づ
け
る
。

わ
れ
わ
れ
の
思
惟
は
、
自
然

(
1
)

拙

著

「
大
化
學
者(

上)

、
ラ
ヴ
ォ
ア
ジ
ェ
」
四
四
—
四
六
頁
。

近
代
化
學
成
立
の
方
法
論
的
基
礎(

原) 

三
一
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三
二 

の
論
理
的
構
造
に
よ
る
こ
の
必
然
的
な
制
約
を
無
視
し
て
は
、

し
た
が
っ
て
ま
た
思
惟
の
客
觀
的
必
然
的
な
發
展
法
則
を
無
視
し
て
は
、
 

正
し
い
自
然
認
識
に
む
か
っ
て
す
ゝ
む
こ
と
が
で
き
な
い
。(

わ
れ
わ
れ
は
そ
の
一
例
を
、

ボ
イ
ル
の
元
素
觀
に
お
い
て
み
た
。)

過
去 

の
自
然
科
學
の
發
展
は
、

そ
れ
が
客
觀
的
自
然
を
正
し
く
認
識
し
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
、

つ
ね
に
こ
の
自
然
お
よ
び
思
惟
の
客
觀
的
發
展 

法
則
に
、

無
意
識
的
な
が
ら
も
、

し
た
が
っ
て
き
た
。(

わ
れ
盘

を
、

ラ
カ
・
ア
ジ
ェ
を
媒
介
と
し
て
飛
躍
し
知
ド
ー
ル 

ト
ン
の
原
子
槪
念
に
お
い
て
み
た
。)

筆

者

が

さ

き

に

「
化
學
史
の
方
法
論
」

に
お
い
て
論
じ
た
ご
と
く
、

過
去
の
各
時
代
の
化
學
は
、

そ
の
時
代
の
支
配
的
思
惟
方
法
に
よ 

っ
て
根
本
的
に
性
格
づ
け
ら
れ
て
ゐ
た
。

だ
が
、

固
定
さ
れ
た
强
力
で
し
か
も
貧
弱
な
支
配
的
方
法
の
拘
束
の
も
と
に
、

い
く
た
の
徒
勞 

と
迂
廻
と
が
あ
っ
た
に
も
か
ゝ
は
ら
ず
、

過
去
の
人
間
思
惟
は
し
ば
し
ば
客
觀
的
自
然
を
正
し
く
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
れ
は
、
 

人
間
の
實
踐
的
思
惟
が
、

か
ゝ
る
拘
束
の
も
と
に
あ
り
な
が
ら
も
、

そ
の
拘
束
を
の
り
こ
え
て
自
然
自
身
に
む
か
っ
て
肉
迫
し
、
無
意
議 

の
う
ち
に
、
思
惟
の
客
觀
的
發
展
法
則
に
、

そ
れ
故
に
ま
沦
自
然
の
論
理
的
構
造
に
、

し
た
が
づ
た
た
め
で
あ
っ
た
。 

現
代
化
學
の
方
法
は
、
右
の
ご
と
き
事
實
の
反
省
の
上
に
樹
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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本
邦
に
於
け
る
初
期
の
物
理
學
的
硏
究

矢

島
 

祐

利

緖 

言

ー
 

平
賀
源
內
の
科
學
的
業
績

二 

前
野
蘭
化
の
『
飜
譯
運
動
法
』
及

び

『
測
耀
嘰
圖
說
』

三

本

木

仁

太

夫

の

『
天
地
二
球
用
法
』
•

四 

志
筑
忠
雄
の
『
求
力
論
』
及

び

『
曆
象
新
書
』

五 

間
重
富
の
測
器
の
改
良
及
び
『
針
石
或
閒
採
要
』

六 

馬
場
佐
十
郎
の
科
學
的
譯
業

七
橋
本
宗
吉
の
電
氣
の
硏
究

耍 

約

緖 

言

本
邦
に
於
け
る
物
理
學
硏
究
の
成
立
及
び
發
展
に
關
し
て
は
未
だ
十
分
な
調
査
硏
究
が
な
さ
れ
て
ゐ
な
い
や
う
で
あ
る
。
此
の
問
題
は 

世
界
史
的
な
意
味
で
は
左
程
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が' 

我
々
と
し
て
は
是
を
硏
究
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考 

へ
る
。

こ
れ
を
硏
究
す
る
に
は
本
邦
人
の
此
の
方
面
の
業
績
を
直
接
に
檢
討
す
る
こ
と
が
先
づ
為
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
著
者
は
前 

本
邦
に
於
け
る
初
期
の
物
理
學
的
硏
究(

矢
鳥)
 

三
三
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學

史

硏

究
 

第

二

號
 

三
四 

の
論
ご
シ
に
於
て
其
の
主
要
な
る
も
の
に
つ
き
略
述
し
た
が
、
紙
面
が
不
十
分
の
た
め
詳
細
を
記
述
す
る
こ
と
が
出
來
な
か
っ
た
の
で
、
逐 

次
稍
詳
細
に
論
述
し
て
み
た
い
と
思
ふ
。

(
-)
H

本
學
術
協
會
第
十
七
囘
報
吿
(

印
刷
中'

>
。  

—

——

—— 

I 

著
者
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
物
理
學
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
物
理
學
と
限
定
し
て
し
ま
ふ
と
き
は
比
較
的
新
し
い
時
代
に
屬
す
る
こ
と 

と
な
る
。
然
し
、
物
理
學
の
硏
究
が
成
立
し
た
の
は
科
學
の
中
に
未
だ
專
門
的
分
化
が
行
は
れ
な
か
っ
た
時
代
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
物 

理
學
的
硏
究
と
題
す
る
二
と
と
し
た
。

物
理
學
的
科
學
の
初
期
の
形
態
は
洋
の
東
西
を
問
は
ず
天
文
學
的
で
あ
る
。
我
國
に
於
て
も
天
文 

曆
術
に
關
す
る
問
題
は
古
く
か
ら
あ
り
、
此
の
方
面
の
著
述
等
は
多
く
あ
る
け
れ
ど
も
、

今
日
謂
ふ
と
こ
ろ
の
物
理
學
に
屬
す
る
問
題
に 

着
目
す
る
と
き
は
、
我
々
の
考
察
を
德
川
時
代
の
中
頃
か
ら
始
め
て
よ
い
と
思
ふ
。
我
國
の
古
い
時
代
に
於
け
る
科
學
思
想
は
陰
陽
五
行 

說
を
本
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

天
文
年
間
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
渡
來
以
後
西
洋
の
科
學
思
想
が
傳
へ
ら
れ
る
に
及
ん
で
二
つ
の
思
想
の 

交
涉
が
現
は
れ
る
。

此
の
時
代
は
科
學
思
想
の
變
遷
の
上
か
ら
重
要
且
つ
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
今
は
此
の
點
に
は
觸
れ
な 

い
。
西
洋
と
の
交
涉
が
始
ま
っ
て
か
ら
百
年
足
ら
ず
で
寬
永
の
鎖
國
に
な
り
、
科
學
的
活
動
も
振
は
な
く
な
っ
た
。

漩
川
春
海
が
貞
享
曆 

を
作
っ
た
事
な
ど
は
此
の
時
期
の
業
績
と
し
て
著
し
い
も
の
で
あ
ら
う
。
科
學
的
硏
究
が
ぼ
つ
ぼ
つ
現
れ
て
來
た
の
は
享
保
五
年(

西
曆 

一
七
二
〇)

に
宗
敎
以
外
の
洋
書
輸
入
の
禁
を
解
い
て
か
ら
後
で
あ
る
。

明

和
•

安
永
の
頃
平
賀
源
內
が
寒
暖
計
や
起
電
機
を
作
っ
た
こ 

と
や
、
前

野

良

澤

が

『
飜
譯
運
動
法
』
を
譯
述
し
た
こ
と
等
は
極
く
初
期
の
物
理
學
的
硏
究
に
屬
す
る
。

ま
た
本
木
良
永
、

つ
い
で
志
筑 

忠
雄
の
硏
究
、
馬
場
佐
十
郞
の
譯
述
、

橋
本
曇
齋
の
電
氣
の
硏
究
等
が
あ
る
。

本
篇
に
於
て
は
此
の
時
代
の
硏
究
に
っ
き
著
者
が
調
査
し 

た
と
こ
ろ
を
記
述
す
る
。
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此
の
時
代
は
未
だ
物
理
學
の
槪
念
が
明
確
で
な
く
、
問
題
は
寧
ろ
斷
片
的
で
あ
っ
た
。

然
し
本
邦
に
於
け
る
物
理
學
の
硏
究
は
此
の
時 

代
の
諸
硏
究
に
直
接
の
基
礎
を
置
い
て
ゐ
る
と
思
ふ
。

文

化
•

文
政
に
入
り
蘭
學
が
盛
に
な
る
に
及
ん
で
自
然
科
學
に
對
す
る
關
心
も
高 

ま
り
、

文

政

十

年(

一
ハ
二
七)

に

は

靑

地

林

宗

の

『
氣
海
觀
瀾
』

が
出
版
さ
れ
た
。

此
の
書
は
物
理
學
に
關
す
る
稍
纏
ま
っ
た
最
初
の 

著

述

と

-M
ら

れ

る

の

で

あ.5

が
、

此
の
頃
か
ら
物
理
學
の
槪
念
が
形
成
さ
れ
て
來
た
と
思
ふ
。

此
の
時
代
は
次
の
機
會
に
取
扱
ふ
積
り
で 

あ
る
。

卽
ち
本
篇
に
於
て
取
扱
ふ
時
代
は
明
和
頃
か
ら
文
化
或
は
文
政
の
初
め
に
到
る
約
五
十
年
間
で
あ
る
。

此
の
時
代
に
は
實
驗
的
硏
究
は 

比
較
的
少
數
で
あ
り
、
書
物
に
依
る
硏
究
が
主
で
あ
っ
た
。

夫
等
は
世
界
史
的
な
意
味
で
は
新
し
い
硏
究
と
は
言
へ
な
い
が
、

我
々
の
問 

題
と
し
て
は
是
は
硏
究
と
見
る
べ
き
も
の
と
思
ふ
。
此
の
意
味
に
於
て
、
凡
そ
物
理
學
に
關
し
て
為
さ
れ
た
事
及
び
書
か
れ
た
物
は
調
査 

の
及
ぶ
限
り
網
羅
す
る
積
り
で
あ
る
。
然
し
、
綜
合
的
な
記
述
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
旣
に
調
査
硏
究
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
に 

就
い
て
は
言
は
な
い
。

伊
能
忠
敬
の
業
績
に
觸
れ
て
ゐ
な
い
事
の
如
き
は
此
の
た
め
で
あ
る
。

ま
た
此
處
で
は
物
理
學
の
成
立
過
程
を
明 

か
に
す
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る.
の
で
あ
り
、
科
學
硏
究
を
文
化
現
象
と
し
て
見
る
立
場
を
採
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
硏
究
者
の
閱
歷
に
關 

す
る
事
項
の
如
き
は
簡
單
に
註
記
す
る
に
と
ど
め
た
。

ー
 

平
賀
源
內

の
科
學
的
業
績

平
賀
源
內
の
起
電
機
の
製
作
の
こ
と
等
は
普
く
知
ら
れ
て
ゐ
る
が
其
他
の
業
績
を
も
含
め
て
一
應
記
述
す
る
必
要
を
感
ず
る
。
其
他
の 

業
績
と
い
ふ
の
は
寒
暖
計
の
製
作
及
び
石
綿
を
採
っ
て
布
を
織
っ
た
こ
と
を
指
す
。
年
代
順
に
言
へ
ば
右
の
逆
に
な
る
。 

本
邦
に
於
け
る
初
期
の
物
理
學
的
硏
究(

矢
島)
 

三
五
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學

史

硏

究
 

第

二
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- 

- 

三
六 

(
-
) 

平
賀
源
內
は
享
保
十㈣

年
(

一
七
二
九)

讃K

の
志
度
の
浦
に
生
れ
た
。
高
松
藩
の
足
輕
の
子
で
あ
る
。
十ーーー歲
に
し
て
藩
醫
三
好
某
に
就,
い
て
醫 

を
學
ん
だ
が
本
草
の
學
を
好
ん
だ
。
十
九
歲
に
し
て
藩
主
の
藥
坊
主
と
な0

休B

と
呼
ば
れ
た
。
後
に
鳩
溪
と
改
め
汇
。
二
十
四
歲
鄕
里
を
立
っ
て
長
崎 

に
行
き
通
詞
を
通
し
て
淸
人
や
和
蘭
人
に
接
し
新
知
識
を
得
た
。

一
年
ば
か0

し
て
大
阪
fc
行
き
本
草
家
戶
田
旭
山
に
就
い
た
が
、
や
が
て
江
戶
に
出
て 

本
草
家
田
村
元
雄
の
門
に
入
っ
た
。
主
な
る
著
書
に
『
物
類
品
降
』
が
あ
る
。
ま
た
多
く
の
戲
作
が
あ
る
。
安
永A

年
(

一
七
七
九)

歿
。

ア

ス

ベ

ス

ト

布
の
製
作

源
內
は
中
川
淳
庵
と
共
に
秩
父
の
石
綿
を
以
て
布
を
織
り
、
香
敷
等
を
作
っ
た
。

こ
れ
に
つ
き
源
內
は

『
火
浣
布
說
』

の
中
に 

私
此
度
考
出
し
、
日
本
之
地
よ
り
取
出
し
候
、
卽
ち
手
つ
か
ら
織
出
し
申
候
。
尤
大
に
も
出
來
可
仕
候
得
共
、
甚
手
間
取
候
故
、
先
少
々
斗
織
試
候 

處
に
、
香
道
秋
の
光
と
申
香
事
に
、
香
敷
に
仕
候
得
者
、
甚
宜
布
候
由
出
居
申
候
に
付
、
香
敷
に
製
し
申
候
。
此
間
官
儒
靑
木
文
藏
殿
御
世
話
に
て
、
 

紅
毛
人
に
も
見
せ
候
處
、
彌
蠻
產
と
同
種
之
由
申
候
、
紅
毛
人
か
ひ
た
ん
ヤ
ン
、

ガ
ラ
ン
ス
、
書
記
ヘ
ン
デ
レ
キ
、
デ
ュ
ル
コ
ウ
フ
、
外
科
コ
ル
ネ
イ 

レ
ス
、
ボ
ル
ス
ト
ル
マ
ン
三
人
列
座
に
て
、
大
通
詞
今
村
源
右
衞
門
、
小
通
詞
猶
林
重
右
衞
門
譯
を
傳
へ
申
候
。
云
 々

と

書

い

て

居

り

『
火
浣
布
略
註j

に
も
同
樣
の
こ
と
を
記
し
て
ゐ
る
。
『
火
浣
布
說
』
は
寶
曆
甲
申
春
三
月
の
日
附
の
あ
る
寫
本
で
あ
る
。 

寶

曆

甲

申

は

寶

曆

十

四

年(

一
七
六
四)

で
あ
り
此
年
明
和
と
改
元
さ
れ
た
。
『
火
浣
布
略
說
』
は
明
和
乙
酉
之
秋
ハ
月
桂
川
國
訓
序
の
あ 

る

刊

本

で

明

和

二

年(

一
七
六
五
〉

に
出
版
さ
れ
た
。
火

浣

布

隔

火

の

包

紙

に

「
明
和
甲
申
秋
ハ
月
大
日
本
讃
岐
鳩
溪
平
賀
國
倫
創
造
」 

と
あ
る
の
に
見
て
も
此
年
彼
が
石
綿
を
以
て
布
を
製
し
た
こ
と
は
事
實
で
あ
ら
う
。 

• 

(

一) 

平
賀
源
內
全
集
卷
之
上
、

一
九
九
頁
以
下
。

■
(

二)

同
、
二
〇
ー
ー
ー
頁
以
下
。
全
集
の
中
に
香
敷
の
篇
眞
も
載
っ
て
あ
る
。 

-

火
浣
布
及
び
源
內
が
こ
れ
を
作
っ
た
事
に
つ
い
て
は
明
和
二
年
に
出
版
さ
れ
た
後
藤
梨
春
の
『
紅
毛
談
』

の
中
に
次
の
や
う
に
記
し
て
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あ
る
。

日

く

「
あ
み
あ
ん
と
す
ヽ
ら
て
い
ん
語
な
り
、

又
一
名
あ
す
べ
す
と
す
と
い
ふ
も
の
あ
り
、

ら
て
い
ん
語
と
は
、
紅
毛
の
古
語
な 

り
、

今
の
詞
に
て
は
、
す
て
い
ん
ふ
ら
す
、

又
あ
ゝ
る
ふ
ら
す
と
い
ふ
、
是
は
漢
名
火
浣
布
と
い
ふ
織
物
な
り
、
此
も
の
よ
・
ご
れ
あ
か
づ 

く
と
き
は
、

猛
火
の
中
に
入
れ
て
や
け
ば
、
布
は
少
し
も
損
ぜ
ず
、
垢

は

こ

く

や

け

落

て

、•

も
と
の
ご
と
く
あ
た
ら
し
く
な
る
な 

リ
、
も
ろ
こ
し
に
も
、
古
に
西
域
よ
り
、
稀
に
渡
れ
る
と
見
へ
て
、
東
方
朔
が
神
異
經
の
中
に
も
、
西
域
火
州
と
い
ふ
處
に
火
鼠
あ
り
、
 

其
毛
を
も
っ
て
火
浣
布
を
織
る
と
い
へ
り
、

又
張
華
が
博
物
志
、
郭
璞
が
山
海
經
の
序
尊
に
も
載
た
り
、
我
國
に
は
上
代
よ
り
、
名
を
聞 

傳
へ
た
る
計
な
る
故
、

竹
と
り
物
語
に
も
、

火
鼠
の
か
は
ご
ろ
も
と
て
、

至
て
な
き
も
の
ゝ
譬
と
せ
り
、
此
も
の
紅
毛
人
も
織
法
を
し
ら 

ず
、

又
火
鼠
の
毛
に
て
織
と
い 

へ
る
は
、
唐
人
の
誤
り
傳
た
る
な
り
、
往
古
は
と
る
こ
ろ
ん
ど'

い
ふ
國
に
て
お
り
レ
か
ど
も
、
是
も
彼 

國
亂
世
っ
じ
き
、
其
傳
を
う
し
の
ふ
て
、

今
は
絕
た
る
よ
し
、

お
ら
ん
だ
人
の
物
語
な
り
、

し
か
る
に
今
日
本
讃
州
の
產
平
賀
源
內
と
い 

へ
る
人
、
東
都
に
在
て
自
工
夫
を
以
て
、
此
も
の
を
織
成
す
、
紅
毛
人
も
是
を
見
て
、

大
に
驚
け
り
と
い
ふ
、

忝
く
も
上
覽
を
經
、

又
上 

意
あ
り
て
唐
土
へ
も
お
く
れ
り
と
な
り
、
希
代
の
珍
事
な
る
ゆ
へ
、

こ\

に
し
る
し
侍
る
」

と
。

•
ま

た

森

島

中

良

の

『
紅
毛
雜
話
』
(

天
明
七
年
、

一
七
ハ
ハ)

の
中
に
火
浣
布
に
つ
い
て
次
の
樣
に
記
し
て
あ
る
。
「
火
浣
の
蠻
名
ア 

ミ
ヤ
ン
ト
ス
又
ス
テ
ィ
ン
フ
ラ
ス
と
も
い
ふ
、

ス
テ
イ
ン
は
石
、

フ
ラ
ス
は
布
の
事
な
り
、
典
籍
便
覽
に
載
る
所
の
石
麻
に
當
れ
り
、

明 

和
年
間
、
東
都
の
隱
士
平
賀
鳩
溪
な
る
者
、
若
州
の
侍
醫
中
川
淳
庵
と
は
か
り
て
、
秩
父
山
中
よ
り
產
す
る
石
麻
を
以
て
、

火
浣
布
を
作 

り
た
れ
ど
、

只
布
の
形
を
成
た
る
の
み
に
て
、

折
疊
む
事
成
が
た
<.
ヽ
其
織
と
こ
ろ
數
寸
に
過
ず
、
是
製
法
を
知
ら
ざ
る
に
依
て
な
り
、 

近
頃
蠻
船
の
も
た
ら
し
來
る
ヒ
ュ
ブ
ネ
ル
ス
、

咖
綁
ノ
ボ
イ
ス
洞
等
が
著
は
し
た
る
書
の
中
に
、
香
敷
其
製
法
を
載
た
り
、
家
兄
の
物
語 

に
、
往
年
の
蕃
客
の
旅
亭
に
て
對
話
の
時
、
・
火
浣
布
の
談
に
お
よ
び
、
鳩
溪
が
送
り
こ
せ
た
る
石
麻
を
出
し
て
、
加
比
丹
ア
ウ
レ
ン
ト
ウ 

本
邦
に
於
け
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科

學

史
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第

二

號 

三A
 

キ
ル
レ
ン••
ヘ
イ
ト
に
鑒
定
せ
し
め
た
れ
ば
、

此

物

上

好

の

石

燮

り

、
是
に
て
製
し
た
ら
ん
に
は
、

極
品
の
火
浣
布
を
織
成
す
べ
し
、m
 

吾
本
國
に
て
製
し
た
る
を
見
せ
參
ら
せ
ん
と
て
、

や
が
て
取
出
し
た
る
物
を
見
れ
ば
、

地
組
か
な
き
ん
の
如
く
、

犬
さ
二
尺
四
方
の
手
拭 

な
り
、
掌
に
入
て
揉
に
、

手
當
り
木
綿
に
異
な
ら
ず
、
時
に
ヘ
イ
小
傍
な
る
火
爐
を
引
よ
せ
て
、
件
の
布
を
烈
火
の
內

へ
投
入
、
火
箸
に 

て
引
あ
げ
見
せ
し
が
、

い
さ
ゝ
か
も
燒
損
ぜ
ず
、
自
若
と
し
て
本
の
如
し
、
退
て
考
ふ
る
に
、

家
藏
の
蠻
書
に
載
る
所
の
法
を
も
っ
て
、
 

石
麻
を
製
す
る
と
も
、

も
し
く
は
風
土
の
違
ひ
に
て
、
彼
邦
に
て
作
る
火
浣
布
の
如
く
に
は
、
織
得
ざ
る
事
も
や
あ
ら
ん
、
暇
有
日
製
し 

試
ん
と,
申
さ
れ
侍
り
き
」

と
言
っ
て
ゐ
る
。
家
兄
と
あ
る
の
は
桂
川
甫
周
の
こ
と
で
あ
る
。

中
良
は
オ
ラ
ン
ダ
製
の
火
浣
布
を
過
賞
し
、 

日
本
產

の
石
麻
で
製
し
た
ら
ん
に
は
斯
く
如
く
の
出
來
な
い
で
あ
ら
う
と
言
ひ
、

源
內
の
作
っ
た
も
の
の
僅
か
方
寸
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を

(

こ

言

っ

て

ゐ

る

が

次

槻

茂

質

の

『
蘭
腕
摘
芳
』

の
中
に
は
火
浣
布
に
つ
い
て
次
の
や
う
に
あ
る
。 

• 

日

く

「茂
質
按
漢
土
所
レ
謂
火
浣
布
者
。

瞩
蘭
呼
日
二
翁
勃
郞
牒
拔
を
兒
靈
能-
〇
乃
不
燒
布
之
義
也
。
其
所
二
紡
織
而
製
一
之
石
。
呼
日
二
斯
敦
弗
蠟
斯-
〇 

乃
石
麻
之
義
也
。

與
漢
人
所
レ
謂
石
麻
者
一
暗
合
。

嘗
聞
我
邦
處
處
所
レ
產
。

有
下
名
二
伊
悉
嫁
答
一
者X
〇
中
川
淳
菴
辨
識
。

以
爲
二
石
麻
之
一
種
一
欲
三
以 

製
一
火
浣
布-
思
ニ
其
製
造
之
法
一
ー
日
謀
之
於
鳩
溪
一
鳩
溪
卽
取
秩
父
山
之
伊
止
家
太
一
製
ニ
小
片
一
為
二
隔
火
子Y

方
面
一
寸
許
も
以
示
二
于
人
~〇
時
人 

異
レ
之
。
卽
致
二
諸
崎
港Y

贈
二
淸
商?

皆
感
二
嘆
之Y

淸
商
齎
二
歸
本
邦Y

爲
二
進
獻
之
資
--

〇
實
明
和
改
元
之
歲
也
。

鳩
溪
著
二
火
浣
布
略
說-
〇
以
詳
二
著
其 

事
”
嗚
呼
。
昇
平
餘
化
之
所
レ
及
。
天
出
二
非
常
之
人
一
而
逞
一
奇
假
一
豈
可
レ
不
二
欽
仰
一
乎
。

蘭
化
先
生
養
二
嚅
蘭
書
中"

得
一
其
精
說
一
遂
為
二
火
浣
布
譯 

說

ー
編Y

餘
今
併
下
錄
先
生
譯
說
與
二
鳩
溪
所
レ
集
。
及
余
嘗
所
二
抄
錄
一
漢
人
諸
書
雜
說
上
而
充
二
博
物
之
一
資-
•〇
且
以
備
二
參
考
一
焉
。
云
々
」 

此
の
や
う
に
源
內
を
賞
揚
し
、

且
つ
前
野
蘭
化
が
オ
ラ
ン
ダ
書
か
ら
譯
出
し
た
火
浣
布
譯
說
を
も
紹
介
し
て
ゐ
る
。
蘭
化
の
譯
說
は
何 

特
頃
な
さ
れ
た
か
不
明
で
あ
る
が
、

其
の
內
容

は

右

の

書

に

傳

へ
ら

れ
て

ゐ

る

。
其

の

オ

ラ

ン

ダ

書

が

ボ

イ

ス

の

百

科

辭

典

田B
u
y
s
"

 

W
o
o
r
d
e
n
b
o
e
k

で

あ
っ
た
こ

と
は
右
の
茂
質
の
紹
介
中
に
「
勃
伊斯

・
!

云
々
」

と
引
用
の
あ
る
の
を
見
て
も
知
ら
れ
る0 

•
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(

一) 

寬
政
十
年(

一
七
九
八)

の
自
序
が.
あ
る
が
、
其
內
三
卷
ま
で
文
化
十
二
年(

一
八
一
五)

に
刊
行
さ
れ
た
。
引
用
し
た
箇
所
は
刊
本
卷
之
・
二
に
あ 

る

〇

・
-

(

二) 

拙

橋

「
物
理
學
的
科
學
に
關
す
る
渡
來
外
國
書
」
科
學
史
硏
究
第
一
號(

昭
和
十
六
年)

參
照
。

以
上
の
記
載
に
徵
し
て
み
る
と
、
平
賀
源
內
が
秩
父
の
石
綿
を
採
っ
て
火
浣
布
を
作
っ
た
こ
と
は
誤
り
な
き
事
實
で
あ
ら
う
。

さ
う
し 

て
、

こ
れ
は
本
邦
に
於
て
ア
ヌ
ベ
ス
ト
布
を
製
し
た
最
初
で
あ
ら
う
。

寒

暖

計

の

製

作 

・
 

火
浣
布
よ
り
も
一
層
物
理
的
な
も
の
は
寒
暖
計
の
製
作
で
あ
るP

源
内
が
製
し
た
と
い
ふ
寒
暖
計
は
今
日
傳
は
っ
て
ゐ
な
い
や
う
で
あ 

る
が
、
彼

の

記

す

『
砂
弊
寒
熱
昇
降
記
』
を

信

用

す

れ

ば

明

和

五

年(

一
七
六
ハ)

に
寒
暖
計
を
製
作
し
て
ゐ
る
。

そ
の
文
に
日
く 

明
和
ニ
乙
酉
の
と
し
き
さ
ら
ぎ
の
末
、
・
阿
需
人
東
都
に
來
る
、
大
通
詞
吉
擘
左
衞
門
兼
て
よ
り
交
深
け
れ
ば
、
日
こ
と
訪
ひ
侍
り
ぬ
、
或
日
吉 

雄
氏
い
と
珍
ら
か
な
る
も
の
あ
り
と
て
二
の
器
を
出
す
、
各
紅
毛
人
乃
工
出
せ
し
も
の
に
し
て
、

一
を
ア
ラ
キ
ブ
ル
ー
ト
ル
と
云
、

一
を
タ
ル
モ
メ
イ 

ト
ル
と
い
ふ
、
ア
ラ
キ
ブ
ル
ー
ト
ル
は
、
酒
と
水
と
の
よ
し
惡
を
知
る
も
の
な
り
、
こ
れ
を
酒
中
に
投
る
に
、
酒
よ
け
れ
ば
少
く
沈
み
ゝ
酒
惡
け
れ
ば 

多
く
沈
む
、
タ
ル
モ
メ
イ
ト
ル
と
は
卽
右
に
圖
せ
る
〔
圖
省
略
〕
寒
熱
昇
降
な
り
、
銅
の
板
に
分
度
を
し
る
し
、
上
に
硝
子
の
管
あ
り
、
管
の
中
に
藥 

水
あ
り
、
此
藥
水
の
昇
降
を
以
て
ゝ
時
候
の
塞
陵
を
計
る
器
な
り

®ゝ

な
れ
ば
藥
水
自
昇
り
、
寒
け
れ
ば
自
降
る
・
其
價
百
金
に
し
て
猶
得
が
た
し
と 

い
ふ
。
僕
是
を
視
て
笑
て
日
ヽ
蠻
人
か
く
淺
は
か
な
る
工
に
て
、
我
邦
の
人
を
惑
は
す
、
若
日
本
人
拙
に
し
て
、
か
ゝ
る
こ
と
奇
な
り
と
し
て
貴
び
翫 

ば
ゝ
「
新
井
先
生
の
五
事
略
に
論
じ
玉
ふ
ご
と
く
、
我
邦
の
寶
貨
年
を
逐
て
減
じ
な
ん
こ
と
、
嗚
呼
惜
む
べ
し
ヽ
故

!i

彼
國
よ
り
來
れ
る
も
の
悉
く
我 

國
に
て
製
出
し
て
、
之
を
防
ぎ
な
ん
と
數
年
心
を
用
れ
ど
も
力
足
ら
ず
し
て
徒
に
過
行
ぬ
ヽ
此
兩
品
の
ご
と
き
は
、
も
と
よ
り
一
目
擊
其
理
明.
白
な
れ 

・
ば
、
製
し
出
さ
ん
こ
と
囊
中
の
物
を
探
る
よ
り
も
い
と
安
し
と
、
吉
雄
氏
日
此
物
阿
蘭
人
と
い
へ
ど
も
、
數
十
年
の
考
へ
に
て
漸
作
出
せ
り
、
今
容
易 

- 

本
邦
に
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け
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科

學

史

硏

究
 

第

二

號 

四
一
〇 

に
こ
れ
を
作
ん
弋 

予
日
只
陰
陽
の
理
を
知
る
に
過
ず
、
試
に
こ
れ
を
吿
ん
と
、
舉
ニ
ツ
の
物
製
し
出
す
術
を
述
ぶ
、
然
れ
ど
も
滿
座
の
人
猶
信
ぜ 

ざ
る
の
色
あ
り
、
只
吉
雄
氏
と
我
友
杉
田
玄
白
、
中
川
淳
菴
の
三
士
、
大
に
感
服
す
、
其
後
事
し
げ
き
に
ま
ぎ
れ
て
、
打
捨
置
け
る
が
、
今
年
正
月
い 

た
は
れ
る
こ
と
あ
り
て
、
廿
日
ば
か
り
の
閑
を
得
け
れ
ば
、
戲
に
彼
タ
ル
モ
メ
イ
ト
ル
を
製
出
し
て
、
好
事
の
方
々
へ
贈
け
る
に
、-

如
何
し
て
考
へ
出 

せ
る
な
ど
た
づ
ね
も
の
す
る
に
、
答
ふ
る
こ
と
の
い
と
慎
し
け
れ
ば
ゝ
彼
事
を
思
ひ
出
し
て
、
其
あ
ら
ま
し
を
記
し
ぬ
。
明
和
五
年
き
さ
ら
ぎ
鳩
溪
平 

賀
國
倫
誌

こ
れ
に
つ
い
て
は
傍
證
が
見
當
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
先
づ
此
の
記
述
を
信
用
し
て
よ
い
と
思
ふ
。

さ
す
れ
ば
是
は
本
邦
に
於
け
る
最
初 

の
寒
暖
計
で
あ
る
。
右
の
文
中
に
、
管
の
中
に
藥
水
あ
り
て
と
だ
け
あ
っ
て
、
彼
が
如
何
な
る
藥
水
を
用
ひ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
水 

銀
で
は
な
か
っ
た
と
思
は
れ
る
。
彼

が

水

銀

を

知

っ

て

ゐ

た

こ

と

は

『
物
類
品®

』
中

に

水

銀

の

項
が

あ

り

其

處

に

「
水
銀
和
名
ミ
ヅ
カ 

ネ
丹
砂
ヨ
リ
出
ヅ
製
法
傳
ア
リ
又
馬
齒
覓
ヲ
燒
テ
取
タ
ル
ヲ
草
汞
ト
云
〇
漢
產
上
品
〇
伊
勢
產
上
品
」
と
あ
る
に
依
っ
て
明
か
で
あ
る
が
、
 

自
ら
之
を
製
す
る
こ
と
は
恐
ら
く
し
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
右
の
說
明
文
に
添
へ
て
あ
る
圖
は
華
氏
目
盛
で
あ
っ
て
、
溫
度
は
算
用
數
字 

を
以
て
記
し
、
傍

にW
a
r
m
-
K
o
u
d

等
の
オ
ラ
ン
ダ
語
を
記
し
ヽ
暖
、
冷
等
り
譯
語
を
添
へ
て
あ
る
。

ま
た
斯
る
高
價
な
外
國
品
を
賞 

し
翫
ぶ
と
き
は
日
本
の
財
貨
が
減
っ
て
行
く
の
が
惜
し
い
、
其
の
理
は
一
目
見
て
明
白
で
あ
る
か
ら
之
を
作
る
の
は
囊
中
の
物
を
探
る
よ 

り
も
安
い
と
言
っ
て
ゐ
る
の
は
彼
の
オ
氣
の
躍
如
た
る
を
見
る
。

起

電

機
の
製
作

・
源
內
の
作
っ
た
起
電
機
は
現
存
し
て
居
り
、

此
の
事
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
か
ら
簡
單
に
記
す
。

源
內
は
長
崎
に
於
て
起
電
機
を
實
見 

し
且
つ
其
の
古
物
を
求
め
て
歸
り
工
夫
し
て
自
ら
製
作
し
た
。

そ
れ
は
硝
子
を
摩
擦
し
て

發
電
す

る
も

の
で

あ
る
.0
此
の
製
作
は
安
永H

4〇



一
 

・

2
)
 

(

二) 

年
(

一
七
七
六)

と
さ
れ
て
ゐ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
前
の
や
う
な
彼
自
身
の
科
學
的
記
述
は
な
い
け
れ
ど
も
「
放
屁
論
後
篇
」.
と
題
す 

る
戯
文
の
中
で

生
れ
付
た
る
不
物
好
わ
る
塊
り
に
か
た
ま
っ
て
椽
の
下
の
力
持
む
だ
骨
だ
ら
け
の
其
中
に
ゑ
れ
き
て
る
せ
ゑ
り
て
い
と\

い
へ
る
人
の
體
よ
り
火
を 

出
し
、
病
を
治
す
る
器
を
作
り
出
せ
り
、
抑
此
器
は
西
洋
の
人
電
の
理
を
以
て
考
、

一
旦
工
夫
は
付
け
た
れ
ど
も
、
其
身
の
生
涯
に
は
事
成
ら
ず
、
三 

代
を
經
て
成
就
し
け
る
と
い
へ
り
、
阿
蘭
人
と
い
へ
ど
も
知
る
者
は
至
て
少
く
、
固
朝
鮮
唐
天
竺
の
人
は
夢
に
も
し
ら
ず
況
や
日
本
開
闢
以
來
創
て
出 

至

る

事

な

れ

ば

、
高
貴
の
旁
を
初
と
し
て
見
ん
事
を
願
ふ
者
夥
し
。 

' 

と
い
ひ
、
自
ら
之
を
製
作
し
た
こ
と
を
誇
っ
て
ゐ
る
。

起
電
機
の
事
が
我
國
の
文
獻
に
現
は
れ
た
最
初
は
後
藤
梨
春
の
『
紅
毛
談
』
(

前 

出
)

の
記
述
で
あ
る
が
、
實
地
に
作
っ
た
の
は
源
內
が
最
初
で
あ
る
。 

•

(

一) 

入
田
整
三
氏
「
平
賀
源
內
と
科
學
」(

『
江
戶
時
代
の
科
學
』
所
忙)

。

(

二) 

源
內
全
集
卷
之
上
、
三
五
五
頁
。

源
內
は

此

の

ほ

か

に

平

線

儀(

一
種
の
水
準
器)

、

磁
針
器
な
ど
も
作
っ
て
ゐ
る
。

二 

前
野
蘭.
化

の

『飜
譯
運
動
法
』
及
び
二
測
曜
璘
圖
說
』
 

• 

今
我
々
が
考
へ
て
ゐ
る
時
期
は
科
學
硏
究
の
創
始
時
代
で
あ
る
か
ら
、 

先
づ
敎
科
圭
日
を
讀
む
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。 

そ
こ
で
外
國
の
書
物
を
讀
む
一
の
に
外
國
語
を
硏
究
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
當
時
の
科
學
者
に
は
こ
れ
だ
け
餘
分
の
負»

が
あ
っ
た 

わ
け
で
あ
る
。
前

野

蘭

低"

一
七
ニ
ニ!

 

一
八
〇
三)

は
蘭
學
の
鼻
祖
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
『
飜
譯
運
動
法
』
の
如
き
譯
述
を
遺
し
て 

ゐ
る
點
に
於
て
、

物
理
學
的
科
學
の
硏
究
に
於
て
も
創
始
者
の
・
一
人
で
あ
る
。

本
邦
に
於
け
る
初
期
の
物
理
學
的
硏
究(

矢
島) 

・

四

一
•

9
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四
一.
一
 

(

一) 

前
野
蘭
化
、
名
は
熹
、
字
は
子
悅
、
通
稱
を
良
澤
と
い
ひ
、
蘭
化
は
號
で
あ
り
、
其
堂
を
樂
山
と
い
ふ
。
代
々
醫
を
以
て
中
津
藩
奧
平
侯
に
仕
へ
て 

祿
二
百
石
を
食
ん
で
ゐ
た
。

一
日
書
店
の
前
を
通
り
オ
ラ
ン
ダ
書
の
あ
る
の
を
見
て
、
此
の
蟹
行
の
文
も
亦
人
の
造
る
所
で
あ
る
、
人
の
造
る
所
で
あ
れ 

ば
解
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
考
へ
オ
ラ
ン
ダ
學
の
硏
究
を
思
ひ
立
っ
た
。
當
時
靑
木
昆
陽
は
未
だ
在
世
中
で
あ
っ
た
か
ら
就
い
て
學
ん
だ
が
昆 

陽
の
知
っ
て
ゐ
る
オ
ラ
ン
ダ
語
は
五
百
語
に
過
ぎ
ず
所
期
の
目
的
を
果
す
こ
と
が
出
來
な
か
っ
た
の
で
長
崎
に
遊
學
し
吉
雄
幸
作
の
敎
を
受
け
た
、

一
且 

歸
り
て
再
遊
し
オ
ラ
ン
ダ
書
數
部
を
携
へ
て
江
戶
に
歸
り
門
を
閉
ぢ
客
を
斷
っ
て
勉
學
し
た
。
多
く
の
譯
述
が
あ
る
。 

• 

• 

/ 

『
飜

譯

運

動

法

』 

‘
 

- 

『
飜
譯
運
動
法
』
(

寫

本)

は

何

時

頃

の
も

の

か

不

明
で

あ

る
が

安

永

年

間(

一
七
七
〇
年
代)

の
も
の
と
も
言
は
れ
て
ゐ
る
。

こ
れ
は 

半
紙
に
書
い
て
數
枚
の
短
い
も
の
で
は
あ
る
が
、

力
の
合
成
を
取
扱
っ
た
も
の
で
あ
り
、

此
の
種
の
も
の
と
し
て
は
恐
ら
く
最
初
の
著
述 

で
あ
ら
う
。
書
名
の
次
に
・
「
併
カ
篇
」

と
い
ふ
見
出
し
が
あ
り
、
其

下

に

「
是
篇
出
于
本
書
第
一
法
中
第
三
章
及
附
錄
第
一
例
、
今
採
而 

合

之

、

云
々
」

と
註
し
て
あ
る
。
卽
ち
或
本
の
直
譯
で
は
な
く
、
取
捨
選
擇
し
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
事
が
分
る
。

(

一) 

此Q

書

は

「
測
曜
瓏
圖
說
」
と
共
に
大
槻
家
に
傳
へ
ら
れ
る
も
の
以
外
に
傳
本
の
あ
る
こ
と
を
筆
者
は
未
だ
知
ら
な
い
。
こ
れ
ら
は
岩
崎
克
已
氏
著 

豆
刖
野
蘭
化
』
に
收
錄
さ
れ
て
ゐ
る
。
大
槻
如
電
『新
撰
洋
學
年
表
』
に
依
る
と
安
永
六
年(

一
七
七
七)

の
條
に
此
の
書
を
擧
げ
「
本
書
年
月
不
記
、
 

-

上
に
云
ふ
獨
習
六
七
年
而
後
豁
然
自
得
と
あ
り
其
後
の
者
な
り
と
覺
ゆ
故
姑
揭
于
此
」
と
あ
る
。

倦

、

そ

の

本

文

の

初

め

に

「
一
物
併
ニ
カ
而
引
之
、

ニ
カ
之
象
以
二
線
、

又
二
之
以
成
四
角
形
、
仍
求
方
斜
而
線
之
、
此
則
物
之
所
由 

而
動
處
也
ヽ
是
倚
蹉
迦
氏
量
併
カ
之
法
也
、
若
其
併
三
四
五
力
者
、
亦
皆
宜
依
此
法
、

以
知
其
動
矣
、
今
擧
併
四
力
者
、

以
爲
一
例
」
と 

言

っ

て

次

に

其

の

「
併
カ
」

の
方
法
を
圖
と
說
明
文
と
を
以
て
示
し
て
ゐ
る
。
卽
ち
、

一
つ
の
物
體
に
二
つ
の
力
が
働
く
と
き
は
ニ
カ
は 

二
線
を
以
て
表
は
さ
れ
る
、

二
線
を
以
て
四
角
形
を
成
し
其
の
斜
線
を
作
れ
ば
こ
れ
が
物
體
の
動
く
處
で
あ
る
と
述
べ
て
ゐ
る
。

右
の
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「
ニ
カ
之
象
以-

一
線
」

の

次

に

「
隨
カ
之
多
少
、

及
所
在
、

而
爲
其
高
下
、

及
方
位
」

と
い
ふ
註
が
あ
り
、
「
成
四
角
形
」

の

下

に

「
左
右

交
互
而
相
接
」

と
い
ふ
註
が
あ
る
。

其

の

方

法

を

圖

示

す

る

に

先

だ

っ
て

「
本
書
只
有
一
圖
、
是
初
二
圖
、
則
予
所
補
、
庶
幾
隨
文
而
卽
分
其
先
後
」
と
い
ふ
註
が
あ
る
。• 

原
本
に
は
圖
が
一
つ
し
か
な
い
が
初
め
の
二
つ
は
自
分
が
補
っ
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
は
ロ
ハ
直
譯
す
る
者
に
は
爲
し
得
な
い
と 

こ
ろ
で
あ
る
。
此
處
に
は
旺
盛
な
硏
究
心
が
現
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
が
出
來
な
い
。
本
書
に
只
一
圖
有
り
と
い
ふ
の
は
三
つ 

の
力
を
平
行
四
邊
形
の
方
法
に
依
っ
て
合
成
す
る
作
圖
を
指
す
も
の
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
蘭
化
が
補
っ
た
二
つ
の
圖
と
い
ふ
の
は
、
順
序 

と
し
て
三
力
の
合
成
に
先
立
つ
と
こ
ろ
の
、

二
つ
の
力
を
合
成
す
る
圖
及
び
更
に
第
三
の
力
を
合
成
す
る
圖
で
あ
る
。(

第
一
圖
及
び
第 

二
圖)

。
其
の
合
成
の
方
法
の
說
明
と
し
て
次
の
や
う
に
書
い
て
あ
る
。 

-

3L

甲
者
物
也
、
丙
戊
者
齊
引
之
者
也
、
然
其
力
在
于
丙
水
・
戊
水
ニ
線
、
今
求
其
所
動
之
處
之
法
。 

先
設
甲
丙
戊
水
之
圖
、
次
畫
甲
水
之
斜
線
ゝ
按
設
圖
者
、
須
用
規
矩
ヽ
其
法
、
以
甲
丙
爲
半
徑
、
以
戊 

第 

爲
心
而
畫
子
弧
、
又
以
甲
戊
爲
半
徑
、
以
丙
爲
心
而
丑
弧
ゝ
乃
兩
弧
相
交
之
處
、
是
爲
對
甲
之
尖
角
 ゝ

ー
 

卽
水
也
ゝ
仍
用
矩
爲
圖
及
甲
水
線
、
此
線
則
彼
ニ
カ
之
所
鐘
也
、
乃
所
引
之
物
、
當
由
于
此
而
動
矣
 ゝ

圖 

其
ヵ
出
于
丙
戊
、
而
引
之
者
水
也
、
是
其
力
則
二
、
而
其
肘
則
一
也
、
予
以
此
®.
ヽ
風
引
物
而
動
之
者
、
 

專
隨
一
カ
之
多
少
、
乃
所
在
矣
、
須
較
合
甲
丙
・
甲
戊
ニ
線
之
勢
ゝ
而
以
審
甲
水
線
之
長
短
及
方
位
也
、

此
の
文
は
明
瞭
で
あ
る
が
、
・
其
の
意
味
を
再
記
す
れ
ば
次
の
や
う
に
农
る
。!
!

「
甲
は
物
體
で
、
丙
と

戊
は

之
を

引

く

者
で

あ

る

。 

而

し
て

其

の

力

は

丙

水•

戊
水
の
二
線
に
在
る
。
今
其
の
動
か
さ
る
る
處
を
求
め
る
方
法
は
先
づ
甲
丙
戊
水
の
圖
を
設
け
、

次
に
甲
水
の 

斜
線
を
畫
く
。
」

此
處
ま
で
が
恐
ら
く
原
文
に
據
っ
て!

い
た
も
の
で
あ
り
、

以
下
は
蘭
化
の
加
へ
た
註
釋
で
あ
ら
う
。

日

く

「
按
ず
る 

本
邦
に
於
け
る
初
期
の
物
理
學
的
硏
究(

矢
島) 

四
三
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四
四

に
圖
を
設
く
る
は
須
く
コ
ン
パ
ス
と
定
規
を
用
ふ
べ
し
。

其
の
法
は
甲
丙
を
以
て
半
徑
と
な
し
、

戊
を
中
心
と
し
て
子
の
弧
を
畫
く
。

又 

甲
戊
を
以
て
半
徑
と
な
し
、
丙
を
中
心
と
し
て
丑
の
弧
を
畫
く
。

兩
弧
の
相
交
る
處
、
甲
に
對
し
て
尖
角
を
爲
す
の
が
水
で
あ
る
。
仍
て 

定
規
を
用
ひ
て
甲
水
の
線
を
作
る
。
此
の
線
は
彼
の
ニ
カ
の
集
る
所
で
あ
る
。

乃
ち
引
か
る
る
物
體
は
此
に
依
っ
て
動
く
。
其
ヵ
は
丙
戊 

に
出
て
、
之
を
引
く
者
は
水
で
あ
る
。

其
の
力
は
二
つ
で
あ
る
が
其
の
作
用
は
一
つ
で
あ
る
。
此
を
以
て
、
物
體
を
引
い
て
之
を
動
か
す 

の
は
、
專
ら
一
力
の
大
小
及
び
位
置
に
隨
ふ
こ
と
が
分
る
。
須

く

甲

丙•

甲
戊
の
二
線
の
勢
を
比
較
し
て
以
て
甲
水
線
の
長
短
及
び
方
位 

を
審
に
す
べ
し
。
」

此
の
や
う
な
言
葉
に
言
ひ

換
へ
て
も
決
し
て

言
ひ 

過
ぎ
で
は
な
い
ほ
ど
明
瞭
に
把
握
さ
れ
て
ゐ
る
。
初
め
の
方
の

「
然

其

カ

在

于

丙

水•

戊
水
ニ
線
」

と
い
ふ
處
は
作
用
點
と
い
ふ
事
が
明
瞭
で
な
い
と
言
へ
な
い
こ
と
は
な
い
が
、

此
の
當
時
の
も
の
と

4

し
て
は
詳
細
に
記
述
し
て
ゐ
る
も
の
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。 

更
に
第
三
の
力
を
咖
へ
る
場
合
が
述
べ
て
あ
る
が
、

此
處
は
一
段
下
げ
て
書
い
て
あ 

・
る
の
は
、

以
上
が
定
理
で
あ
る
と
す
れ
ば
以
下
は
系
で
あ
る
か
ら
、

さ
う
い
ふ
意
味
が 

此
の
表
現
形
式
の
中
に
現
は
れ
て
ゐ
る
と
見
る
こ
と
が
出
來
る
。

日
く 

如
加
庚
而
併
引
之
、
則
其
動
、
固
從
甲
丙•

甲

戊•

甲
庚
三
カ
之
勢
、
然
實
在
甲
水•

甲
庚 

ニ
カ
之
用
也
、
則
設
甲
庚
水
火
之
圖
、
」

こ
れ
に
つ
い
で
「
按
以
甲
庚
爲
半
徑
、
以
水
爲
心
、
 

而
畫
寅
弧
、
云
え
」 

-

と
言
ひ
作
圖
の
方
法
が
詳
述
し
て
あ
る
。

そ
の
說
明

の

終

に

「
是
雖
三
力
、

而
其
所
動
、
 

則
在
于
一
方
也
」

と
言
っ
て
ゐ
る
。
更
に
、
其
の
次
に
同
樣
に
し
て
四
力
を
併
せ
る
場 

合
が
述
べ
て
あ
る
。
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其

の

あ

と

に

「
按
四
カ
之
次
、
交
錯
先
後
、
約
得
十
有
ニ
勢
矣
、
今
各
併
ニ
勢
、
以
作
六
圖
」

と
述
べ
て
ゐ
る
。
卽
ち
四
つ
の
力A
B
 

C
D

を
合
成
す
る
仕
方
は
二
十
四
通
り
あ
る
が
、

例
へ
ばA
B
C
D

の
順
に
加
へ
て
行
く
の
とD
C
B
A

の
順
に
加
へ
て
行
く
の
は
出
來 

上
っ
た
圖
の
上
で
は
全
く
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
作
圖
の
仕
方
は
十
二
あ
る
。

四
カ
の
順
序
交
錯
先
後
を
考
へ
る
と
十
有
二
勢
を
得
と
い
ふ 

の
は
甚
だ
精
確
で
あ
る
。

こ
れ
は
原
本
の
記
述
を
踏
襲
し
た
も
の
で
は
な
く
、
著
者
が
考
究
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
は
疑
ひ
な
い
。

さ
う 

し
て
そ
の
中
か
ら
六
個
の
圖
を
擧
げ
て
ゐ
る
。 

-
-
 

最

後

に

「
右
十
有
ニ
勢
合
之
作
一
圖
、
因
爲
淺
、
吿
初
學
、
併
載
之
于
下
」

と
言
ひ
其
综
の
作
圖
を
一
枚
の
圖
に
重
ね
た
も
の
を
描
い 

て
ゐ
る
。

Eg.
つ
の
力
を
あ
ら
ゆ
る
順
序
に
加
へ
て
行
く
作
圖
を
畫
き
加
へ
て
行
く
と
き
は
、

か
な
り
複
雜
な
も
の
と
な
る
が
、

こ
れ
を
丹 

念
に
描
い
て
ゐ
る
こ
と
は
熾
烈
な
硏
究
心
の
發
露
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。 

・
 

以

上
が

今

日

傳

へ

ら

れ

て

ゐ

る

『
飜
譯
運
動
法
』

の
全
部
で
あ
る
。
・
前
に
記
し
た
や
う
に
書
名
の
次
に
「
併
力
篇
」
な
る
見
出
し
の
あ 

る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、

こ

れ

は

『
飜
譯
運
動
法
1-
の
一
部
を
な
す
力
の
合
成
の
部
分
で
あ
っ
て
、
・
更
に
運
動
に
關
す
る
部
分
の
あ
る
べ
き 

・
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
ゐ
る
。

少
く
と
も
此
の
著
述
の
計
畫
の
中
に
は
さ
う
い
ふ
も
の
が
含
ま
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
然
し
之
以 

外
の
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
に
は
分
っ
て
ゐ
な.
い
。

前

に

引

用

し

た

中

に

「
本
書
只
有
一
圖
云
々
」

と
言
っ
て
ゐ
る
其
の
本
書
が
何
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。

三
上
義
夫
氏
は
此
の
原
本 

ら
し
き
も
の
を
擧
げ
て
ゐ
る
が
、
決
定
的
で
は
な
い
い
こ
前
に
引
用
し
た
本
文
の
初
め
に
「
是
倚
疑
迦
氏
、
量
併
カ
之
法
也
」
と
あ
る
倚
蹉 

迦

氏

は

オ

ラ

ン

ダ

式

に

書

い

てI
s
a
a
k

卽

ち

Isaac

 N
e
w
f
o
n

 

で
あ
ら
う
こ
と
は
三
上
氏
も
言
は
れ
る
通
り
恐
ら
く
さ
う
で
あ
ら
う
。 

(

一) 

三
上
氏
が
オ
ラ
ン
ダ
の
雜
誌N

i
e
u
w
s

 

A
r
c
h
i
e
f

 v
o
o
r

 w
i
s
k
u
n
d
p

 1
9
1
7

に
發
表
さ
れ
た
原
論
文
は
未
見
で
あ
る
が
、
岩
崎
克
己
氏
著
『前
野 

本
邦
に
於
け
る
初
期
の
物
理
學
的
硏
究(

矢
島)
 

四
五
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四
六

蘭
化
』

の
中
の
記
述
に
依
る
。

『
測

曜

磯

圖

說
』 

• 

• 

尙
、
蘭

化

に

は

『
測
曜
磯
圖
說
』

と
い
ふ
一
篇
が
あ
る9

こ
れ
も
半
紙
に
數
枚
の
短
い
も
の
で
あ
る
。

こ

れ

は

『
飜
譯
運
動
法
』

の
ー 

部
分
を
な
す
も
の
か
と
も
思
は
れ
る
。

(

一)

こ
れ
も
大
槻
家
に
傳
へ
ら
れ
る
も
の
以
外
に
傳
本
を
知
ら
な
い
。
そ
れ
は
『
飜
譯
運
動
法
』
と
一
綴0

に
な
っ
て
ゐ
る
。

其
の
本
文
の
初
め
に

此
器
、
倚
疑
迦
氏
所
以
依
運
動
法
而
製
之
、
象
五
星
及
尾
星
之
旋
動
者
也
、
其
線
、
懸
於
太
陽
者
、
以
表
受
其
光
也
、
是
亦
當
列
于
測
器
、
故
今
述 

其
圖
說
、
以
載
于
此
、
按
此
橢
圓
之
形
、
較
之
五
星
之
遊
輪
、
則
頗
長
矣
、
但
長
則
易
認
數
之
多
寡
也
、
乃
以
此
推
彼
尾
曜
之
行
道
、
則
庶
幾
當
知
其 

舒
縮
之
相
去
更
甚
于
此
者
也
、
然
至
於
夫
遊
輪
則
非
可
以
器
而
測
量
之
者
矣
。

と
あ
る
。
卽
ち
こ
れ
は
惑
星
運
動
の
模
型
の
圖
說
で
あ
る
。
此
の
文
に
次
い
で
其
の
模
型
の
說
明
が
あ
る
。

此
の
模
型
は
楕
圓
の
周
に
沿 

う
て
ハ
十
八
の
目
盛
が
あ
る
。

こ
れ
は
水
星
の
公
轉
週
期
で
あ
る
か
ら
、

具
體
的
に
は
水
星
運
動
の
模
型
で
あ
る
が
、

同
時
に
一
般
の
惑 

星
運
動
に
つ
い
て
も
其
の
運
動
の
槪
念
を
與
へ
し
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
ら
う
。

此
の
八
十
八
刻
に
つS

て

は

本

文

中

に

も

「
是
水
曜
ー 

周
太
陽
之
日
也
」

と
註
し
て
あ
る
。

ま
た
此
の
楕
圓
が
甚
だ
扁
平
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
前
記
引
用
文
中
に
、

此
の
楕
圓
は
五
星
の
遊 

輪
(

軌
道
の
意
で
あ
ら
う)

に
較
べ
て
頗
る
長
い
が
、

そ
れ
は
分
り
易
く
す
る
た
め
で
あ
ら
う
と
言
っ
て
ゐ
る
。

こ
れ
に
續
く
圖
說
の
全 

文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
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第 三 圖

天
地
山
澤
者
圓
盤
也
、
以
銀
作
之
、
 

其
外
輪
、
分A

十
八
刻
、
是
水
曜
一
周 

太
陽
日
也
、
風
者
柄
也
、
以
黃
銅
作
之
、
 

水
者
鉞
也
、
以
鋼
作
之
、
乾
坤
兌
恨
者 

橢
圓
銀
盤
也
、
共
外
周
、
分A

十
八
刻
、
 

巽
者
囘
溝
也
、
此
受
銅
丸
、
以
象
水
曜 

之
遊
輪
、
坎
者
銅
丸
、
以
象
水
曜
、
震 

者
鋼
線
也
、
此
串
銅
丸
、
以
令
其
隨
于 

溝
之
遠
近
、
而
升
降
自
在
、
雷
者
線
端

也
、
以
指
刻
分
、
離
者
金
采
小
圓
也
、
以
象
太
陽
、
乾
者
近
日
之
處
也
、
坤
者
遠
日
之
處
也
、
假
令
銅
丸
坎
在
于
坤
、
鉞
水
在
于
地
者
、

是
丸
與
針
等 

在
于
ハ
十
A.
刻
也
、

先
轉
柄
風
、
令
鉞
在
于
山
、
卽
進
十
刻
、

則
丸
等
轉
到
于
艮
、
卽
進
三
刻
三
分
刻
之
一
也
、

次
漸
柄
針
在
于
天
、
乃
丸
到
于
乾
、
 

卽
水
曜
到
于
近
日
之
處
、
丸
針
等
在
于H

十
四
刻
也
、
更
轉
鉞
在
于
澤
、
卽
指
五
十
四
刻
而
進
實
十
刻
也
、
乃
丸
到
于
兌
、
卽
六
十
四
刻
而
其
行
實
二
十 

刻
也
、
今
自
乾
至
兌
者
、
較
前
日
之
自
坤
至
艮
者
、
則
鉞
進
皆
十
刻
、
而
丸
行
則
為
之
六
倍
也
、
以
此
宜
疇
五
曜
及
彗
星
、
近
日
乃
其
行
疾
、
遠H

乃

其
行
遲
者
也
、

右
の
要
點
を
摘
記
す
る
な
ら
ば
、

次
の
や
う
で
あ
る
。

銀
を
以
て
作
っ
た
圓
盤
が
あ
っ
て
其
の
外
輪
は
ハ
十
八
刻
に
目
盛
っ
て
あ
る
。 

黃
銅
を
以
て
作
っ
た
風
な
る
把
手
が
あ
り
、

こ
れ
に
水
な
る
指
針
が
附
い
て
ゐ
る
。

別
に
銀
の
楕
圓
盤
が
あ
り
同
じ
く
ハ
十
八
刻
の
目
盛 

が
あ
る
。
楕
圓
の
周
に
沿
う
て
溝
が
あ
り
此
の
上
に
銅
の
玉
が
載
っ
て
ゐ
る
。

こ

れ

は

水

星

?-
表
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
鋼
線
が
こ
れ 

を
貫
い
て
居
り
、

こ
れ
は
目
盛
を
指
す
の
に
役
立
つ
。.
楕
圓
の
焦
點
の
語
は
な
い
が
其
の
位
置
に
金
色
の
小
圓
が
お
り
、

こ
れ
は
太
陽
を 

本
邦
に
於
け
る
初
期
の
物
理
學
的
硏
究(

矢
島)
 

四
七
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四
A. 

表
は
し
て
ゐ
る
。
圓
盤
と
楕
圓
盤
の
關
聯
が
明
瞭
で
な
い
が
、

今
、
銅
丸
が
坤
に
あ
り
、

圓
盤
の
針
が
地
に
あ
る
。
把
手
を
廻
し
て
針
が 

天
ま
で
卽
ち
十
刻
進
む
と
銅
丸
は
艮
ま
で
卽
ち
三
刻
三
分
の
一
進
む
。

こ
れ
は
遠
日
點
に
於
け
る
惑
星
の
運
行
の
遲
い
こ
と
を
表
は
し
て 

ゐ
る
。
是
に
反
し
て
圓
盤
の
針
が
天
か
ら
澤
ま
で
十
刻
進
む
と
き
楕
圓
盤
上
の
銅
丸
は
乾
か
ら
兌
ま
で
二
十
刻
進
む
。

こ
れ
は
近
日
點
に 

於
け
る
運
行
の
速
か
な
る
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。

そ
れ
を
以
て
五
曜
及
び
彗
星
の
近
日
點
の
行
疾
く
、
遠
日
點
の
行
遲
き
こ
と
を
曉
る
べ 

し
と
言 
っ
て
ゐ
る
。

蘭
化
は
何
に
據
っ
て
之
を
記
述
し
た
か
不
明
で
あ
る
が
、

惑
星
運
動
に
つ
い
て
相
當
は
っ
き
り
し
た
理
解
を
持
っ
て
ゐ
た
こ
と
が
明
か 

で
あ
る
。

前

の

「
併
カ
篇
」

と
共
に
今
日
謂
ふ
と
こ
ろ
の
力
學
に
關
し
て
斯
く
具
體
的
に
進
ん
だ
硏
究
を
行
っ
た
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
こ 

と
で
あ
る
。
此
の
や
う
な
方
面
に
手
を
染
め
た
の
は
前
野
蘭
化
が
最
初
で
あ
る
。
蘭
學
の
始
祖
で
あ
る
蘭
化
は
ま
沦
本
邦
に
於
け
る
力
學 

硏
究
の
創
始
者
で
も
あ
っ
た
。

只
惜
し
い
こ
と
は
其
等
の
硏
究
が
餘
り
知
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

今
日
是
等
の
傳
本
の
甚
だ
稀
で 

あ
る
こ
と
は
其
の
事
實
を
物
語
っ
て
ゐ
る
。

 ゝ

三 

本

木

仁

太

夫

の

『天
地
二
球
用
法
』
 

• 

前
節
に
於
て
記
し
た
如
く
、

此
の
當
時
は
外
國
の#
!

物
を
讀
む
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
早
く
外
國
語
の
知
識
を
持
っ
て
ゐ
た
の
は
通 

詞
で
あ
る
。

從
っ
て
此
の
方
面
の
人
々
が
科
學
硏
究
に
貢
獻
し
て
ゐ
る
こ
と
は
案
外
大
き
な
も
の
で
あ
る
。
夫
等
の
人
み
の
中
に
は
單
に 

其
の
外
國
語
の
知
識
を
利
用
し
て
科
學
書
の
譯
述
を
し
た
と
い
ふ
だ
け
で
な
く
、

科
學
書
の
硏
究
に
眞
に
心
血
を
そ
そ
い
だ
人
よ
が
あ
る
。 

此
等
の
人
々
は
職
業
と
し
て
は
通
詞
で
あ
っ
て
も
實
は
科
學
者
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
や
う
な
人
・
の
う
ち
の
魁
を
な
す
も
の
は
長

斗

暮A
/



爭
月
或

崎
の
通
詞
本
木
良
永
仁
太
夫
で
あ
る
。

そ

の

硏

究

に

は

『
天
地
二
球
用
法
』
、
『
太
陽
窮
理
了
解
說
』
、
『
和
蘭
永
續
曆
和
解
』
(

吉
雄
耕
牛 

と

共
撰)

、

『
日
月
圭
和
解
』
、
『
平
天
儀
用
法
』
、
『
象
限
儀
用
法
』
等
が
傳
へ
ら
れ
る
が
、

此
處
で
は
特
に
筆
者
が
親
し
く
調
査
し
た
『
天 

地
二
球
用
法
』

及

び

『
象
限
儀
用
法
』

に
つ
い
て
記
す
。
『
天
地
二
球
用
法
』
は
其
の
著
述
の
う
ち
で
最
も
主
な
る
も
の
で
も
あ
り
、

特 

に
物
理
學
的
方
面
よ
り
見
て
重
要
な
も
の
で
も
あ
る
。

(

一) 

良
永
は
幼
名
榮
之
進
、
後
に
仁
太
夫
を
襲
名
す
。
本
木
家
第
三
代
の
通
詞
で
あ
る
。
初
代
は
本
木A

意
、
二
代
は
そ
の
子
良
固
で
仁
太
夫
と
い
っ
た
。 

も
と
通
詞
は
通
辯
を
す
る
だ
け
で
、
オ
ラ
ン
ダ
書
を
讀
む
こ
と
は
許
さ
れ
て
る
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
延
享
元
年(

一
七㈣

四)

靑
木
昆
陽
が
幕
府
の 

命
を
受
け
て
オ
ラ
ン
ダ
語
硏
究
の
た
め
長
崎
に
赴
い
た
と
き
通
詞
た
ち
は
昆
陽
に
賴
っ
て
オ
ラ
ン
ダ
書
を
讀
む
こ
と
の
許
し
を
願
っ
た
，

翌
延
享
二
年 

(

一
七
四
五)

西
善
三
郎
、
吉
雄
幸
左
衞
門
、
本
木
良
固
仁
太
夫
等
の
通
嗣
は
オ
ラ
ン
ダ
書
讓
讀
の
許
可
を
得
た
の
で
あ
る
。

此
の
ち
き
榮
之
進
は
十
一 

歲
の
少
年
で
あ
っ
た
。
良
固
に
男
子
な
く
外
姪
西
榮
之
進
は
十
五
歲
で
本
木
家
を
嗣
ぎ
、
後
に
仁
太
夫
の
名
を
襲
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
號
を
爾
皐
と
い 

っ
た
。
本
木
家
中
興
のB

で
あ
る
。
寛
政
六
年(

一
七
九
六)

歿
し
た
。
年
六
十
。

『
天
地
二
球
用
法
』

我
國
に
於
け
る
西
洋
流
の
天
學
は
澤
野
忠
庵
飜
譯•

向
井
元
升
辨
說

の

『
乾
坤
辨
說
』

あ
た
り
に
初
ま
る
と
言
っ
て
よ
い
が
、
忠
庵
に 

就
い
て
學
ん
だ
林
吉
左
衞
門
は
切
支
丹
の
嫌
疑
を
受
け
て
刑
死
し
、

林

の

門

人

小

林

謙

貞(

義
信)

も
禁
錮
の
刑
に
處
せ
ら
れ
た
や
う
な 

次
第
で
、
漸
く
開
け
た
天
學
の
系
統
は
杜
絕
え
る
に
到
っ
た
。

こ
れ
は
所
謂
南
蠻
流
で
あ
っ
た
。

長
崎
に
開
け
た
此
の
天
學
を
再
興
し
た 

の

は

本

木

擊

で

あ

る

。

さ
う
し
て
南
蠻
流
に
代
っ
て
和
蘭
流
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
南
蠻
流
の
も
の
は
天
動
說
を
本
と
し
た
コ
ペ
ル
ー
一 

ク
ス
以
前
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
本
木
は
コ
ペ
ル
ー
ー
ク
ス
說
を
傳
へ
て
ゐ
る
。
此
の
點
に
於
て
も
本
木
の
硏
究
の
意
義
は
大
き
い
。 

本
邦
に
於
け
る
初
期
の
物
理
學
的
硏
究(

矢
鳥) 

四
九
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五
〇 

本

木

の

硏

究

の

う
ち

で

主

要

な

も

の

は

『
天
地
二
球
用
法
』

と
思
は
れ
る
。

此
の
譯
述
に
は
舊
譯
本
と
新
譯
本
の
二
つ
が
あ
る
。

此
處 

で
は
完
成
さ
れ
た
形
の
新
譯
本
に
つ
い
て
詳
說
す
る
が
、

初
め
に
舊
譯
本
に
つ
い
て
略
述
す
る
。

舊

譯

『
天
地
二
球
用
法
』
(

本

木

良

永

譯•

松
村
元
綱
校)

は

安

永

三

年(

一
七
七
四)

の
譯
述
と
言
は
れ
る
。
此
の
寫
本
は
諸
處
に 

傳
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
舊
譯
本
に
つ
い
て
は
筆
者
は
未
だ
十
分
な
調
査
を
し
て
ゐ
な
い
の
で
、

筆
者
が
寓
目
し
た
も
の
に
は
次
の
序
文
を
缺 

い
て
ゐ
た
が
、

大

槻

如

電

『
新
撰
洋
學
年
表
』

に
依
れ
ば
自
敍
に
次
の
や
う
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
。

古
聖
俯
仰
天
文
地
理
ヲ
見
察
シ
民
一
一
時
ヲ
援
ケ
天
下
ヲ
平
治
ス
歐
羅
巴
ノ
先
賢
亦
同
ジ
殊-
一
和
蘭
ハ
海
一-

浮
デ
萬
國
一
一
通
商
シ
國
ヲ
富
シ
博
ク
衆
藝 

ヲ
學
デ
身
ヲ
潤
ス
嗚
呼
大
裁
航
海
ノ
術
終-
二
隻
ノ
舶
ヲ
以
テ
萬
里
ノ
大
洋
ヲ
渡
ル
其
要
八
天
文
ヲ
測
リ
日
月
諸
星
ノ
運
行
ヲ
考
へ
テ
晝
ハ
太
陽
行
度 

升
降
ヲ
測
リ
夜
ハ
恒
星
地
平
上
高
低
ヲ
度
リ
經
緯
度
ヲ
以
テ
共
ノ
船
隻
ノ
所
在
ヲ
知
ル
天
地
二
球
ハ
天
文
地
理
ノ
學
士
及
航
海
者
ノ
要
器
ナ
リ
或
人
ー 

日
予
一
一
此
器
ノ
用
法
ヲ
問
フ
予
謂
予
ガ
得
ル
所
ノ 

ー
書
ア
リ
彼
土
曆
數
一
千
六
百
六
十
六
年
開
板
セ
ル
書
ナ
リ
淺
識
我
輩
何.
ツ
正
譯
ヲ
得
ン
ヤ
今
此
書 

ヲ
解
ク
ー
ー
和
漢
ノ
方
則
一
一
拘
ハ
ズ
我
蘭
ノ
文
意
一
從
ヒ
正
譯
義
譯
或
ハ
假
借
略
文
ヲ
交
フ
同
學
ノ
松
君
紀
一-

字
句
ノ
校
訂
ヲ
乞
匕
名
ケ
テ
天
地
二
球
用 

法
ト
云

筆

者

の

見

た

一

例
で

は

此

の

序

文

な

く

「
和
解
例
言
」

と
し
て

阿
蘭
人
此
書
ヲ
名
テ 

G
r
o
n
d
e
n

 

d
e
r  S

Ce
rr
en
ku
nd
e

 

g
e
l
e
g
t

s-het; 

Z
o
n
n
e
s
e
l
s
e
l

 

b
e
v
a
c
s
k
:

 

g
e
m
a
a
k
t

 

i
n  

e
e
n

 

Beschrijving
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ト
云
フ
ナ
リ
、
此
語
ヲ
和
語-
ー
翻
譯
ス
レ 

ハ
星
術
本
原
、
太
陽
窮
理 

了
解
、
新
制
天
地
二
球
用
法
記
ト
通
ス
ル
ナ
リ
、
云
々

と
書
い
て
あ
る
。

さ
う

し
て

本
文
は
ア
ル
フ
，
ベ
ッ
ト
の
讀
方' 

數

、

日
本
語
を
ロ
ー
マ
綴
に
て
表
は
す
こ
と
等
が
相
當
詳
し
く
說
明
し 

て
あ
り
、
最
後
に
太
陽
系
圖
、

四
季
、
晝
夜
の
こ
と
、

惑
星
の
こ
と
等
が
解
い
て
あ
る
。
此
の
太
陽
系
の
圖
は
太
陽
中
心
に
書
い
て
あ
る

5〇



も
の
で
あ
るa

之
を
要
す
る
に
此
の
書
は
天
球
儀
及
び
地
球
儀
を
用
ひ
て
航
海
に
便
せ
ん
が
た
め
に
其
の
用
法
を
說
明
す
る
こ
と
を
目
的 

と
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
必
要
な
天
文
の
基
礎
で
あ
る
太
陽
系
の
說
明
等
を
加
へ
た
も
の
で
あ
る
。

次
に
新
譯
本
は
長
崎
奉
行
の
命
に
依
っ
て
飜
譯
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
和
蘭
の
甲
必
丹
が
天
球
儀
地
球
儀
を
長
崎
府
に
呈
上
し
た 

の
で
長
崎
奉
行
は
本
木
良
永
に
命
じ
て
其
の
用
法
を
記
述
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
本
木
が

命
を

受
け

た

の
は

寬

政

三

年(

一
七
九
一)

十 

一
月
の
こ
と
で
あ
り
、

第
一
卷
は
翌
年
三
月
譯
成
っ
て
呈
進
し
、

七
卷
全
部
を
完
成
し
た
の
は
寬
政
五
年
で
あ
る
。

第

七

卷

の

終

に

「
右 

之
通
和
解
仕
奉
差
上
候
以
上
寬
政
五
年
癸
丑
九
月
本
木
仁
太
夫
」

と
書
い
て
あ
る
。

(

一) 

此
の
飜
諜
の
苦
心
に
つ
い
て
は
、
此
の
命
を
受
け
た
時
良
永
ば
年
五
十
八
、
時
に
嚴
冬
で
あ
っ
た
が
水
を
浴
び
て
諏
訪
神
社
に
裸
參
り
を
な
し
、
人 

が
諫
め
て
君
旣
に
老
齡
で
あ
る
の
に
何
故
左
樣
に
自
ら
苦
し
め
?.
か
と
言
ふ
の
に
答
へ
て
我
家
はM

先
以
來
通
辯
の
職
を
以
て
祿
を
食
ん
で
居
り
我
が
身 

に
至
り
歐
文
讚
習
の
許
可
さ
へ
得
た
の
で
あ
り
、
今
命
を
受
け
て
此
の
譯
業
に
從
ふ
の
は
名
譽
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
此
の
た
め
に
身
命
を
失
ふ
と 

も
固
よ
り
覺
悟
す
る
處
な0

と
言
っ
た
こ
と
で
も
よ
く
分
?.
〇
此
のB

の
成
っ
た
翌
竟
政
六
年
歿
し
た
の
は
多
分
過
勞
の
た
め
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。 

卽
ち
此
の
讓
述
は
斯
樣
に
彼
が
精
根
を
打
込
ん
だ
仕
事
な
の
で
お
る
。
右
の
苦
心
の
狀
は
碑
文
に
「奉
命
譯
書
、
時
維
嚴
冬
、
自
灌
冷
水
、
裸
體
素
跣
、
 

詣
于
諏
訪
神
廟
、
禱
卒
其
業
、
人
或
諫
日
、
子
、
旣
老
矣
、
何
自
苦
之
劇
、
日
自
先
世
、
以
譚
司
、
食
公
藏
、
以
斯
致
死
、
卽
吾
分
而
已
」
と
あ
る
に
依 

る(

『
洋
學
年
表
』
參
照)

。

偌

、
新
譯
本
は
舊
譯
本
の
四
卷
ハ
十
七
章
に
較
べ
る
と
遙
か
に
詳
細
で
あ
り
、

七
卷
三
百
二
十
五
章
か
ら
成
っ
て
ゐ
る
。
初

め

に

「
星 

術
本
原
太
陽
窮
理
了
解
新
制
天
地
二
球
用
法
記
」

と
あ
り
、

次

に

「
星

術

ハ

何-
一
因
テ
觀
察
ヲ
爲
ス
哉
」

の
見
出
し
の
下
に 

一
星
術
ハ
直-
一
人
事
學
識
ノ
貴
キ
高
尙
ノ
技
藝
ナ
リ
、
人
ヲ
シ
テ
地
球
ノ
上
面
ヨ
リ
天
體
三
光
ノ
出
現
ノ
差
ヲ
觀
察
セ
シ
メ
、
委
キ
天
學
器
ノ
考
索
ヲ 

以
テ
吾
等
測
量
推
步
ノ
術
一-

到
ラ
シ
ム

と
書
い
て
ゐ
る
。

次

に

「
星
術
ハ
如
何
ナ
ル
事
ヲ
學
ヒ
其
端
ヲ
開
ク
哉
」

と
題
し
て 

本
邦
に
於
け
る
初
期
の
物
理
學
的
硏
究(

矢
島)
 

五

一
-
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五
二- 

一
天
體
ノ
運
動
日
月
星
ノ
緯
度
並
一
一
天
一

係
ル
隔
り
遠
近
星
體
ノ
大
小
ヲ
著
シ
ー
歲
四
時
ノ
變
更
ノ
理
ヲ
窮
メ
歲
月
日
ノ
長
短
ヲ
委
ク
シ
ー
言
ヲ
以
テ 

云
ハ.
、
裸
瞑
一
視
ル
諸
象
ハ
如
何
ア
リ
ト
此
學
業
ノ
基
ノ
端
ヲ
開
キ
明
ラ
メ
シ
ム 

と
あ
る
。

こ

れ

よ

り

「
太
陽
窮
理
ト
ハ
何.
ガ

故
-
一
名
ル
哉
」

と
題
し
、

此
處
よ
り
第
一
章
と
な
る
。

次
は
第
一
章
の
全
文
で
あ
る
。

こ
れ 

を
見
る
と
き
は
此
の
飜
譯
が
如
何
に
困
難
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が
ま
ざ
ま
ざ
ど
想
像
せ
ら
れ
る
。

第
一
章 

太
陽
窮
理
ト
云
フ
所
以
八.
太
陽
一

在
リ
、
此
名
中
一
一
和
蘭
語
和
掙
掇
甫
剌
揑
夜
天
ト
名
ル
六
星
有
リ
、
和
掙
掇
ト
云
ヲ
此-
一
頭
ト
正
譯
ス
、
 

甫
剌
揑
夜
天
ト
云
八
、
剌
德
印
ノ
天
學
語
ナ
リ
、
此
語
和
蘭-
一
讀
瓦
而
數
得
耳
ト
通
・
ス
、
此
-

ー
惑
星
ト
譯
ス
、
又
一
名
ハ
讀
瓦
而
迭
耳
ト
云
フ
、
此 

二
惑
者
ト
譯
ス
、
和
掙
掇
甫
剌
揑
夜
天
ト
云
フ
時
ハ
頭
惑
星
ト
正
譯
ス
ベ
キ
語
ナ
リ
ト
雖
モ
和
蘭
ノ
語
意
ハ
人
ノ
頭
ト
云
フ
時
ハ
長
タ
ル
人
ノ
位
髙 

大
ナ
ル
ヲ
云
ヒ
大
ヒ
ナ
ル
義
一-

取
ル
ガ
故-

今

此-
一
大
惑
星
ト
義
譯
ス
、
此
大
惑
星
六
星
卜
云
フ
ハ
辰
星•

太
白
星•

熒
惑
屋•

歲
星
•

鎭
星
ノ
五 

曜
一
一
地
球
ヲ
加
へ
テ
六
星
卜
爲
テ
其
總
省
ヲ
大
惑
星
ト
云
フ
ナ
リ
、
和
蘭
人
惑
星
惑
者
ト
名
ル
義
八
五
星
地
球
ハ
今
爰-

在
ル
カ
ト
視
レ
ハ
彼
所- 

在
リ
テ
天
學
者
推
步
測
量
ヲ
為
一
ー
纏
度
一
ー
迷
ヒ
惑
ヘ
ル
ー
一
因
リ
テ
水•

金
•

火
•

木
•

土
ノ
五
星
一
一
地
球
ヲ
加.
ヘ
テ
六
星
ト
爲
シ
テ
大
惑
星
ト
名
シ 

ナ
リ
、
民
迭
列
甫
剌
揑
夜
天
ト
云
ヒ
、
又
ハ
別
逸
甫
剌
揑
夜
天
ト
名
ル
十
星
有
リ
、
民
迭
列
ト
ハ
微
小
ナ
ル
ヲ
云
フ
語
ナ
リ
、
別
逸
ト
ハ
副
ト
云
フ 

語
ナ
リ
、
民
迭
列
甫
剌
揑
夜
天
ト
云
ヲ
此
二
副
惑
星
ト
譯
ス
、
小
惑
星
又
副
惑
星
十
星
ト
ハ
歲
星
ノ
周
圍
ニ
小
星
四
ッ
鎭
星
ノ
周
圍
一
一
小
星
五
ッ
ア 

リ
テ
月
體
ノ
盈
虛
ヲ
爲
ガ
如
ク
遠
鏡
ヲ
以
テ
仰
キ
見
レ
ハ
三
日
月
ノ
如
ク
上
弦
ノ
半
月
ノ
如
ク
滿
月
ノ
如
ク
下
弦
ノ
半
月
ノ
如
ク
ナ
ル
小
星
九
ツ
有 

ル
ヲ
視
ル
ナ
リ
、
此
九
ツ
ノ
小
星
二
太
陰
ヲ
加
へ
テ
十
星
ト
爲
テ
總
名
ヲ
小
惑
星
卜
云
ヒ
、
副
惑
星
十
星
卜.
云
フ
ナ
リ
、
此
外
二
天
學
語
箇
脈
夜
天 

•

ト
云
ヒ
、
和
蘭
語
數
他
耳
鐸
番
耳
拐
ト
名
ル
星
有
り
、
數
他
耳
鐸
ト
ハ
禽
獸
魚
蟲
ノ
尾
ト
和
語
二
通
ス
、
議

耳

捞
ト
ハ
星
卜
通
ス
、
數
他
耳
鐸 

番

耳

捞
ト
云
フ
時
ハ
尻
尾
星
卜
通
シ
テ
此--

彗
星
ト
義
譯
ス
、
大
惑
星
ト
惑
星
、
彗
星
等
ト
共
一-

無
量
數
多
ノ
球
團
ノ
形
象
相
集
タ
ル
天
ヲ
名
テ 

和
蘭
語
勿
野
而
曷
而
ト
云
フ
、
勿
野
而
ト
ハ
廣
大--

全
キ
意
ヲ
云
フ
語
ナ
リ
、
曷
而
ト
ハ
悉
ク
皆
ト
云
フ
意
ヲ
云
フ
語
ナ
リ
、
恰
召
廣
大-
一
全
キ
悉 

皆
ノ
天
ト
言
ハ
ン
ガ
如
シ
、
和
闌
人
是
ヲ
瓦
列
耳
掇
薯
而
設
而
ト
名
ク
、
此
語
世
界
ノ
窮
理
ト
云
ハ
ン
ガ
如
シ
、
太
陽
ハ
地
球
居
住
ノ
人
ヲ
照
シ
、
 

人
ハ
皆
天
內
ノ
空
虛
ノ
球
形
ノ
中
二
在
り
ゝ
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と
此
の
樣
に
書
い
て
ゐ
る
。

か

の

有

名

な

『
解
體
新
書
』

の
飜
譯
に
當
つ•
て

苦
心
し
た
樣
を
杉
田
玄
白
は
『
蚤

事

始

』

の
中
で
ゝ
舵
な 

き
船
の
大
海
に
乘
り
出
し
た
や
う
に
茫
洋
と
し
て
寄
べ
き
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
と
言
っ
て
ゐ
る
が
、
此
の.
場
合
に
も
殆
ん
ど
同
じ
樣
の
苦 

心
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
兎
に
角
、
此
の
一
章
は
太
陽
系
の
構
造
を
述
べ
地
球
も
亦
惑
星
で
あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
說
い
て 

ゐ
る
こ
と
右
の
通
り
で
あ
る
。

次

に

「
骨
百
耳
尼
戛
曷
尹
設
、
數
潯
耳
設
耳
ト
ハ
如
何
ナ
ル
コ
ト
ヲ
云
フ
哉
」

と
題
す
る
第
二
章
に
な
る
。 

第
二
章 

骨
百
耳
尼
扇
曷
尹
設
、
專
而
設
而
ト
云
ハ
太
陽
窮
理
ト
云
フ
ニ
同
ジ
、
骨
百
耳
尼
戛
曷
尹
設
、
數
潯
耳
設
而h

ハ
尼
骨
剌
乎
數
、
骨
百
耳 

更
詰
由
數
ト
云.
シ
人
ノ
姓
名
ヲ
以
テ
名
ク
、
此
語
骨
百
耳
尼
詰
由
數
ト
云
シ
人
ノ
窮
理
學
ト
云
ハ
ン
ガ
如
シ 

・
 

太
陽
ノ
漣
動
ハ
彼
ノ
樞
軸-
一
因
レ
ル
哉 

•
, 

譬
喩
セ
ハ
太
陽
ハ
世
界
ノ
中
點
ニ
在
テ
大
槪
二
十
五
日
半
ヲ
歷
テ
ヽ
太
陽
ノ
樞
軸
ヲ
以
テ
運
動
ス
ヽ
・
其
運
動
ノ
旋
轉
ハ

太
陽
ノ
阿
紋

太
陽
ノ
上
面
二
呼
紋
數
多
コ
レ
有
ヲ
視
テ
其
端
ヲ
開
キ
識
レ
リ
、
其
阿
紋
ハ
太
陽
ノ
上
面
ー
ー
附
タ
ル
形
容
ナ
リ
、

太
陽
ノ
臨
ノ
傾
キ
ハ

太
陽
ノ
樞
軸
ハ
黃
道
環
ノ
圓
面
ニ
傾
ク
事
、
第
百
五
十
四
章
ヲ
視
ル
ヘ
シ
、
云
々
、•

此
の
樣
に
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
宇
宙
系
が
說
述
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

以
下
に
於
て

各
惑
星
に
つ
い
て

の
詳
細
な
記
述
が
あ
り
、

視

2
)
 

差
濛
氣
差
等
に
つ
い
て
も
說
述
が
あ
っ
て
第
一
卷
八
十
章
を
終
っ
て
ゐ
る
。

さ
う

し
て

第

一

卷

の

終

に

「
太
陽
窮
理
了
解
說
終
」

と
あ
る
。 

卽
ち
第
一
卷
は
太
陽
系
に
關
す
る
基
本
的
な
事
項
を
說
い
た
も
の
で
あ
る
。

(

一
レ 

此
の
、テ
キ
ス
ト
は
福
山
義
倉
圖
書
館
所
藏
本
に
據
る
。

第

二

卷

か

ら

天

球

儀•

地
球
儀
に
な
る
。

初
め
に
其
等
の
說
明
が
あ
っ
て
、
其
の
作
り
方
、
是
を
用
ひ
て
位
置
を
求
め
る
方
法
等
が
詳 

本
邦
に
於
け
る
初
期
の
物
理
學
的
硏
究(

矢
島)
 

五
三
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五
四 

述
し
て
あ
る
。

そ
れ
が
二
卷
か
ら
七
卷
ま
で
、

ハ
十
一
章
か
ら
三
百
廿
五
章
に
亙
っ
て
說

い
て
あ
る
。
最
後
の
部
分
に
は
潮
の
干
滿
の
時 

を
知
る
術
等
も
記
し
て
あ
る
。

以
上
が
此
書
の
構
造
の
大
略
で
あ
る
。

此
の
書
は
事
柄
を
單
に
性
質
的
に
記
述
し
て
ゐ
る
も
の
で
は
な
く
、
數
量
的
に
詳
述
し
て
あ
る
。

こ
れ
は
航
海
上
の
實
地
に
用
ひ
る
目. 

的
の
た
め
で
あ
る
か
ら
當
然
の
事
で
あ
ら
う
が
、

其
の
譯
述
の
勞
苦
は
多
大
な
も
の
で
あ
ら
う
。

例
へ
ば
視
差
等
に
つ
き
て
も
詳
細
な
說 

述
が
あ
り
、

游

氣

の

視

差(

濛
氣
差)

に

つ

い

て

は

「
步
辣
掇
歷
逸
」(

B
r
a
d
l
e
y

)

に
基
く
詳
細
な
數
表
を
揭
げ
て
ゐ
る
。
高
度
零
度
か 

ら
九
十
度
ま
で
の
値
が
、
初
め
は
五
分
每
に
、

次
は
十
分
、

十
五
分
、

二
十
分
、

三
十
分
等
の
間
隔
を
持
っ
て
示
し
て
あ
る
の
は
原
本
の 

寫
し
で
あ
る
と
は
い
へ
、
當
峙
と
し
て
は
珍
し
い
事
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。

此
の
樣
に
此
の
書
は
コ

ペ
ル-
ー
ク
ス
以
後
の
新
し
い
天
文
學 

を
極
め
て
具
體
的
に
詳
密
に
說
述
し
た
本
邦
最
初
の
書
物
で
あ
る
。

此
の
書
は
寫
本
が
諸
所
に
傳
は
っ
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
見
て
も
本
邦
の 

科
學
の
發
達
に
寄
與
す
る
所
が
少
く
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

倦

、
此
の
書
は
如
何
な
る
書
を
譯
し
た
も
の
で
あ
ら
う
か
。

舊

譯

本

の

自

叙

に

「
彼
土
曆
數
一
千
六
百
六
十
六
年
開
板
セ
ル
書
ナ
リ
」 

と
あ
る
こ
と
は
旣
に
記
し
た
。
筆
者
が
此
處
に
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
ひ
た
新
譯
本
に
は
原
本
の
こ
と
は
書
い
て
な
い
け
れ
ど
も
、
私
は
新 

譯

『
天
地
二
球
用
法
』

の
原
本
は

X
.  

Jp
la
a

2;e
8
:  A

s-ro
n
o
m

iG
c
h
e  o

e
fe

g.D
g
e
□

 

一  D
e
e
l1

7
6
9
"  

2  D
e
e
w

l7
7
1,

A
m

s
-
te

rd
a
m

(

一) 

で
あ
る
と
考
へ
る?

プ
ラ
ー
テ
ィ
エ
ス
の
此
の
天
文♦
!

は

本
邦

に

渡

來

し

た
も

の
が

現

存

し

--C
ゐ
る
例
が
あ
り
、

次
の
理
由
か
ら
さ
う
考 

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
筆
者
が
此
處
に
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
ひ
た
福
山
诽
に
は
卷
首
に
本
多
利
明
の
加
筆
と
推
定
さ
れ
る
部
分
が
三
枚
あ 

る
。

そ
れ
は
各
地
の
緯
度
、
惑
星
の
符
號
を
書
い
た
も
の
及
び
ト
レ
ミ
ー
、

テ
ィ
コ
、•

ヱ
グ
イ
ペ
テ
ナ
ア
レ
ン
、

コ
ペ
ル-
ー
ク
ス
の
宇
宙
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あ
る
。

こ
れ
は
プ
ラ
ー
テ
ィ
エ
ス
の
書
物
か
ら
參
考
の
た
め
此
處
へ
添
へ
た
と
い
ふ
の
で
な
く
、
『
天
地
二
球
用
法
』

の
原
本
が
此
の
書 

で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
ゐ
て
其
の
書
か
ら
書
き
拔
い
た
惑
星
の
符
號
や
宇
宙
體
系
の
圖
を
追
加
し
た
所
業
と
考
へ
ら
れ
る
。
『
天
地
二
球 

用
法
』

の
中
で

年
代
に
關
す
る
最
も
新
し
い
記
述
は
卷
二
に
「
其
差
ハ
ー
千
七
百
七
十
年
ノ
時
候
ノ
考
ヲ
取
ル
ー
ー
云
々
」

と
あ
る
も
の
で 

あ
る
が
、

一
七
七
一
年
に
出
版
さ
れ
た
原
本
に
據
る
と
す
れ
ば
是
は
極
め
て
自
然
で
あ
る
。
ま

た

『
新
撰
洋
學
年
表
』

の
寬
政
三
年
の
條 

に

「
本
書
上
に
云
ふ
如
く
舊
譯
新
譯
二
本
あ
収
、
其
間
十
ハ
年
を
甌
つ
、
舊
譯
が
原
書
は
西
曆
一
六
六
六
年
に
て

新
譯
は
一
七

-A
九
な
れ 

ば
、

原
書
に
於
て
百
年
餘
の
相
違
あ
り
、

加
之
前
書
は
私
撰
、
後
書
は
官
撰
其
差
も
遠
し
」

と
あ
る
。.
新
譯
本
の
原
書
が
西
曆
一
七
六
九 

年
の
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
の
は
何
に
基
く
の
か
不
明
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
プ
ラ
ー

テ
ィ
エ
ス
の
書
の
第
一
卷
の
年
號
と
全
く
符
合
し
、
福 

山

本

にM
D

C
C

L
X

X
L

と
あ
る
の
は
第
二
卷
の
年
號
で
あ
る
。(

こ

れ

は

『
天
地
二
球
用
法
』

と
プ
ラ
ー
、テ
ィ
エ
ス
の
書
を
比
較
し
て 

み
れ
ば
決
定
的
ど
な
る
の
で
あ
る
が
、
プ
ラ
ー
テ
ィ
エ
ス
の.
書
は
ざ
っ
と
一
覽I

た
だ
け
で
未
だ
對
校
を
し
て
ゐ
な
い
の
で
推
論
の
結
果 

を
此
處
に
記
し
て
お
く
。) 

■ 

(

一) 

拙

稿

「
物
理
學
的
科
學
に
關
す
る
渡
來
外
國
書
」
科
學
史
硏
究
第
一
號(

昭
和
十
六
年)

。

『
象

限

儀

用

法

』
・

 ゝ

• 

こ
れ
は
小
さ
な
も
の
で
あ
る
が
、
此
の
種
の
も
の
と
し
て
初
期
の
も
の
に
屬
す
る
。

こ

れ

は

『
ヲ
ク
タ
ン
ト
用
法
』
と
も
言
は
れ
て
ゐ 

る
。

初
め
に
其
の
圖
が
あ
っ
て
、

次
に
使
用
法
が
書
い
て
あ
る
。
圓
周
を

A-
等
分
し
た
弧
に
沿
う
て
目
盛
が
あ
り
高
度
を
測
る
も
の
で
あ 

本
邦
に
於
け
る
初
期
の
物
理
學
的
硏
究(

矢
島) 

五
五•
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科

學

史

硏

究
 

第

二

號 

五
六 

り
、
後
に
記
す
や
う
に
志
筑
忠
雄
は
ハ
圓
儀
と
譯
し
て
ゐ
る
。
本
木
の
も
の
は
卷
末
に 

阿
一
曆
數
一
千
七
百
四
十
九
年 

コ
ル
ネ
ー
ル
ス
ド
ウ
ウ
ヱ
ス
著 

日
本
天
明
三
年
癸
卯
夏
至 

通
詞 

本

木

良

永
 

•

同
譯

同 

松

村

元

綱
 

・

と
あ
る
。
仍
て
此
の
原
本
は

C
o
r
n
e
l
i
u
s  D

o
u
w
e
s

 
“
 Be

sc
hr

-J
vm

g

 v
a
n

 h
e
t  o

s-a
n
h
 

1
7
4
9
"

と
い
ふ
も
の
で
あ
ら
う
。
筆
者
は
此
の
オ
ラ
ン
ダ
書
を
未
だ
見
て
ゐ
な
い
け
れ
ど
も
林
鶴
一
博
士
が
志
筑
忠
雄
の
『
ハ
圓
儀
』

の
原
本
な 

ら
ん
と
し
て
擧
げ
て
ゐ
る
此
の
書
が
本
木
の
奥
書
と
著
者
名
も
出
版
年
代
も
よ
く 

一
致
す
る
か
ら
で
あ
る
。

(

一)

『
和
算
硏
究
集
錄
』
下
卷
、
四
一
ニ
頁-

- 

四

志

筑

忠

雄

の
"
求
力
論
』

及

び
f

曆
象
新
書
』

〈
こ

本
木
良
永
に
次
で
天
文
學
物
理
學
等
を
硏
究
し
た
の
は
志
筑
忠
雄
で
あ
る
。

志
筑
は
長
崎
の
通
詞
で
あ
っ
た
が
、

口
舌
不
得
手
の
た
め 

若
く
し
て
職
を
辭
し
專
ら
勉
學
し
た
。
本
木
に
就
い
て
天
文
學
を
學
ん
だ
。

多
く
の
著
書
が
あ
る
が
、
物
理
學
、
天
文
學
等
に
關
係
あ
る 

も

の

は

『
求
カ
論
』
『
ハ
圓
儀
』
『
曆
象
新
書
』
『
日
蝕
繪
算
』
等
で
あ
る
。

(

一) 

志
筑
忠
雄
、
忠
次
郎
、
柳
Bil
と
號
す
、(

一
七
六
〇
—•
一A

O

六)

。
本
姓
中
野
氏
。
十
七
歲
で
稽
古
通
詞
と
な
っ
た
が
其
翌
年
辭
職
し
た
。
享
和
三 

年
本
姓
に
復
し
中
野
柳
岡
と
い
ふ
。 

•
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志

筑

の

『
曆
象
新
書
』
は
有
名
で
あ
る
が
、

そ

れ

よ

り

も

早

く

『
求
力
論
』

と
題
す
る
譯
述
の
あ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

こ 

れ
は
力
學
中
の
一
章
引
力
論
で

あ
っ
て

前
野
良
澤
の
『
飜
譯
運
動
法
』

と
共
に
物
埋
學
の
初
期
の
硏
究
で
あ
る
。

こ

れ

は

天

明

四

年(

一
 

七
ハ
四)

の

譯

で

あ

る

か

ら

『
飜
譯
運
動
法
』

よ
り
少
し
後
と
思
は
れ
る
が
、
其
の
內
容
は
遙
か
に
詳
密
で
あ
る
。
此

の

書

は

『
計
意
留

求
カ
論
』

と
も
題
さ
れ
て
居
り
、

初
め
に
次
の
や
う
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
。

此
求
力
法
ハ
歐
羅
巴
洲
諳
厄
利
亞
國
ノ
天
學
士
、
與
盤
計意

!
®

ト
云
者
ゝ
是
ヲ
著
シ
テ
醫
師
、
宇
伊
留
禮
牟
二
贍
ル
所
ノ
書
ナ
リ
。
日
ク
醫
家
之
要 

論
ハ
窮
理
學
ノ
本
ト
專
ラ
此-
ー
ア
リ
ト
。
初
段
ハ
書
ヲ
贈
ル
由
ヲ
謂
ヒ
、
次
段
八
三
基
ヲ
論
ズ
。
第
一
案
ヨ
リ
第
八
案
ニ
至
テ
ハ
三
基
ヲ
鬻
シ
、
第 

九
案
ヨ
リ
第
十
五
案
一
ー
至
テ
芻
合
織
ー
ナ
ラ
ザ
ル
ニ
因
テ
用
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヽ
亦
種
々
ノ
別
ア
ル
コ
ト
ヲ
論
ズ
。
第
十
六
案
ヨ
リ
最
舊
三
十
案
ニ
至 

テ
流
物
中
ノ
千
變
萬
化
合
散
消
息
升
降
等
皆
求
カ
ニ
因
テ
生
ス
ル
コ
ト
ヲ
明
ー
ー
セ
リ
。 

、
 

此
書
何
ノ
年
二
當
テ
出
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ズ
。
其
本
計
意
留
ノ
「
ナ
チ
ュ
ー
ル
、

エ
ン
、

ス
テ
ル
レ
キ
ュ
ン
デ
」
・
ト
云
書
ノ
末
二
見
エ
タ
リC
「
ナ
チ
ュ 

1

ル
キ
ュ
ン
デ
」

ト

「
ス
テ
ル
レ
キ
ュ
ン
デ
」
ト
ノ
ニ
ヲ
合
セ
タ
ル
ノ
總
號
ナ
リ
。
前

二

「
ナ
チ
ュ
ー
ル
キ
ュ
ン
デ
」
ア
リ
ヽ
千
七
百
令
一
年
三
成
ル 

所
ナ
リ
。
其

ノ

後

「
ホ
イ
ケ
ン
ス
ベ
ス
コ
ウ
ィ
ン
キ
」
ア
リ
。
「
ス
テ
ル
レ
キ
ュ
ン
デ
」

八
何
ノ
年
二
成
コ
ト
ヲ
知
ラ
ズ
。
又
其
後
二
「
デ
イ
リ
ー
ク 

ス
、

レ.1

ケ
ニ
ン
ギ
」
ア
リ
。
次
二 

「
ウ
ヱ
ッ
テ
ン
デ
ル
ミ
ッ
デ
ル
ピ
ュ
ン
ト
ズ
ー
ケ
ン
デ
カ
ラ
ク
テ
ン
」
ア
リ
。
又

「
レ
ー
ケ
ニ
ン
ギ
、
デ
ル
、

ロ 

カ
リ
ト
メ
ン
」
ア
リ
。
最
後-
一
此
求
カ
法
ア
リ
。
然
レ
ド
モ
計
意
留
力
自
序
ノ
中
ニ
於
テ
獨
リ
「
レ
ー
ケ
ニ
ン
ギ
、
デ
ル
ヽ
ロ
カ
リ
ト
メ
ン
」
ト
此
求 

ヵ
法
ト
ノ
事
ヲ
言
ハ
ズ
。
然
レ
ハ
此
書
ハ
ニ
書
之
後
ニ
出
タ
ル
コ
ト
決
违
り
。
右
ノ
諸
書
ハ
其
初
計
意
留
刺
的
音
語
ヲ
以
テ
是
ヲ
書
ス
。
後
四
十
年
ヲ 

經
テ
醫
師
與
盤
呂
魯
布
須
ト
云
モ
ノ
此
ヲ
譯
シ
且
評
シ
テ
阿
蘭
ノ
書
ト
ス
ト
云
ヘ
り
。
呂
魯
布
須
カ
言
ー
ー
日
、
譯
シ
易
キ
モ
ノ
ハ
直
二
譯
シ
ゝ
譯
シ
難 

キ
モ
ノ
ハ
竝
二
本
語
ヲ
存
シ
テ
後
ノ
辨
者
ニ
示
ス
ト
云
。
卽
亦
其
言
二
傲
テ
諸
之
難
語
ヲ
擧
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ
。
云
々

一
五
七
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二

號
 

五
八 

以
上
は
譯
者
の
序
文
に
當
る
も
の
で
あ
り
、

此
の
譯
述
の
由
來
及
び
其
の
內
容
の
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
示
し
て
ゐ
る
。

此
の
譯 

述
の
原
本
が 

J
.  K

e
i

irI
n
l
e
i
d
i
n
g
e

S-E 

d
e

 

w
a
a
r
e

 

N
a
t
u
u
r
-

 

e
n

 

s
t
e
r
r
e
k
u
n
d
e
"
1
7
4L

 

L
e
i
d
e
n

 

中

の

一

章

・
o
v
e
r  

d
e

 
w

s-fen 

d
e
r

 

A
a
n
t
r
e
k
k
i
n
g
e
u

 e
n

 

一 ndere

 

G
r
o
n
d
b
e
g
i
n
z
e
l
s

 

d
e
r

 N
a

s-n
r
k
u
n
d
e

 u

な
る
べ 

き
こ
と
は
旣
に
筆
者
の
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
〇— 

(

一)

日
本
學
術
協
會
第
十
七
囘
報
吿
(

印
刷
中)

。

次
に
ケ
イ
ル
が
ウ
ィ
ル
レ
ム
に¢
!

を
贈
る
由
が
あ
っ
て
、
其
の
次
に
三
基
す
な
は
ち
三
つ
の
根
本
的
な
事
項
が
述
べ
て
お
る
。

日
く 

學
者
當
以
三
基
爲
根
本
、
凡
格
物
學
全
安
在
其
上
焉
、

一
眞
空
也
、
二
有
大
之
者
可
分
爲
無
量
數
也
、
三
萬
物
求
力
也
、
空
之
在
也
者
、
依
諸
體
之 

動
自
顯
著
也
、
有
大
者
之
可
分
無
量
數
也
者
、
度
曇
因
其
滿
在
以
證
之
矣
、
萬
物
各
求
力
也
者
、
誠
可
以
察
其
必
然
矣
、
 

卽
ち

、

三
つ
の
根
本
が
あ
っ
て
格
物
學
は
そ
の
上
に
立
っ
て
ゐ
る
。

此
處
で
格
物
學
な
る
言
葉
を
用
ひ
て
ゐ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で 

あ
る
。

こ

れ

は

勿

論N
a
f
u
u
r
k
u
n
d
e

を
斯
く
稱
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

今
日
の
自
然
科
學
の
意
味
に
用
ひ
た
も
の
と
し
て
極
く
早
い
も 

の
に
屬
す
る
。

三
つ
の
根
本
と
は
第
一
に
眞
空
で
あ
る
。

此
の
眞
空
の
語
も
志
筑
が
初
め
て
用
ひ
た
譯
語
で
は
な
い
か

i-
思
ふ
。
第
二
に 

大
さ
あ
る
者
は
分
っ
て
無
量
數
と
爲
し
得
る
事
で
あ
る
。
仍
っ
て
是
は
連
續
的
な
物
質
構
造
を
考
へ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。

第
三
に
萬
物 

求
カ
と
は
今
日
の
言
葉
で
言
へ
ば
萬
有
引
力
と
言
ふ
の
に
當
っ
て
ゐ
る
。

而
し
て
空
が
あ
る
こ
と
は
諸
物
體
の
動
に
依
っ
て
顯
で
お
り
、
 

大
さ
あ
る
者
の
無
量
數
に
分
ち
得
べ
き
こ
と
は
度
學
に
依
っ
て
之
を
證
す
る
こ
と
が
出
來
る
と
い
ふ
。
右
の
如
く
テ
キ
ス
ト
を
漢
文
に
て 

書
き
其
の
後
に
和
文
を
以
て
註
釋
が
加
へ
て
あ
る
。
右
の
部
分
に
對
す
る
註
釋
は
下
の
通
り
で
あ
る
。

格
物
書
中
一
一
日
ク
、
宇
宙
ノ
間
常
一-

眞
空
ト
實
素
ト
ノ
ニ
ア
リ
、
錯
綜
シ
テ
萬
物
ヲ
生.
ス
、

厶
實
素
ハ
取
ヘ
ク
觸
ル
へ
ク
中
一

在
テ
ヨ
ク
動
ク
、△
 

眞
空
ハ
如
有
如
無
金
石
モ
是
ヲ
礙
セ.
ス
外
一
一.
在
テ
實
素
ヲ
包
ミ
又
或
其
中
一
一
入
テ
形
質
ヲ
ナ
ス
、△

無
量
數-
一
分
ッ
ト
ハ
秋
毫
ノ
末
モ
莫
大
ナ
ル
ノ
論 

ナ
リ
、

厶
求
カ
ノ
コ
ト
ハ
後
一-

詳
ナ
リ
、
俱

一
物
ノ
相
變
シ
相
吸
相
招
ク
カ
如
キ
ノ
狀
ナ
リ
、r

ナ
チ
ュ
ル
コ
ン
ス
ト
」

ノ
本
元
ヲ
度
學
ト
云
、
「
メ
ー
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ト
コ
ン
ス
ト
」
也

斯
樣
に
漢
文
の
テ
キ
ス
ト
の
方
は
ケ
ー
ル
の
文
を
譯
す
と
と
を
主
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
註
釋
は
自
由
に
施
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る 

の
で
、
著
者
の
意
見
は
寧
ろ
後
者
の
方
に
端
的
に
現
は
れ
て
ゐ
る
と
言
ふ
こ
と
が
出
來
る
。

本
文
の
譯
出
と
相
俟
っ
て
志
筑
の
考
究
の
如 

何
に
精
到
で
あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
が
出
來
る
。
右
に
於
け
る
眞
空
、
實
素
等
の
記
述
が
極
め
て
明
瞭
で
あ
る
こ
と
は
特
に
注
意
す
べ
き

で
あ
る
と
思
ふ
。

・
 

-

ま
た
此
の
著
述
に
於
て
用
語
を
定
め
る
の
に
多
く
の
苦
心
を
し
た
で
あ
ら
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
夫
等
の
用
語
の
中
に
は
今
日 

其
の
儘
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
も
あ
る
。
今
日
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
な
い
ま
で
も
今
日
の
用
語
の
原
型
で
あ
り
、
我
々
の
科
學
的
槪
念
の
形
成 

に
多
大
の
貢
獻
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
書
の
中
で
難
語
と
し
て
擧
げ
て
ゐ
る
も
の
は
二
十
三
お
る
が
、
其
中
か
ら
興
味
の
ち
る
も
の 

を
擧
げ
て
み
る
と
次
の
や
う
な
も
の
が
あ
る
。
括
弧
內
に
オ
ラ
ン
ダ
語
及
び
そ
れ
に
近
い
形
の
ド
イ
ツ
語
を
揷
入
し
て
お
く
。

オ
ラ
ン
ダ

語
は
今
日
の
綴
と
少
し
異
る
の
が
あ
る
。

求 

カ 

ア
ー

ン
テ
レ
ッ
キ
ン
キ 

(
A
a
n
t
r
e
k
k
i
n
g
w

 A
n
z
i
e
b
l
m
g
)

眞 

空 

イ —

 

a

 

實

素

ス

ト

フ
 

(s
to

f
“  

s
t
o
i
f
)  

無

量
 

ヲ
ン
エ
イ
ン
テ
ィ
ギ 

(
o
n
e
i
n
d
i
g
,

 U
D
e
n
d
l
i
c
h
)

 

嗝 

去 

ア
フ
ス
タ
ン
ト 

(
A
f
s
b
a
-
n
d
y

 A
b

s-a
n
d
)

 

ノ

カ
 

カ
ラ
ク
ト 

(
K
l
M
g
b

 

K
r
a
f
t
)

 

周
流
者 

フ
ル
ー
イ
ス
ト
フ 

(
V

一
 o

e
m
t
o
L

 F
B
s
s
j
g

歼e
i

Jrv
l
o
e
i
e
n

は
流
れ

る
の
意)

本
邦
に
於
け
る
初
期
の
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科

學

史

硏

究
 

第

二

號 

六
〇

孔 

竅 

ボ
ー
レ
ン 

(
B
o
r
e
p

 L
o
c
h
)

合 

成 

サ
ー
メ
ン
ス 

テ

ル

リ

ン

キ(
s
a
r
Q
e
!
1
8
t
e
l
=
n
$

 0
u
s
a
J
n
m
e
D
s
e

s-U
D
g
J
合 

織 

サ
ー
メ
ン
ウ
ェ
ー

フ
セ
ル 

(
s
p
m
e
r
r
w
e
e
f
s
e

コ G
e
w
e
b
e
)

法 

ウ
ェ
ッ
ト 

(
w
e
b

 G
e
s
e

ゴ0 )

相
招
カ 

ア
ー
ン
ロ
ッ
ケ
ン
デ
カ
ラ
ク•

卜 

(
A
a
n
l
o
k
k
e
n
d
e

 K
r
a
g
b

 A
n
0
i
e
h
u
n
g
s
k
r
a
-
f
t
i
)

是
を
見
る
と
志
筑
が
求
力
と
言
っ
た
の
は
今
日
の
引
力
で
は
な
く
て
引
く
こ
と(

A
n
z
i
e
h
u
n
g
)

を
指
し
た
も
の
で
あ
り
、
相
招
力
と
い 

ふ
の
が
今
の
引
力
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
是
等
の
用
語
を
作
っ
た
こ
と
を
見
て
も
新
し
い
硏
究
を
始
め
る
者
の
苦
心
の
跡
が
推
察
さ
れ
る
。 

次
に
第
一
案
か
ら
第
三
十
案
に
亙
っ
て
三
基
の
こ
と
、
物
體
の
組
織
の
こ
と
、
物
體
の
種
々
の
現
象
が
引
力
に
因
る
こ
と
等
が
詳
述
し 

て
あ
る
。

矢
張
り
初
め
に
漢
文
を
以
て
要
點
を
解
き
次
に
和
文
を
以
て
註
釋
を
施
す
形
式
を
以
て
書
か
れ
て
ゐ
る
。
其
の
中
か
ら
主
な
る 

點
を
摘
記
す
れ
ば
下
の
通
り
で
あ
る
。 

•

第
三
案
に
於
て
物
質
間
に
引
力
の
は
た
ら
く
こ
と
を
述
べ
、

此
の
理
を
明
か
に
し
た
ー
ー 
=
1

ト
シ
の
功
績
を
讃
へ
て
ゐ
る
。

日
く 

所
謂
實
素
有
求
力
、
微
屬
子
各
求
他
微
屬
子
、
且
被
他
屬
子
求
者
、
緯
索
柔
鈍
因
見
象
以
發
明
之
、
卽
日
、
此
力
於
諸
實
素
相
去
之
不
一
也
、

一
效 

其
隔
去S

之
易
數
也
、
自
此
力
而
發
見
者
、
或
名
之
重
、
得
此
重
之
用
而
萬
體
從
直
線
動'
:
:

彼
君
又
能
擴
充
此
求
カ
之
理
以
始
辨
七
曜
運
動
挽
搶 

見
象
、
 

悉
窮
其
美
理
矣
、
所
謂
前
代
未
曾
開
之
天
上
窮
理
學
得
達
、
遇
此
君
而
成
就
焉
、
奇
哉
柔
鈍
、
殆
如
非
人
知
所
及
然
焉
、
彼
所
以
高
鳴
其
名
譽 

千
萬
國
而
與
被
述
之
天
輪
至
無
窮
者
、
豈
虛
乎
、

此
處
で
屬
子
と
言
っ
て
ゐ
る
の
は
部
分(

D

 e
e
l
e
n
、

H

色e
)

の
意
味
で
あ
る
。

物
體
の
微
小
部
分
は
各
他
の
微
小
部
分
を
引
き' 

且
つ
他 

の
微
小
部
分
か
ら
引
か
れ
る
と
の
意
で
あ
る
。
緯

索

柔

鈍

と

い

ふ

の

はT
s
a
a
c

 N
e
w
s
n

で
あ
る
。
=
1
1

ト
ン
は
見
象
に
因
て
之
を
發

6〇



明
し
た
。
卽
ち
日
く
の
次
に
此
の
力
の
說
明
が
あ
り
、
其
中
に
隔
去
槃
と
い
ふ
語
が
あ
る
が
、

こ
れ
に
就
い
て
は
次
の
や
う
な
註
釋
が
加 

へ
て
あ
る
。

日
く 

ノ

隔
去>

ト
ハ
相
去
ル
コ
ト
二
分
ナ
ル
ト
キ
ハ
ニ
々
ガ
四
ナ
リ
、
易
數
ト
ハ
此*

數
大
ナ
ル
ト
キ
ハ
求
力
從
テ
小
ナ
リ
、
假
令
ハ
ー
分
隔
去
ト
ニ
分
隔 

去
ト
ハ
ー
分
隔
去
求
カ
ハ
ニ
・
ガ
四
一
ー
シ
テ
、
二
分
隔
去
ノ
求
カ
ハ
ー
・
力
「
ナ
リ

:ゝ
:

又
七
曜
運
動
挽
搶
見
象
等
ノ
コ
ト
ハ
重
力
一
一
因
テ
各
其
輪 

ヲ
畫
ス
、
或
ハ
遠
或
ハ
近--
從
ヒ
重
力
ノ
功
種
々
萬
變
ツ
遲
速
ヲ
加
フ
ル
コ
ト
ヲ
ナ
ス
、
是
算
數
ノ
詳
ナ
ル
コ
ト
ハ
外
一
一
書
ア
リ
、
「
ウ
エ
ッ
テ
ン
、
 

デ
ル
、

ミ
ッ
テ
ル
ピ
ュ
ン
ト
ズ
ウ
ケ
ン
デ
カ
ラ
ク
テ
ン
」
卜
名
ツ
ク
、
蓋
シ
諸
曜
行
道
ノ
形
、
各
同
シ
カ
ラ
ス
ト
雖
皆
一
種
ナ
リ
、
長
ク
シ
テ
圓
キ
モ 

/

ヲ
斜--

切
リ
タ
ル
ガ
如
シ
、
是
ヲ
ヱ
リ
ッ
フ
ス
ト
名
ク
、
若
重
力
隔
去
舉
易
數-

傲
サ
ル
ト
キ
ハ
ヱ
リ
ッ
フ
ス
ヲ
畫
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ノ
理
ナ
リ
 ゝ

是
を
以
て
所
謂
逆
二
乘
の
法
則
が
把
握
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
が
明
か
で
あ
る
。

ま
た
此
の
力
に
因
っ
て
天
體
の
運
動
が
楕
圓
の
軌
道
を
畫 

く
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。

但
し
未
だ
楕
圓
の
語
な
く
、

長
く
し
て
圓
き
も
の
を
斜
に
切
り
た
る
が
如
く
之
を
ヱ
リ
ッ
フ
ス
と
名
く
と 

言
っ
て
ゐ
る
。
此
の
逆
二
乘
の
法
則
に
從
は
な
い
と
き
は
楕
圓
を
畫
く
こ
と
が
出
來
な
い
と
言
っ
て
ゐ
る
。
是
算
數
の
詳
な
る
こ
と
は
外 

に

書

あ

り

と

し

て

「
ウ
ェ
ッ
テ
ン
、

云
々
」
を

擧
げ
て

ゐ
る
の
は

ケ
ー

ル

の

前

揭

書

中

の

一

章

「
求
心
力
の
性
質
」

-o
ve

r

 

d
e  

w

s-ten 

d
e
l
-  

M
i
d
d
e
l
p
u
l

s-z
o
e
k
e
n
d
e

 K
r
a
g

s-n
)

を
指
す
の
で
あ
り
、

こ

れ

は

『
曆
象
新
書
』

下
編
に
詳
述
し
て
あ
る
。

以
下
第
八
案
ま
で
は
是 

の
系
と
も
見
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、

距
離
が
非
常
に
近
く
な
れ
ば
此
の
力
の
非
常
に
大
き
く
な
る
べ
き
こ
と
等
を
述
べ
て
ゐ
る
。 

第
九
案
以
下
は
物
體
の
壓
、
粘

、
流
體
の
諸
性
質
等
を
引
力
に
基
い
て
說
明
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

此
書
の
最
も
興
味
あ
る
點 

は
右
に
擧
げ
た
如
く
引
力
の
法
則
を
明
瞭
に
記
述
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。

志

筑

の

『
曆
象
新
書
』
は
普
く
人
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
 

そ
れ
よ
り
も
十
數
年
前
の
著
述
に
於
て
物
理
學
の
甚
だ
重
要
な
る
法
則
が
明
確
に
記
述
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
就
い
て
は
今
ま
で
殆
ど
注
意 

さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

-

本
邦
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け
る
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科

學

史

硏

究
-

第

二

號 

六
二

『
火
器
發
法
傳
』
及

び

『
ハ
圓
儀
』

『
火
器
發
法
傳
』(

天
明
七
年
、

一
七
ハ
七
、
寫
本)

は
題
名
の
示
す
や
う
に
鐵
砲
の
こ
と
を
・
い
た
も
の
に
は
相
違
な
い
け
れ
ど
も
、
拋 

射
體
の
運
動
を
論
じ
て
ゐ
る
點
に
於
て
寧
ろ
力
學
に
關
す
る
著
述
と
言
っ
て
よ
い
。
其
の
內
容
は
次
の
十
二
章
か
ら
成
っ
て
ゐ
る
。 

正
上
達
限 

燒
線
形 

定
直
方
調
火
器 

飛
越
髙
塀 

升
降
數
理
解 

燒
線
數
理
解 

正
上
達
限
數
理
解 

時
刻
算
法 

調
火
器
圖 

速
力
算
法 

直
方
數
理
解
上
直
方
數
理
解
下

右
の
中
で
燒
線
形
と
言
っ
て
ゐ
る
の
は
拋
物
線
の
こ
と
で
あ
る
。

此
書
は
拋
射
體
の
運
動
を
數
理
的
に
取
扱
っ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
り
、
 

此
の
時
代
に
於
て
旣
に
拋
物
線
の
如
き
も
の
を
數
理
的
に
記
述
し
て
ゐ
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
然
ら
ば
其
の
記
述
は
何
に
據
っ 

て
爲
し
た
か
と
言
へ
ば
、
卷
首
に
大
意
と
題
し
て
次
の
言
葉
が
あ
る
。

ー
火
器
發
法
傳
者
、
出
于
極
西
天
使
國
人
啓
兒
子
所
著
窮
理
編
之
第
十
六
卷
之
中
、
彼
書
也
、
探
運
動
之
本
源
、
窮
數
理
之
必
然
、

一
以
貫
在
天
在
地 

•

之
兩
動
矣
、
如
是
篇
、
且
爲
兵
家
者
洗
之
用
、
故
今
特
傳
之
爾
、
若
夫
欲
聞
其
詳
者
、
則
非
全
讀
本
卷
不
能
也 

啓
兒
著
す
所
の
窮
理
篇
と
い
ふ
の
は
旣
述

の

書

中

のI
n
l
e
i
d
i
n
g
e

s-t  

d
e

 w
a
a
r
e
q
a
c
u
l
-
k
u
n
d
e

の
部
に
相
違
な
い
。

此
の
部
分 

に 

O
v
e
r

 

d
e

 N
e
d
e
r
d
a
l
m
g
e

 

d
e
l
*  z

w
a
r
e

 L
i
g
h
a
m
e
n

 

l
a
n
g
s

 

h
e
l
l
e
n
d
e

 

v
l
a
k
k
e
n
-

 

e
n

 

o
v
e
r

 B
e
w
e
g
i
n
g
e
n

 a
e
r

 

S
l
i
n
g
e
r
s

 

(
»

面 

に
沿
う
て
の
重
い
物
體
の
落
下
及
び
振
子
の
運
動)

の
如
き
一
章
も
あ
り
、
拋
射
體
の
運
動
の
圖
解
等
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

『
ハ
圓
儀
』(

寬
政
十
年
、

一
七
九
八
、
寫
本)

は
內
題

に

「
オ
ク
タ
ン
ト
記
和
解
」

と
も
あ
り
、
前
書
に
次
の
や
う
に
記
し
て
あ
る
。

 ゝ

*

「
オ
ク
タ
ン
ト
」
は
測
象
の
器
の
名
な
り
、
い
ま
た
漢
人
こ
れ
を
如
何
名
つ
く
と
い
ふ
こ
と
を
知
ら
す
、
今
ハ
圓
儀
と
譯
す
る
こ
と
は
其
語
全
圓
のA
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分
ー
な
る
測
器
と
い
ふ
意
な
る
を
も
て
斯
其
義
を
と
る
の
み

寬
政
十
年
午
仲
夏 

志

筑

忠

薯 

此
の
內
容
は
其
の
用
法
を
說
き
圖
を
以
て
詳
細
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
最

後

に

「
本
書 

和
蘭
曆
數
一
千
七
百
四
十
九
年
出
版
」

と 

書
い
た
寫
本
も
あ
り
、

ま

た

「
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
水
軍
棟
梁
府
及
ビ
長
者
諸
君
、
印
度
交
易
家
ノ
首
領
諸
君
ヨ
リ
命
ス
ル
所
の
水
客
會
合 

所
ノ
先
生
ド
ウ
ヱ
ス
コ
ル
ネ
リ
ス
諸
ノ
好
事
家
ノ
請-
ー
ヨ
リ
且
ハ
廣
ク
海
上
ノ
徒
ヲ
敎
カ
爲
ー
ー
著
ス
」
と
書
い
て
あ
る
寫
本
も
あ
る
。

依 

っ

て

此

の

原

本

はC
o
r
n
e
l
i
u
s

 D
o
u
w
e
s

の
書
で
あ
る
。

さ

す

れ

ば

是

は

本

木

良

永

の

『
象
限
儀
用
法
』

の
原
本
と
同
一
で
あ
る
。

志
筑 

が
本
木
の
譯
述
に
言
及
し
て
居
ら
ず
、

且
つ
本
木
が
象
限
儀
と
言
っ
た
の
に
對
し
て
ハ
圓
儀
と
言
っ
て
ゐ
る
所
を
見
る
と
、
本
木
の
譯
を 

知
ら
ず
全
く
獨
立
に
行
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

『
曆

象

新

書

』

.
志
筑
の

科

學

に

關
す

る

主

要
な

著

述
は

『
曆
象
新
書
』(

寫

本)

で
あ
る
が
、
此
の
著
述
を
な
す
前
に
旣
に
記
し
た
や
う
な
硏
究
が
あ
り
、
 

此
の
大
著
を
な
す
基
礎
の
一
部
が
出
來
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

此

の

書

は

凡

例

に

依

る

に

上

編

が

寬

政

十

年(

一
七
九
八)

、

中
編
が
同
十 

二

年
(

一
八
〇
〇)

、

下

編

が

享

和

二

年(

一
ハ
〇
二)

に
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。
上
編
は
天
體
の
運
動
を
主
と
し
、

中
編
は
重
力
、
遠 

心
力
等
を
論
じ
、

下
編
に
中
心
力
に
關
し
楕
圓
の
性
質
、
其
の
畫
法
を
述
べ
た
も
の
で
ち
る
。

(

一) 

活
字
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
の
は
最
初
文
明
源
流
叢
書(

大
正
二
年)

次
で
日
本
哲
學
全
書(

昭
和
十
一
年)

に
於
て
で
あ
る
。 

此
の
書
は
大
體
に
於
て
天
文
書
と
見
る
べ
き
で
あ
る
が
、

物
理
學
的
に
見
て
最
大
の
收
獲
は
惑
星
運
動
の
問
題
を
極
め
て
明
瞭
に
述
べ
、
 

本
邦
に
於
け
る
初
期
の
物
理
學
的
硏
究(

矢
鳥)
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科

學

史

硏

究
 

第

二

號 

六
四 

且
つ
ー
ー 
£
 

—
ト
ン
の
引
力
の
說
を
說

い
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。

其
の
第
一
法
則
卽
ち
惑
星
の
軌
道
は
太
陽
を
焦
點
と
す
る
楕
圓
で
あ
る
こ 

と
に
就
い
て
は
旣
に

『
求
力
論
』

に
も
簡
單
な
記
載
が
あ
っ
た
が
、本

¢
!

上

編

卷

之

下

の

「
六
曜
行
道
」

の
條
に 

六
星
ノ
行
道
、
皆
正
圓
ナ
ラ
ズ
シ
テ
、
側
圓
ノ
形
ナ
リ
、
太
陽
其
正
中-
ー
ア
ラ
ズ
シ
テ
臍
ー
ー
ア
リ
、
側
圓
ハ
圓--

シ
テ
長
キ
モ
ノ
ヲ
斜-
一
截
タ
ル
端 

ノ
形
ナ
リ
、
其
事
及
臍
ノ
コ
ト
、
左
ノ
圖
一
一
テ
知
ル
ベ
シ

と
言
っ
て
ゐ
る
。
此
處
で
は
側
圓
と
い
ふ
語
を
使
っ
て
ゐ
る
が
、

「
側
圓
、

曆
算
全#
!

ー
一
ハ
楕
圓
ト
イ
へ
リ
」

と
い
ふ
註
が
あ
り
、
後
に 

は
楕
圓
の
語
を
用
ひ
て
ゐ
る
。
臍
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
焦
點
で
あ
る
。

此
處
に
楕
圓
の
簡
單
な
說
明
が
あ
る
が
、
其
の
畫
き
方
等
は
下
編 

に
詳
細
を
極
め
て
ゐ
る
。

第
二
法
則
卽
ち

面
積
速
度
一
定
の
法
則
は

右
に
引
續
く
「
諸
曜
運
行
」

の
條
に 

諸
曜
楕
圓
ヲ
畫
ス
、
・
其
遲
速
一
ナ
ラ
ズ
、
最

高-
ー
ア
ル
ト
キ
ハ
極
テ
遲
ク
、
最

卑--

ア
ル
時
ハ
極
テ
速
ナ
リ
、
・
最
高
ヨ
リ
最
卑-
ー
至
ル
ヲ
降
ト
シ
、
 

最
卑
ヨ
リ
最
高
一-

至
ル
ヲ
升
ト
ス
、
升
ル
ー
一
隨
テ
遲
ヲ
加
フ
、
遲
極
テ
又
降
ル
、
降

ル-
一
隨
テ
速
ヲ
加
フ
、
速
極
テ
又
升
ル
、
是
以
テ
ー
升
一
降
、

一
 

遲
一
速
、

一
近
一
遠
シ
テ
止:

ト
ナ
シ
、
所
謂
小
不
齊
ノ
行
是
ナ
リ
、
數
理
ノ
詳
ナ
ル
コ
ト
ハ
中
編
、
下
編
一
一
見
タ
リ
。

と
あ
り
、
圖

解

が

あ

っ

て

「
遲

速

八

三

角

平

積

ノ

大

小-
一
應
ズ
」

と
言
っ
て
ゐ
る
。
是
卽
ち
面
積
速
度
の
法
則
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。 

中

編

卷

之

下

の

「
星
行
應
三
角
積
起
源
」

の
條
に

諸
曜
ノ
行
ハ
、
各
其
前
處
ト
後
處
ト
太
陽
ト
ノ
三
點
ヨ
リ
線
ヲ
引
タ
ル
中
間
ノ
平
積-
一
應
ズ
ル
コ
ト
、
旣
一
一
上
編
ノ
下
卷
ー
於
ナ
具
一
云
ル
ガ
如
シ
 ゝ

今
ハ
其
起
源
ノ
理
ヲ
述
ル
モ
ノ
也

と
言
ひ
、
圖
を
用
ひ
て
詳
述
し
て
あ
る
。
下
編
に
於
て
も
是
に
觸
れ
て
ゐ
る
處
が
あ
る
。
第
三
法
則
卽
・
ち
ニ
惑
星
の
公
轉
周
期
の
二
乘
は 

太
陽
か
ら
の
平
均
距
離
の
三
乘
に
比
例
す
る
こ
と
に
就
い
て
は
上
編
卷
之
上
の
「
天
體
」

の
條
に
日
く 

諸
曜
ノ
行
一
二
定
ノ
法
則
ア
リ
テ
、
諸
天
ノ
運
動
同
ク
コ
レ
ー
ー
歸
ス
、
其
法
ハ
緯
星
太
陽
ヲ
離
ル
ノ
遠
近
一-

隨
テ
、
本
天
一
周
ノ
行--
不
同
ヲ
ナ
ス
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ヲ
一
貫
ス
・
ル
ー
ー
ア
リ
、
緯
星
本
天
太
陽
一
一
近
キ
ハ
、
圈
周
短
小-
ー
シ
テ
、
且
英
動
速
ナ
リ
、
太
陽
一
一
遠
キ
ハ
、
圈
周
長
大
一

シ
テ
、
且
其
行
遲
シ
、
圈 

ノ
大
小
ハ
直-
一
遠
近
ヨ
リ
生
ジ
、
行
ノ
遲
速
モ
亦
遠
近
ー
ー
ヨ
リ
テ
生
ズ
、
大
小
ト
遲
速
ト
ノ
ニ
法
ヲ
合
成
シ
テ
ー
法
ト
シ
テ
、

一
周
ノ
不
同
ト
離
日
ノ 

遠
近
卜
、
相
應.
ス
ル
コ
ト
ヲ
明
一
ー
ス
、
今
旣

ー
一
諸
曜
ノ 

ー
周
ヲ
知
リ
、
又
一
星
ノ
離
日
ヲ
知
テ
、
是
法
ヲ
用
ル
時
ハ
諸
曜
ノ
離
日
皆
知
ル
ベ
シ
、
是
ヲ 

諸
天
一
貰
ノ
法
ト
シ
、
是
ヲ
衆
動B

一
 

ノ
訣
ト
ス
。

衆
動
歸
ー>

一
周
震
與
籬
日
再
乘*

一
相
應

是
訣
ハ
、
初
メ
契
禮
爾
ト
イ
ヘ
ル
人
、
六
緯
ノ
星
一-

於
テ
、
發
明
セ
シ
所
ナ
リ
、
其
後
一
一
至
リ
テ
、
世
人
カ
ノ
衞
星
ノ
主
星
一-

於
ル
モ
、
亦
皆
是
ト 

同
矩
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
、
今
木
星
衞
星
ノ
本
天
ト
ー
周
ト
ヲ
引
テ'

其
例
ト
ス
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ
、
遠
鏡
一
-

ヨ
リ
テ
最
內
星
ノ
測
ヲ
見
ル-
' 

主
星
ノ 

心
ヲ
去
ル
コ
ト
、
英
全
徑
二
箇
ト
六
分
箇
ノ
五
チ
リ
、

一
周
ヲ
計
ル-
一
四
十
二
時
ナ
リ
、
又
最
外
星
八
、
四
百
零
二
時-
ー
シ
テ
ー
周
ス
、
是
ー
一
於
テ
最 

外
星
ノ
、
主
星
ノ
心
ヲ
去
ル
ノ
遠
近
ヲ
求
ル
ー
ー
、
先

'/
四
十
二*

ハ
ヽ
千
七
百
六
十
四
ナ
リ
、
是
ヲ
以
テ
四
百
二
舉
、
卽
チ
十
六
萬
千
六
百
零
四
ナ
ル 

ヲ
除
キ
、
商
ヲ
以
テ
法
ト
シ
テ
、
ニ
箇
六
分
箇
ノ
五
ヲ
再
乘
シ
テ
、
二
百
十
六
分
箇
ノ
四
千
九
百
十
三
ト
ナ
レ
ル-
ー
乘
ズ
レ
バ
、
二
百
十
六
分
箇
ノ
四 

十
五
萬
零
零
九
十
ト
ナ
ル
ヲ
立
法
一
一
開
ケ
バ
六
分
箇
ノ
七
十
六
、
又
八
十
二
箇
ト
三
分
箇
ノ
ニ
ト
ナ
ル
、
是
卽
チ
最
外
星
ノ
主
星
ヲ
去
ル
ノ
數--
當
レ 

リ
、
測
器
ヲ
以
テ
考
定
セ
ル
所
ト
、
符
契
ヲ
合
ス
ル
如
シ
、
共
他
皆
シ
カ
リ
・
 

土
星
ノ
衞
星
一
一
在
テ
モ
、
亦
皆
此
ノ
如
シ
、
是

コ  

ノ
定
法
諸
天
ヲ
一
貫 

セ
ル
ガ
故
ナ
リ
。

卽
ち
斯
樣
に
例
を
擧
げ
て
述
べ
て
ゐ
る
。

一
周»

離
日
の
再
乘*

と
相
應
ず
と
い
ふ
の
は
、

一
周
の
二
乘
と
太
陽
距
離
の
三
乘
と
比
例 

す
る
と
の
意
で
あ
る
。
右
の
計
算
は
簡
單
な
も
の
で
あ
る
が
試
み
に
現
代
の
形
式
を
以
て
書
け
ば
次
の
や
う
に
な
る
。
木
星
の
最
內
の
衞 

星
の
太
陽
か
ら
の
平
均
距
離
を
爲
と
し
公
轉
周
期
を
2\
と

す

れ

ば

2

收(

魁,
亦
、
ノ讲
帥

®ゝ
)
 L
1
U
 42

>

最
外
の
衞
星
の
周
期
を 

地

と

す

れ

ば

が=
4
0
2

丽
•

其
の
平
均
距
離
企
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
コ

：

がf
r

w.."
r

匚
で
あ
る
か
らR

u
u
n
x

郎

)

と
な 

本
邦
に
於
け
る
初
期
の
物
理
學
的
硏
究(

矢
島)
 

六
五
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科

學

史

硏

究
 

第

二

號
 

六
六 

る
。
先

づ

周

期

21
の

二

乘

は71242

f
l

764 •
是

を

以

て7
2
2

 =

 4
0
2
*
1
6
1
6
0
4

を
割
る
。
其
の
商
を
一 2

恥)F
 
聽

 

に
乘
ず
る
。 

4
9
1
3
，'
一

6
1
6
0
4—

 4
5
0
0
9
0

 

3  
ヽ45

0
0
9

〇!

7
6

 —

 ；

 2
1764  

I
 

216  
“
 

V

 

216  
— 
〇 I

 

W

ケ
ブ
レ
ル
の
三
法
則
を
斯
樣
に
述
べ
て
ゐ
る
ば
か
り
で
な
く
、

ケ
プ
レ
ル
は
唯
か
う
な
る
事
を
知
っ
た
だ
け
で
其
の
理
由
を
明
か
に
し 

な
か
っ
た
が
、

そ
れ
は
一
ー=

—
ト
ン
に
依
っ
て
明
か
に
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
次
の
や
う
に
言
っ
て
ゐ
る
。

此
の
文
は
右
に
引
用
し
た
處 

に
直
ぐ
續
く
も
の
で
あ
る.
。

日
く

右
歸
一 

ノ
訣
契
禮
爾
二
起
レ
リ
ト
雖
ド
モ
、
是
人
ハ
唯
其
然
ル
コ
ト
ヲ
發
明
セ
シ
ノ
ミ
ニ
シ
テ
ヽ
苴
ハ
然
ル
所
以
ニ
至
デ
ハ
、
通
達
ス
ル3

ト
能
ハ
ズ 

シ
テ
止
ヌ
、
奇
士
尼
通
ガ
出
ル-
ー
及
ン
デ
、
地
上
目
前
ナ
ル
動
靜
ヲ
推
シ
、
重
力
ノ
必
然
ヲ
窮
テ
、
擴
充
シ
テ
高
ク
天
上-

及
シ
、
唯
-
一
是
定
法
ノ
ミ 

ナ
ラ
ズ
、
諸
曜
ノ
墮
ズ
シ
テ
、

ヨ
ク
建
動
已
ザ
ル
所
以
、
緯
星
行
輪
ノ
形
ヲ
設
ル
所
以
ヲ
サ
へ
一
一
、
微
妙
ノ
數
理
ヲ
照
見
シ
テ
、
明
證
ヲ
引
キ
確
論
ヲ 

立
タ
リ
ケ
ル-
ー
ヨ
リ
、
天
學
始
テ
大
成
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
テ
、
世
人
天
體
ノ
說

ー


於
テ
、
疑
ヲ
遺
-X
コ
ト
ナ
キ
ー
一
至
リ
ヌ
。

と
言
ひ'

ー
ー
亠
—
ト
ン
の
業
績
を
讃
へ
て
ゐ
る
。

-

尙
詳
細
の
點
に
到
っ
て
は
例
へ
ば
光
の
屈
折
の
こ
と
、

分
子
相
粘
の
力
等
の
如
き
も
の
も
あ
り
、

サ
イ
ク
ロ
イ
ド
振
子
に
ま
で
觸
れ
て 

ゐ
る
の
は
其
の
考
察
が
如
何
に
詳
密
で
あ
る
か
を
物
語
っ
て
ゐ
る
。

サ
イ
ク
ロ
イ
ド
振
子
は

中
編
卷
之
上
の
「
塵
跡
振
子
動
法
比
論
」

の 

條
に
あ
る
。

ま
た
此
の♦
!

に

依

っ

て

『
求
カ
論
』

の
時
分
に
は
未
だ
一
定
の
形
を
採
ら
な
か
っ
た
諸
槪
念
が
明
確
に
さ
れ
た
。

求
心
力
、
 

遠
心
力
等
は
其
の
優
た
る
も
の
で
あ
る
。

見

掛

け

の

運

動(
s
c
h
y
n
b
a
T
e

 B
e
w
e
g

g-g
e

ゝsc
he

in
ba

l.
e

 B
e
w
e
g
u
n
g

) 

を
視
動
と
言
ふ
が
如 

き
は
今
日
用
ひ
て
も
よ
い
ほ
ど
の
用
語
で
あ
る
。

此
等
の
硏
究
は
ケ
イ
ル
の
書
に
基
く
と
は
い
へ
、
決
し
て
所
謂
直
譯
で
は
な
く
、
全
く
自
己
の
も
の
と
し
て
表
現
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
 

處
々
に
自
說
を
も
述
べ
て
ゐ
る
。

ま
た
他
の
書
を
も
參
考
し
て
居
り
、
西

洋

の

書

で

はB
u
y
s

 " 

7V
o
o
r
d
e
n
b
o
e
k

の
引
用
が
あ
り' 

支
那
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の
本
で
は
曆
算
全
書
、
曆
象
考
成
其
他
の
名
が
見
え
て
ゐ
る
。

此
の
敍
述
の
順
序
が
ケ
イ
ル
の
書
の
そ
れ
と
殆
ん
ど
全
く
異
っ
て
ゐ
る
こ 

と
も
原
本
を
其
の
儘
飜
譯
し
た
の
で
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
ゐ
る
。

こ
れ
は
立
派
な
硏
究
と
言
ふ
べ
き
で
あ
る
。

以

上

記

し

た

も

の

は

『
ハ
圓
儀
』
を
除
け
ば
悉
く
ケ
イ
ル
の
書
を
本
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

志
筑
が
ケ
イ
ル
の
書
を
如
何
に
珍
重
し 

て
硏
究
し
た
か
推
察
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
な

ほ

右

の

ほ

か

に

『
日
蝕
繪
算
』
(

享
和
三
年
、

一
八〇

三
、
寫
本)

及

び

『
三
角
提
要
秘 

算

』
(

同
年
、

寫
本)

な
る
書
が
あ
る
が
、
是
等
も
同
じ
ケ
イ
ル
の
書
に
依
っ
た
も

の
と

思
は
れ

る
。

卽
ち
ケ
イ
ル
の
書
の
中
に
あ
る 

"

〇 ve
r

 

d
e

 

z
o
n
s
,

 

e
n

 M
a
a
n
s
’z

w
y
m
e
n

、
〇
f

 

o
v
e
r

 

d
e

 

V
e
r
d
u
y
s
t
e
r
i
n
g
e
n

 

(
E
e
l
i
p
s
e
n
)
"

及

び
"G

r
o
n
d
b
e
s
d
n
z
e
l
e
n

 v
a
n

 d
e

 p
l
a
s
e

 

e
n

 K
l
o
o

s-c
h
e

 

D
l
-
i
e
h
o
e
K
s
r
e
n
i
n
g
e

"

な
る
章
が
そ
れ
ぞ
れ
其
の
原
據
で
あ
る
と
思
ふ
。

五
.
間
重
富
の
測
器
の
改
良
及
び"
針
石
或
問
採
要
』

間
重
富
は
天
文
曆
術
に
秀
で
て
ゐ
た
が
、

ま
た
測
器
の
改
良
に
意
を
用
ひ
た
。
其
の
家
が
富
ん
で
ゐ
た
か
ら
工
人
を
養
ひ
自
ら
差
圖
し 

て
天
文
觀
測
器
械
を
改
良
製
作
せ
し
め
た
。

そ

れ

は

象

限

儀•

子

午

線

儀•

垂

搖

球

儀

・
測

食

定

分

儀•

測

食

定

方

儀•

日

曇

計•
S

 

盤
•

測
繩
等
で
あ
る
。
伊
能
忠
敬
と
往
來
が
あ
り
、

此
の
や
う
な
測
量
器
械
の
改
良
を
通
し
て
忠
敬
に
裨
益
す
る
所
が
少
く
な
い
。

ま
た 

文

化

五

年(

一
ハ〇

ハ)

江
戶
に
在
っ
た
と
き
林
大
學
頭
の.
請
に
依
っ
て
水
銀
晴
雨
計
の
製
造
を
企
て
、
硝
子
管
を
吹
く
こ
と
と
水
銀
の 

購
入
方
を
大
阪
に
居
る
嗣
子
重
新
に
命
じ
た
こ
と
が
傳
へ
ら
れ
る
が
、
果
し
て
製
作
さ
れ
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。
兎
に
角
、
各
種
測 

定
器
械
の
改
良
に
よ
っ
て
貢
獻
し
た
と
こ
ろ
は
多
大
で
あ
る
。

(

一) 

間
重
富
、
字
は
大
業
、
號
を
長
涯
と
い
ひ
、
通
稱
を
十
一
屋
五
郞
兵
衞
と.
い
ふ
。
大
阪
の
人
、
家
は
質
屋
を
營
ん
で
ゐ
た
。
天
文
曆
數
・
に
優
れ
、
麻 

本
邦
に
於
け
る
初
期
の
物
理
學
的
硏
究(

矢
島)
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科

學

史

硏

究
 

第

二

號 

六
ハ 

田
剛
立
に
學
ん
だ
。
大
谷
亮
吉
『
伊
前
忠
敬
』
參
照
。

著
書
は
主
に
天
文
に
關
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
唯

一

つ

物

理

學

的

に

興

味

の

あ

る

の
は

『
針
石
或
問
採
要
』
(

文
化
六
年
、

一
ハ〇

九
、
 

寫
本)

で
あ
る
。
其
の
前S

h

に
次
の
や
う
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
。

近H
曆

局-
ー
ー
疑
問
ノ
命
ア
リ
彼
羅
鉞
常
一-

南
北
ヲ
指
ス
其
赤
道
直
下
ノ
地-
一
至
リ
又
南
北
極
下
ノ
地
一
一
至
リ
テ
ハ
常
ー
一
反
ス
ル
ノ
理
ア
ル
ー
ー
ハ
ア 

ラ
ス
ヤ
ト£

»•
等
謹
按
蓋
羅
鉞
ハ
磁
右
ノ
氣
ヲ
感
受
セ
シ
メ
テ
南
北
ヲ
指
ス
モ
ノ
ナ
リ
故-

其
理
ヲ
究
ン
ト
欲
セ
ハ
先
磁
石
ノ
性
、
吸
鐵
ノ
氣
ヲ
固
有 

ス
ル
ノ
形
態
ヲ
詳
一一實
測
ス
ル-
ー
非
レ
ハ
殆
ン
卜
其
精
理
ヲ
糜
ル
コ
ト
能
ハ
ス
尤
古
來
其
說
多
シ
ト
イ
へ
ト
モ
姑
ク
其
是
非
ヲ
議
定
ス
へ
カ
ラ
ズ8

低 

力
器
テ
新
タ
ー
一
實
驗
考
究
ヲ
爲
ス
所
ヲ
以
テ
其
說
ヲ
詳
述
セ
ン
ト
シ
旣
ー
ニ
草
ヲ
起
シ
針
石
或
問
ト
名
ク
抑
此
石
一
小
石
塊
ト
云
へ
ト
モ
原
ト
天
地 

陰
陽
自
然
變
化
ス
ル
ノ
生
氣
ヲ
含
有
シ
其
實
測
ー
ー
從
テ
精
微
ノ
妙
理
ヲ
顯
シ
實-
一
神
靈
共
中
一

在
シ
テ
陰
陽
ノ
變
化
ヲ
指
示
ス
ル
カ
如
ク
不
可
思
議
ナ 

ル
コ
ト
コ
レ
ヨ
リ
甚
シ
キ
モ
ノ
ナ
シ
然
レ
ト
モ
其
實
測
ノ
法
多
端-
ー
シ
テ
輕
卒-
一
為
シ
得
容
易-
一
理
會
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ー-

非
ス
是
ヲ
以
テ
從
來
天
學
名
匠 

ト
イ
へ
ト
モ
其
測
法
ノ
實
徵
遺
漏
ス
ル
所
ナ
キ
ー
一
非
スB

京
力
輩
更
一
一
新
タ
ー
一
實
測
ヲ
爲
ス
モ
ノ
ト
云
へ
ト
モ
尙
未
ダ
盡
サ
サ
ル
所
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
恐 

ル
毫
釐
ノ
差
動
モ
ス
レ
ハ
千
里
ノ
誤
ヲ
生
ス
ル
ー
-

至
ル
コ
レ
マ
テ-
一
舊
說
ノ
差
誤
ア
ル
モ
ノ
ヲ
見
ル
カ
如
キ
モ
自
ラ
戒
メ
愼
厶
所
以
ナ
リ
故-
一
草
稿
四 

五
箇
月
未
タ
全
ク
其
業
ヲ
卒
へ
ス
遷
延
ノ
罪
恐
懼
ノ
至
リ
ー-

堪
へ
ス
故-

今
先
疑
問
ノ
ニ
件
愚
考
ス
ル
所
ノ 

ー
條
ヲ
本
編
ノ
草
稿
中-
一
拔
キ
其
大
略
ヲ 

左
--
抄
シ
姑
ク
以
テ
貴
問-

充
ッ
彼
精
微
ノ
發
明
證
論
ハ
他
日
稿
ヲ
脫
ス
ル
ノ
時
ヲ
期
ス
ト
イ
フ
。

卽
ち
磁
針
が
赤
道
直
下
ま
た
は
南
北
極
に
於
て
は
如
何
な
る
狀
況
に
な
る
か
と
い
ふ
問
に
答
へ
た
も
の
で
あ
る
が
、
是
を
見
る
と
實
測 

を
行
っ
て
ゐ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

其
の
實
測
の
方
法
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、

恐
ら
く
か
の
ウ

ィ
リ
ア
ム•

ギ
ル
バ
ー
ト
が
行
っ
た 

如
き
實
驗
を
繰
返
し
た
の
で
あ
ら
う
。

次
に
此
の
前
書
に
續
い
て
書
い
て
あ
る
本
文
の
初
め
の
部
分
を
抄
し
て
み
る
。

夫
磁
石
能
ク
鐵
ヲ
吸
ヒ
且
世
一
一
謂
フ
南
北
兩
極
必
相
貫
ク
ノ
形
勢
ヲ
爲
ス
事
一
地
球
ノ
體
態
ヲ
視
ル
ナ
リ
ト
卽
南
北
二
極
及
赤
道
相
係
ル
ト
イ
フ
へ 

キ
處
ア
リ
其
二
極
ト
ハ
卽
其
石
前
後
吸
鐵
ノ
氣
殊--
强
キ
ノ
處
ナ
リ
赤
道
ト
ハ
南
北-
一
氣
相
貫
ク
ノ
中
帶
其
氣
ハ
却
テ
微
弱
ヲ
爲
ス
ノ
處
ナ
リ
コ
ノ
中
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帶
ノ
處
ハ
南
北
正
對
シ
其
二
氣
中
貫
シ
テ
相
吸
フ
此
故
ー
一
平
準
ト
ナ
ル
コ
レ
ヲ
地
平
一
一
比
ス
コ
ノ
赤
道
中
帶
ヨ
リ
南
へ
距
へ
北
へ
距
ヘ
ル
モ
ノ
ハ
其
吸 

鐵
ノ
氣
必
ス
斜
行
ナ
リ
試
ミ
ー
一
石
ノ
前
後
兩
極
タ
ル
ベ
キ
處
一-

鐡
針
ヲ
向
ハ
シ
ム
レ
・
ハ
其
吸
フ
事
正
シ
ク
直
行
ヲ
ナK

其
南
北
相
距
ル
ノ
間
一
一
向
ハ
シ 

ム
レ
ハ
其
ノ
吸
フ
事
斜
行
ヲ
ナ
ス
故-
ー
必
針
モ
・
斜
傾
ス
コ
レ
、ヲ
南
北
二
極
共
一
一
漸
ク
其
極
樞
ノ
處
一
一
進
メ
近
ッ
ク
レ
ハ
次
第
一
一
斜
傾
ヲ
爲
ス
事
甚
シ
ク 

終
-

極
樞
ノ
處--

至
ラ
シ
ム
レ
ハ
其
針
轉
倒
シ
テ
正
シ
ク
對
向
シ
其
吸
フ
コ
ト
直
行
ナ
リ
眞
一一其
妙
機
測
ル.
へ
カ
ラ
ズ
卽
共
實
驗
ス
ル
所
ノ
圖
式
ヲ
作 

リ
テ
ー
ホ
ス
モ
ノ
第
一
圖
ノ
如
シ
宜
シ
ク
圖
解
卜
照
シ
見
ル
ヘ
シ
。

此
の
や
う
な
記
述
が
半
紙
九
枚
ば
か
り
の
も
の
で
、
後
に
圖
が
ハ
個
あ
る
。
其
の
圖
は
ギ
ル
バ
ー
ト
の
實
驗
に
於
け
る
が
如
く
、

地
球 

上
の
種
み
の
緯
度
の
地
點
に
磁
針
を
置
い
た
場
合
に
其
の
示
す
傾
き
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
實
驗
を
行
っ
て
ゐ
る
點
に
大
き
な 

價
値
が
あ
る
。

此

の

抄

錄

で

な

い

『
針
石
或
問
』

の
方
は
傳
は
っ
て
ゐ
る
こ
と
を
未
だ
聞
か
な
い
。

六
馬
場
佐
十
郞
の
科
學
的
譯
業 

•

旣
に
本
木
良
永
の
條
に
於
て
述
べ
た
や
う
に
、
當
時
に
あ
っ
て
は
科
學
の
硏
究
に
語
學
の
知
識
が
必
要
で
あ
っ
た
。
從
っ
て
語
學
の
オ 

能
に
長
じ
て
ゐ
た
も
の
が
科
學
の
方
面
に
於
て
も
重
要
な
役
割
を
果
し
て
ゐ
る
場
合
が
屢
々
あ
る
。

通
詞
本
木
良
永
の
場
合
の
如
き
は
其 

の
方
面
の
先
達
で
あ
る
。
志
筑
忠
雄
も
通
詞
の
出
で
あ
る
が
彼
は
科
學
の
硏
究
に
沒
頭
し
た
と
言
っ
て
い
い
位
專
門
的
に
進
ん
で
行
っ
た
。 

そ
の
志
筑
に
學
ん
だ
弟
子
の
中
に
語
學
の
天
才
馬
場
佐
十
郞
が
あ
る
。

馬
場
に
は
多
く
の
譯
書
が
あ
る
が
，
科
學
に
關
す
る
も
の
も
少
く 

な
い
。

(

一) 

馬
場
佐
十
郎
、
名
を
貞
由
と
い
ひ
、
號
を
毂
里
と
い
ふ
。
長
崎
の
人
。
天
明
七
年(

一
七
ハ
七)

生
。
文
化
元
年(

一A
0

四)

中
野
柳
ffl(

志
筑 

忠
雄)

に
オ
ラ
ン
ダ
學
を
學
ん
だ
。
文
化
五
年(

一
八〇

ハ)

當
時
二
十
二
歲
の
馬
場
は
幕
府
の
天
文
臺
へ
召
さ
れ
飜
譯
の
事
に
從
つ
汇
。
同A

年
(

一
 

本
邦
に
於
け
る
初
期
の
物
理
學
的
硏
究(

矢
島
〉 

右
九
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科

學

史

硏

究
 

第

二

號 

七〇

 

ハ

「
一)

に
天
文
方
蠻
書
和
解
御
用
の
譯
官
を
命
ぜ
ら
れ
、
同
十
二
月
に
は
天
文
方
に
擧
げ
ら
れ
た
。
か
く
て
『
厚
生
新
編
』
の
譯
述
に
從
っ
た
。
同
年 

大
槻
玄
澤
も
譯
員
を
命
ぜ
ら
れ
馬
場
に
協
力
し
た
。
後
に
數
名
の
蘭
學
者
が
加
っ
た
。
文
化
十
年(

一
ハ
ニ
ニ)

正
月
松
前
に
行
きB

シ
ア
人
に
就
い
て 

ロ

シ
ア
語
を
學
び
、
五
月
歸
っ
て
十
二
月
魯
西
亜
辭
書
取
調
御
用
掛
と
な
っ
た
。
そ
の
『
日
本
遭
庖
記
事
』
の
飜
譯
は
著
名
で
あ
る
。
文
政
五
年(

一
八 

ニ
ニ)

七
月
江
戶
に
於
て
三
十
六
歲
を
以
て
歿
し
た
。

馬

場

等

の

譯

し

た

『
厚
生
新
編
』
は
幕
府
時
代
に
於
け
る
最
大
の
飜
譯
事
業
で
あ
っ
た
が
、
其
の
中
に
あ
る
物
理
學
關
係
の
項
目
に
っ 

い
て
は
旣
に
記
し
た
か
ら
此
處
に
は
觸
れ
な
い
。

馬
場
の
飜
譯
の
う
ち
物
理
學
的
科
學
に
關
係
あ
る
も
の
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。 

(
1
マ

日
本
學
術
協
會
第
十
七
囘
報
吿
。

『
天
氣
計
儀
譯
說
』

『
天
氣
計
儀
譯
說
』
(

文
化
七
年
、

一
八
一 

〇
、
寫

本)

は

『
占
氣
筒
譯
說
』
と
も
言
は
れ
て
ゐ
る
。

こ

れ
は

バH

 

メ
ー
タ
ー
の
解
說
で 

あ
る
。
初
め
に

敦
乙
斯
第
二
卷
天
氣
計
儀
譯
說

第

赞
墨

的

爾

蠶2

鬆

此
器
ハ
空
氣
ノ
輕
重
逹
差
ヲ
量
テ
以
テ
其
變
化
蠶
蠶
わ
芻
ヲ
知
ル
ノ
測
器
ナ
リ
、
云
々
。

と
あ
っ
て
晴
雨
計
の
圖
が
あ
る
。

次

に

「
縮
墨
爾
第
七
卷
天
氣
計
儀
譯
說
」
と
題
し
て
譯
文
が
あ
り
、
後
に
圖
が
あ
る
。

こ
れ
に
依
っ
て 

此
の
書
は 
E

・
 

B
u
y
s
"

 

W
o
o
r
d
e
n
b
o
e
k

 
(

前

出)

及
び 

c
h
o
m
e
l
"

 

A
l
g
e
m
e
e
n

 H
u
i
s
h
o
u
d
e
l
y
k

 N
a
b
u
u
r
J

 

z
e
d
e
k
u
n
d
i
g
"

 e
n

 K
o
n
s
t
,

 

ノvo
o
l
i
e
n
b
o
e
k

の
中
か
ら
晴
雨
計
の
部
分
を
譯
出
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
晴
雨
計
が
入
っ
て
來
た
の
は
何
時
頃
か
正
確
に
は

7〇



分
ら
な
い
が
、
其
の
解
說¢

I

と
し
て
は
馬
場
の
も
の
が
最
初
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

(

一) 

テ
キ
ス
ト
は
水
戶
彰
考
館
所
藏
本
に
據
る
。

『
硝
子
製
法
集
說
』

こ

れ

は
(

文
化
七
年
、

一
八
一 

〇
、
寫

本)

ま

た

『
琉
璃
寶
函
』

と
い
ふ
名
で
も
傳
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
題
名
の
示
す
通
り
硝
子.
の
製
法 

を
種
々
の
奎
貝
物
か
ら
拔
萃
し
た
も
の
で
あ
る
。

凡
例
に
次
の
や
う
に
書
い
て
あ
る
。

硝
子
和
蘭-
ー
ハ
瓦
蠟
斯
ト
名
ク
我
邦
一
一
傳
ワ
リ
從
來
邦
語
「
ビ
イ
ド
匸
」
ト
稱
ス
羅
甸
語
ヲ
按
ズ
ル--

「
ヒ
ト
リ
コ
ム
」
ト
イ
フ
其
轉
聲
通
稱
ト
ナ 

リ
シ
・
ト
見
ユ
原
ト
是
レ
南
蠻
人
始
メ
テ
持
渡
リ
シ
物
ト
キ
ケ
バ
今
ヲ
距
ル
コ
ト
ニ
百
餘
年
一
一
及
ブ.
ヘ
シ
其
製
造
ヲ
ナ
ス
コ
ト
モ
旣

一
二
百
有
餘
年
一-

至 

ル
ト
見
ユ
共
法
ハ
卽
チ
蠻
人
ヨ
リ
傳
ル
カ
漢
土
ノ
諸
說

ー
ー
ヨ
レ
ル
カ
未
タ
考
フ
可
ラ
ス
但
我
邦
ノ
製
ド
西
舶
來
ノ
物
ト
ハ
其
品
大
一
一
差
ヒ
其
形
質
ノ
精 

粗
堅
脆
甚
タ
異
ナ
リ
且
此
方
未
タ
大
器
ー
ー
作
リ
厚
大
板
ヲ
爲
ス
モ
ノ 
ノ
如
キ
ハ
製
作
ス
ル
コ
ト
能
ワ
サ
ル
ナ
リ
文
製
ス
ル
所
ノ
器
瓶
等
精
氣
ノ
猛
然
ナ 

ル
液
華
ヲ
收
メ
貯
フ
ル--

不

日-

シ
テ
自
力
ラ
破
裂
ス
コ
レ
其
形
相
似
テ
其
用
全
力
ラ
サ
ル
所
ナ
リ
彼
舶
來
ノ
物
一
一
至
テ
ハ
絕
テ
コ
レ
無
キ
所
ナ
リ 

干
時
文
化
庚
午
ノ
秋
西
洋
硝
子
製
法
ヲ
彼
書
中
一
一
求
メ
テ
譯
呈
ス
ベ
キ
ト
ノ
命
ヲ
奉
ス
法
眼
漩
江
君
令
ヲ
傳
フ
貞
は
謹
テ
其
旨
ヲ
承
テ
退
テ
蘭
籍
中
所 

載
ノ
硝
子
製
造
法
ヲ
遍
ク
搜
索
シ
敦
乙
斯
縮
墨
爾
及
ヒ
郭
禮
爾
枯
い
«±
非
三
士 
ノ
選
ス
ル
書
中
一-

於
テ
此
諸
法
ヲ
得
タ
リ
卽
取
テ
此
三
書
ノ
說
ヲ
熟
讀 

ス
ル
ー
一
其
法
明
實
其
說
明
未
タ
我
邦
製
造
ノ
至
ラ
ス
シ
テ
尙
其
耍
ヲ
得
サ
ル
精
法
ヲ
載
錄
ス
ル
モ
ノ
少
カ
ラ
ズ
故
ー
一
眞A

欣
然
ト
シ
テ
嚴
命
ー
一
報
ス
ル 

-
一足
ル
可
キ
ヲ
喜
ビ:

：(

中
略)

：:

磐
水
隨
筆
ヲ
讀
厶-
一
古
來
琉
璃
ト
稱
ス
ル
モ
ノ
ハ
卽
硝
子
ナ
ル.
ヘ
シ(

下
略) 

文
化
七
年
庚
午
仲
秋 

馬

場

貞

也

謹

誌 

、
 

是
に
依
っ
て
こ
れ
は
幕
命
に
よ
っ
て
譯
述
し
た
事
が
明
か
で
あ
る
。
內
容
は
三
卷
に
分
れ
卷
之
上
敦
乙
斯
第
四
卷
譯
說
、
卷
之
中
郭
列 

本
邦
に
於
け
る
初
期
の
物
理
學
的
硏
究(

矢
鳥)
 

七
ー
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科

學

史

硏

、究 

第

二

號 

七
二 

爾
枯
選
著
物
產
書
十
三
卷
譯
說
、

卷
之
下
縮
墨
爾
第
二
卷
譯
說
と
な
っ
て
ゐ
る
。B

u
y
s
-

 C
h
o
m
e

一

は

旣
述

の

と

ほ

り

で

あ

る

が

驟

列 

爾
枯
の
物
產
書
と
い
ふ
の
は
筆
者
は
未
見
で
あ
る
。

硝
子
に
關
す
る
文
獻
は
多
く
あ
る
が
、

こ
れ
は
極
く
早
い
も
の
に
屬
す
る
。

『
彗

星

譯

說
』

こ

れ

は
(

文
化
ハ
年
、

一
ハ
ー
ー
、
寫

本)

『
泰
西
彗
星
論
譯
草
』

と
な
っ
て
ゐ
る
寫
本
も
あ
る
。
前
書
に
日
く 

古
今
の
世
俗
彗
星
見
れ
出
れ
は
必
す
凶
事
の
變
あ
り
と
い
ふ
然
る
に
此
頃
曉
昏
に
彗
星
北
東
北
西
の
間
に
見
ゆ
れ
は
又
共
雜
說
の
世
に
流
布
す
る
こ 

と
不
少
予
の
家
職
曆
學
に
關
ら
す
と
い
べ
と
も
譯
家
の
こ
と
な
れ
は
友
人
來
て
頻
り
に
其
西
說
を
問
ふ
故
に
止
む
こ
と
を
律
ず
燈
下
に
筆
を
取
て
此
譯 

草
を
な
す
卽
原
本
は
暗
厄
利
亞
人
麻
兒
釘
と
云
も
の
の
著
書
に
し
て
彼
曆
數
一
千
七
百
四
十
四
年
我
延
享
元
年
甲
子
の
板
な
り
こ
れ
天
地
萬
物
窮
理
の 

大
意
を
載
せ
た
る
書
な
り
故
に
辨
論
い
ま
た
理
の
盡
さ
さ
る
所
不
少
と
覺
ゆ
然
れ
と
も
先
つ
暫
く
西
說
の
大
約
を
知
る
に
足
る
な
り
讀
者
其
說
の
至
ら 

さ
る
抓
と
猥
に
尤
む
る
こ
と
勿
れ
か
し
。

文
化
ハ
年
辛
未
の
秋 

載 

里 

誌 

本

文

の

初

め

に

「
麻
兒
釘
窮
理
全
書
卷
之
二
第
五
章
」

と
あ
り
、
更

に

「
彗
星
」

と
題
を
置
い
て
問
題
體
の
文
に
な
っ
て
ゐ
る
。

此
の 

年
彗
星
が
現
は
れ
た
の
で
此
の
譯
述
を
な
し
た
の
で
あ
る
が
、
前
書
に
言
ふ
と
こ
ろ
の
友
人
が
來
て
西
洋
の
彗
星
說
を
問
ふ
に
依
っ
て
之 

を
飜
譯
し
た
と
い
ふ
の
が
多
少
の
謙
遜
が
あ
る
と
し
て
も
譯
者
の
態
度
を
表
明
し
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
非
常
に
硏
究
的
で
あ
っ
た
と
は 

言
は
れ
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

然
し
、

少
し
も
硏
究
心
が
な
け
れ
ば
賴
ま
れ
も
せ
ぬ
飜
譯
を
行
ふ
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
科
學
に
對
す
る 

興
味
を
持
っ
て
ゐ
た
こ
と
は
事
實
で
あ
り
、
其
の
飜
譯
し
た
も
の
が
世
の
中
に
影
響
を
與
へ
た
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
前 

記
マ
ル
テ
ィ
ン
の
窮
理
・!
と
い
ふ
の
は
筆
者
は
未
見
で
あ
る
。
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『
度 

量 

考
』

こ

れ

は
(

文
化
九
年
、

一
ハ
一
ニ)

『
洋
學
年
表
』

に

は

『
西
洋
度
量
考
』

と
な
っ
て
ゐ
る
が
、

筆

者

の

見

た

も

の

は

單

に

『
度
量 

考
』

と
な
っ
て
ゐ
る
。
內
容
か
ら
言
へ
ば
西
洋
の
文
字
を
冠
し
た
方
が
よ
い
で
あ
ら
う
。
其
の
凡
例
に
次
の
や
う.
に
記
し
て
あ
る
。 

此
編
ハ
柳
圃
先
生
ノ
甞
テ
稿
ヲ
起
セ
シ
モ
ノ
ー
ー
モ
ト
ツ
キ
外
一
一
僅
力
見
聞
セ
ル
處
ヲ
±t
加
セ
ル
ノ
ミ
先
生
自
ラ
疑
ヲ
存
シ
テ
ー
定
セ
ザ
ル
モ
ノ
多
シ 

予
ハ
モ
ト
ヨ
リ
算
數-
一
暗
ク
二
進
カ
ー
モ
シ
ラ
サ
レ
ハ
ソ
ノ
疑
惑
ヲ
次
テ
質
フ
コ
ト
ヲ
得
ス
故
ー-

姑
ク
原
書
ノ
儘
ヲ
寫
シ
テ
追
日
算
學
術
者--
就
テ
是 

ヲ
正
ス
ヘ
シ
。

度
量
ノ
中
一
ー
テ
ト
イ
ヘ
ル
者
最
分
明
ナ
ラ
ス
詳
一-
V
 

ノ
部
一-

辨
ス
ル
カ
如
シ
然
ル
ー
一
先
生
ハ
此
ヲ
曲
尺
一
ー
テ
ー
尺
〇
二
分
卜
定
メ
卽
チ
編
中 

度
量
ノ
數
皆
此
一
尺
〇
二
分
ヲ
本
ト
シ
テ
得
ル
モ
ノ
也
故
一
一
必
ス
小
異
ア
ル
へ
ケ
レ
ト
モ
大
體
ハ
以
テ
知
ル•

ヘ
シ
又
穀
量
嚳
ノ
中
一
ー
モ
ニ
譯
大
一
齟 

齬
セ
ル
モ
ノ
ア
リ
是
マ
タ
原
書
ノ
儘
ヲ
寫
シ
テ
追
日
再
考
ヲ
期
ス
。

文
化
九
年
壬
申
秋 

• 

載 

里

誌
 

卽

ち

馬

場

の

師

志

筑

忠

雄(

中

野

柳

圃)

の
起
稿
し
た
も
の
を
本
と
し
、

更
に
書
き
加
へ
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
本
文
は
度
量
に
關
す 

る
語
を
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
配
列
し
て
解
說
し
た
も
の
で
あ
り
、A

の

部

は

「A
m

s-e
r
d
a
m
s
c
h
e

 v
o
o
b

九
寸
三
分
五
厘
」
と
い
ふ
の 

に
始
ま
っ
て
ゐ
る
。

フ
ー
ト
の
こ
と
はV

の
部
に
詳
し
と
あ
る
がV

の
部
の
フ
ー
ト
の
項
を
見
る
と
次
の
や
う
に#
!

い
て
あ
る
。 

貞
由
按
ス
ル-

古
今
我
邦
一
尺
座
ナ
シ
エ
人
ノ
思
ヒ;

一
一
造
リ
出
セ
ル
ノ
ミ
故-
「
何
レ
ノ
尺
ヲ
是
ト
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
レ
ハ
以
テ
和
蘭
ノ
尺
ヲ
量 

ル
尺
ナ
シ
柳
圃
先
生
ノ
用
テ
ー
尺〇

二
分
ト
量
リ
シ
尺
モ
何
人
ノ
尺
ナ
リ
シ,
ヲ
知
ラ
ス
然
レ
ハ
今
和
蘭
ノ 

ハ
ー
尺
何
分
ナ
ル
カ
定
メ
難
シ
市
野 

茂
喬
文
化
七
年
庚
午
ノ
冬
京
師
ノ
匠
人
戶
田
忠
行
邙
隔
藤
カ
製
尺
ト
江
府
ノ
匠
人
大
野
規
行
肅
關
カ
製
尺
ト
ヲ
用
テ
官
庫
所
藏
ノ
蘭
尺
ヲ
量
リ
以
テ 

本
邦
に
於
け
る
初
期
の
物
理
學
的
硏
究(

矢
島)
 

七
三
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科

學

史

硏

究
 

第

二

號
 

七
四 

推
算
シ
得
ル
所
左
ノ
如
シ
是
ヲ
以
テ<

フ
ル
ニ
凡
一
尺
〇
三
四
分
ノ
間
ト
見
ル
ナ
リ
。

是
に
依
っ
て
も
尺
度
の
比
較
が
仲
々
困
難
な
仕
事
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
右
に
あ
る
京
都
の
戶
田
忠
行
は
間
重
富
が
養
成
し
た
金
工
、
 

江
戶
の
大
野
規
行
は
江
戶
曆
局
御
用
時
計
師
で
あ
り
、
共
に
伊
能
忠
能
の
測
量
器
械
も
作
っ
て
ゐ
る
名
人
で
あ
る
。

(

一)

・
大
谷
亮
吉
『
伊
能
忠
敬
』
參
照
。 

- 

因

に

こ

れ

よ

り

後

に

丹

波

篠

山

藩
で

出

版

し

た

も

の

に

『
西
洋
度
量
考
』
(

安
政
二
年
、

亠
ハ
五
五
、

刊)

な
る-
書
が
あ
る
。

扉
に 

「
安
政
二
年
乙
卯
猛
春
新
彫
、
郡
上
藏
版
、
書
肆
靑
藜
閣
發
行
」

と

あ

り

「
安
政
二
年
正
月
篠
山
西
洋
醫
學
生
足
立
櫟
榮
建
讓
撰
」

と
誌 

し
た
序
文
が
あ
る
。

本

文

の

初

め

に

「
郡
上
城
主
靑
山
幸
哉
撰
」

と
あ
る
。
卽
ち
篠
山
藩
主
靑
山
幸
哉
の
撰
と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る 

が
、

例

言
(

安
政
元
年
十
二
月
來
章
堂
主
人
誌
〉

の

一

節

に

「
此
書
原
著
者
ノ
性
名
ナ
ク
唯
度
量
考
ト
題
セ
ル
寫
本
一
卷
ア
リ
嘗
テ
書
厨 

ー
ー
藏
メ
西
洋
炮
術
兵
學
ノ
書
等
ヲ
讀
ノ
資
ト
ナ
ス
コ
ト
少
カ
ラ
ズ
思
フ
ー
ー
長
崎
譯
官
ノ
手
ー
ー
出
ル
者
ナ
ラ
ン
然
レ
共
皆
舊
制
ー
ー
シ
テ
近
來 

ノ
制
ト
異
ル
者
多
シ
故
ー
ー
晚
近
ノ
諸
書-
一
散
見
ス
ル
者
ヲ
摘
出
シ
テ
各
條-
一
增
補
シ
聊
寡
人
ノ
管
見
ヲ
附
シ
テ
西
洋
度
量
考
ト
名
ヶ
梓
ー
ー 

上

セ

テ

藩

ノ

子

弟-
一
頒
ツ
云
え
」

と
あ
る
。

此
の
著
者
の
名
な
く
唯
度
量
考
と
題
せ
る
寫
本
で
恐
ら
く
長
崎
の
譯
官
の
手
に
出
る
者
な
ら 

ん
と
い
ふ
の
は
矢
張
り
志
筑
か
ら
出
た
者
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。

此

の

『
西
洋
度
量
考
』
は
そ
の
體
裁
が
馬
場
の
も
の
と
同
じ
く
ア 

ル

フ

ァ

ベ

-'>

ト
順
に
記
し
て
あ
り
、A

の

最

初

はA
a

m
次

はA
o
s

と
な
っ
て
ゐ
る
。

(

一.) 

靑
山
大
膳
亮
幸
哉
は
笹
山
藩
に
あ
っ
た
と
き
足
立
榮
建
に
つ
い
て
蘭
學
を
學
ん
だ
。
天
保
九
年
播
磨
守
幸
福
の
後
を
嗣
い
だ
。

『
泰
西
七
金
譯
說
』
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こ

れ
は

何
時
の
譯
か
不
明
で

あ
る
が
嘉
永
七
年(

一
ハ
五
四)

蕪
山
道
人
が
序
文
を
附
け
活
字
版
を
以
て
刊
行
し
た
五
卷
本
が
あ
る
。 

「
漩
江
虬
鑒
試 

馬
場
貞
由
譯
述
」

と
な
っ
て
ゐ
る
か
ら
幕
命
に
依
っ
て
譯
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
內
容
は
金
、

銀
、
銅
、

鐵
、

錫
、

鉛
、
 

水
銀
に
つ
い
て
夫
等
の
性
質
、
精
鍊
法
等
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

尙

『
洋
學
年
表
』

に

依

れ

ば

文

政

四

年(

一
ハ
ニ
ー)

の

條

に

「
窮
理
摘
要 

馬
場
佐
十
郞
撰
」
と
あ
る
が
、

此
の
書
に
つ
い
て
は
未 

だ
知
る
處
が
な
い
。 

•

七 

橋
本
宗
吉
の
電
氣
の
硏
究

起
電
機
は
平
賀
源
內
が
硏
究
し
て
か
ら
之
を
作
り
試
み
る
も
の
も
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
最
も
よ
く
硏
究
し
た
の
は
橋
本
宗
吉
で
あ
る
。 

橋
本
の
電
氣
の
硏
究
に
つ
い
て
は
近
年
だ
い
ぶ
明
か
に
な
っ
て
來
た
。

そ

の

著

『

究
理
原
』
(

文
化
ハ
年
、

一
ハ
ー 

ー
、
寫 

本)

は
今
日
で
は
普
く
知
ら
れ
る
に
至
り
、

ま

た

最

近

『
ヱ
レ
キ
テ
ル
譯
說
』
(

寫
本)

が
發
見
さ
れ
た
。

(

一
レ 

橋
本
宗
吉
。
名
は
鄭
、
字
は
伯
敏
、
號
を
曇
齋
と
い
ひ
又
絲
漢
堂
と
い
ふ
。
大
阪
の
人
。
費
曆
十
三
年(

一
七
六
三)

生
。
貧
く
て
傘
に
繪
を
描
く 

こ
と
を
業
と
し
て
ゐ
た
が
小
石
元
俊K

其
の
才
能
を
認
め
ら
れ
其
の
後
援
を
以
て
江
戶
に
遊
學
し
大
槻
玄
澤
に
學
ん
だ
。
數
年
の
後
大
阪
に
歸
り
醫
業
を 

開
い
た
。
天
保
七
年(

一
八
三
六)

歿
。

(

二)

『
究
理
原
』
の
硏
究
史
に
つ
い
て
は
本
野
享
氏
「
阿
蘭
陀
始
制
エ
レ
キ
テ
ん
究
理
原
に
つ
い
て
」
權
氣
學
會
雜
誌
第
五
五
卷
第
五
六
西
號
六
三
七i

六 

㈣

〇

頁(

昭
和
十
年
七
月)

參
照
。
此
書
は
大
正
十
四
年
に
出
版
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
近

頃(

昭
和
十
五
年)

橋
本£

齋
先
生
百
年
紀
念
會
か
ら
複 

製
本
及
び
校
訂
本
が
出
版
さ
れ
た
。

『
エ
レ
キ
テ
ル
譯
說
』
は
昭
和
十㈣

年
に
長
濱
重
鹰
氏
に
依
っ
て
發
見
さ
れ
同
じ
會.
か
ら
複
製
出
版
さ
れ
た
。
以
下 

の
記
述
は
此
の
紀
念
會
本
を
テ
キX

ト
と
す
る
。

『
究
理
原
』

は
起
電
機
の
構
造
を
說
き
、

ま
た
之
を
用
ひ
て
行
っ
た
實
驗
を
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
究
理
原
と
い
ふ
が
如
き
題
名
を 

本
邦
に
於
け
る
初
期
の
物
理
學
的
硏
究(

矢
鳥)
 

七
五
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科

學

史

硏

究
 

第

二

號 

七
六 

用

ひ

た

所

以

は

序

文

の

中

に

「
夫
ヱ
レ
キ
テ
ル
は
天
地
の
大
な
る
よ
り
瞿
粟
毫
末
の
小
さ
き
に
至
る
迄
其
理
を
諭
し
、
風
雨
雷
電
地
震
流 

星
等
を
目
の
あ
た
り
に
顯
は
し
掌
中
に
試
み
ら
る
る
事
に
て
咫
尺
の
間
に
ー
小
天
地
を
縮
め
ば
禮
樂
仁
義
道
學
の
羽
翼
と
も
な
し
ぬ
べ
し
、
 

云
々
」

と
言
っ
て
ゐ
る
の
に
も
知
ら
れ
る
や
う
に
電
氣
を
以
て
天
地
間
の
種
々
の
現
象
の
根
源
と
考
へ
た
が
爲
で
あ
る
。
流
星
い
辨
、

地 

震

の

辨

、

ヱ
レ
キ
テ
ル
に
て
五
星
運
行
の
理
を
示
す
圖
說
等
の
條
が
ち
る
の
は
此
の
事
を
具
體
的
に
し
て
ゐ
る
。

そ
れ
ら
は
西
洋
の
書
物 

を
參
考
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、

實
驗
的
事
實
か
ら
類
推
し
た
結
論
と
し
て
之
を
述
べ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
平
賀
源
內
に
は
電
氣
の
硏
究 

•

に
關
す
る
科
學
的
記
述
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
は
本
邦
に
於
け
る
電
氣
の
硏
究
を
記
述
し
た
殆
ん
ど
最
初
の
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。 

西
洋
の
書
物
を
參
考
し
た
の
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
言
へ
ば
、
本

文

第

一

章

の

「
ヱ
レ
キ
テ
ル
の
道
理
を
諭
す
圖
說
」

の
中
に 

「
ボ
イ
ス
に
は 

騎

需

營

鹦

藤

云

々

」

と
あ
り
、

ま

た

同

じ

章

に

「
此

圖

は

璽

貝

の

「
ボ

イ

ス

「
ナ
チ
ウ
ル
等
よ
り
模
し
出
せ 

り
」

と
あ
る
。
前

の

ボ

イ

ス

は

B
u
y
s
"

 
V
o
o
r
d
e
n
b
o
e
k

 
(

前

出)

で
あ
る
。

十
卷
あ
る
百
科
字
典
で
あ
る
。
後

の

ボ

イ

ス

はJ
o
h
a
,

 

n
n
e
s

 

B
u
i
j
s
"

 

N
a
h
i
u
r
k
u
n
d
i
g

 

S
c
h
o
o
l
b
o
e
k

で
あ
ら
う
。

ま

た

「
有
魄
力
の
品
左
に
列
す
是
は
ミ
ュ
ッ
セ
ン
フ
ル
ー
ウ
ク
と
云
人
の
撰 

め
る
處
な
り
」

と
い
ふ
條
が
あ
る
が
、M

u
s
s
c
h
e
n
b
r
o
e
k

の
書
を
直
接
見
た
の
で
な
く
、

ボ
イ
ス
の
記
載
す
る
處
に
據
っ
た
の
で
あ
ら
う
。 

次

に

『
ヱ
レ
キ
テ
ル
譯
說
』.
は
如
何
な
る
も
の
か
と
言
へ
ば
、

こ

れ

は

ボ

イ

ス

の

書(

百
科
字
典
の
方)

か
ら
譯
出
し
た
も
の
で
、
 

『
究
理
原
』

の
土
臺
に
な
っ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

『
譯
說
』

に

あ

る

事

は

殆

ん

ど

全

部

『
究
理
原
』

に
含
ま
れ
て
居
り
、

『
究
理
原
』

に 

は

『
譯
說
』

に
無
い
事
ま
で¢

1

貝
い
て
あ
る
。

の
み
な
ら
ず
、

『
究
理
原
』

は
單
な
る
譯
述
で
な
く
硏
究
的
に

4
!
貝

か
れ
て
居
り
、
『
譯
說
』

の 

內
容
は
そ
の
材
料
と
し
て
使
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。 

・
 

此
等
は
出
版
す
る
積
り
で
あ
っ
た
こ
と
は
序
文
や
跋
文
が
附
け
て
あ
り
出
版
す
る
ば
か
り
に
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
ば
か
り
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で
な
く
、
『
究
理
原
』

は
出
版
を
願
ひ
出
て
許
さ
れ
な
か
っ
た
事
實
も
判
っ
て
ゐ
る
が
、

之
を
果
さ
な
か
っ
た
。

從
っ
て
傳
へ
ら
れ
る
寫 

本
も
甚
だ
少
い
の
で
、

其
の
影
響
力
は
餘
り
大
き
く
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
が
、

『
厚
生
新
編
』

の

中

に

「拟
近
き
文
化
午
未
兩
年
の
頃
浪 

華
の
橋
本
某
と
い
ふ
者
右
ボ
イ
ス
の
著
は
せ
る
圖
說
及
び
某
の
ナ
チ
亠
—

ル
ブ
ッ
ク
等
に
載
す
る
諸
說
を
讀
ん
で
曾
て
聞
け
る
所
に
徵
し
、
 

其
大
體
の
理
を
辨
し
從
っ
て
此
器
に
於
け
る
種
々
の
機
巧
を
發
明
し
た
り
、

云
々
」

と
あ
り
、
當
時
の
有
識
者
の
間
に
知
ら
れ
て
ゐ
た
こ 

と
は
事
實
で
あ
り
、

此
の
種
の
硏
究
の
初
期
の
も
の
と
し
て
深
き
意
義
を
有
す
る
も
の
で
む
る
。

要 

約

以
上
に
記
述
し
た
と
こ
ろ
は
今
我
々
が
考
察
し
て
ゐ
る
時
期
に
屬
す
る
物
理
學
的
硏
究
の
主
要
な
る
も
の
で
あ
る
。

硏
究
者
別
に
し
た 

の
は
未
だ
題
目
別
に
す
る
ほ
ど
硏
究
の
分
野
が
廣
く
な
っ
て
ゐ
な
い
か
ら
で
あ
る
が
、

問
題
別
に
見
れ
ば
力
學
、
電
氣
學
、
磁
氣
學
、
埶
“
 

學
、
光
學
等
に
わ
た
っ
て
ゐ
る
。

力
學
に
於
て
は
ケ
プ
レ
ル
の
法
則
及
び
ー
ー
丄1

ト
ン
の
引
力
の
法
則
に
及
ん
で
ゐ
る
。
電
氣
學
は
勿
論 

靜
電
氣
學
で
あ
り
、

西
洋
の
例
で
言
へ
ば
グ
レ
ーG

r
a
y
)

、

デ
・'

フ

ェ
— (

D
u

 F
a
y
)、

ノ
レ
ー (

N
0
1

一

e
t
)、

フ
ラ
ン
ク
リ
ン(

F
r
a
n
k
l
i
n
)

 

等
の
硏
究
の
と
こ
ろ
を
扱
っ
て
ゐ
る
こ
と
に
な
る
。
熱
學
は
寒
暖
計
の
製
作
の
程
度
で
あ
る
が
、
光
學
は

光

の

屈

折

の
こ

と

が

『
曆
象
新 

書

』

の
中
に
あ
り
、

レ
ー
メ
ル 
(R

u
e
m
e
l
.
)

ブ

ラ

ッ

ド

レ

イ(
B
l
a
d
l
e
y
)

の
名
を
見
る
。

次
に
此
の
時
代
の
科
學
硏
究
は
如
何
な
る
人

 々

が
擔
當
し
て
ゐ
る
か
と
い
へ
ば
、
第

一

に

本

木•

志

筑
•

馬

場

の

如

き

通

詞•

譯
官
の
系
統
が
あ
る
。

志
筑
の
如
き
は
物
理
學
者
と
い
っ 

て
よ
い
く
ら
ゐ
專
門
的
硏
究
に
沒
頭
し
た
の
で
あ
る
が
語
學
方
面
の
硏
究
も
多
く
あ
り
、

一
應
此
の
系
列
に
置
い
て
よ
い
で
あ
ら
う
。

次 

に
所
謂
蘭
學
者
の
系
統
で
前
野
良
澤
、
大
槻
磐
水
、
橋
本
宗
吉
等
が
お
る
。

此
の
系
統
の
人
々
は
醫
學
が
主
で
あ
る
が
、

此
等
の
人
々
は 

本
邦
に
於
け
る
初
期
の
物
理
學
的
硏
究(

矢
島) 

七
七
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科

學

史

硏

究
 

第

二

號 

• 

七
八 

我
々
の
問
題
に
關
係
の
あ
る
こ
と
旣
述
の
通
り
で

あ
る
。(

大

槻

磐

水

は

『
厚
生
新
編
』

の
譯
述
を
通
じ
て
物
理
學
的
科
學
に
關
係
が
あ 

る
。)

次
は
天
文
學
者
の
系
統
で
あ
る
。

し
か
も
そ
れ
は
麻
田
剛
立
を
宗
と
す
る
麻
田
流
の
人
々
で
あ
る
。
高

橋

東

岡•

間
重
富
は
剛
立 

の
門
人
で
あ
り
、
伊
能
忠
敬
は
東
岡
に
學
ん
だ
こ
と
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
本
篇
に
於
て
は
間
重
富
に
つ
い
て
だ
け
述
べ
た
。
奇
才
平
賀 

源
內
の
科
學
者
と
し
て
の
本
領
は
物
產
學
•

本
草
學
に
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

本
篇
は
服
部
報
公
會
よ
り
援
助
を
受
け
て
行
ひ
つ
つ
あ
る
「
本
邦
に
於
け
る
物
理
學
的
科
學
の
發
達
に
關
す
る
硏
究
」
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
。 

こ
こ
に
同
會
に
對
し
深
き
感
謝
の
意
を
表
す
。(

昭
和
十
七
年
三
月)
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初
期
釜
石
製
鐵
史
硏
究
覺
書
に

三

枝
 

博

音

安
政
四
年
に
は
じ
め
て
洋
式
高
爐
に
よ
る
釜
石
開
山
が
創
業
し
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
以
前
に
こ

そ
の
技
術
を
傳
へ
る
文
献
の
確
實
な
る
も
の
が(

少
く
と
も
私
に
は)

未
だ
見
出
さ
れ
な
い
。

從
來
一
般
に
砂
鐵
の
採
取
と
製
鍊
の
技
術 

傳
へ
る
文
献
は
少
く
な
い
。

私
の
讀
ん
だ
も
の
だ
け
で
も
次
の
や
う
な
も
の
が
あ
る
。
『
金
屋
子
緣
記(

起

〉抄

』
五
卷
、
『
鐵
山
秘#

J』

ー
 

『
陶
鐵
』

ー
軸
、
『(

淺

野

藩)

橫
川
鐵
山
略
圖
會
』

一
軸
、
『
鐵
山
略
解
』

近

頃

の

硏

究

に

屬

す

る

も

の

で

は

俵

國

一

氏

編

『
古
來
の
砂
鐵
製
煉
法
』
、

結

城

次

郞•

磯

貝

勇

兩

氏

共

著

『
中
國
地
方
に
於
け
る
砂
卓 

製
鍊
法
の
史
的
硏
究
』
、

工

藤

治

人

述

『
和
鋼
に
就
て
』
等
で
あ
る
。

し
か
し
、

鐵
鑛
山
よ
り
採
掘
の
技
術
並
に
そ
の
鐵
鑛
冶
金
の
こ, 

に
な
る
と
文
献
は
稀
の
や
う
で
あ
る
。
南
部
地
方
で
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
用
語
で
い
へ
ば
、

岩
鈕
鐵
山
に
於
け
る
技
術
を
記
述
す
る
も
の4  

至
っ
て
少
い
。
私
は
先
き
に
釜
石
附
近
の
製
鐵
に
つ
い
て
の
み
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
南
部
全
體
に
つ
い
て
言
へ
ば
、

そ

の
(

生
產
の
亠= 

度
は
と
に
か
く)

製
鐵
の
歷
史
は
古
い
の
で
あ
る
。
森
嘉
兵
衞
氏
の
硏
究
に
よ
る
と
鐵
鑛
山
の
開
發
の
み
で
も
寬
文
三
年
の
栗
林
鐵
山
、

七
九

・
山
田
吉
睦
の
『
古
今
銀
一
、
 

・
冶
備
考
』
の
第
一
册 

J

『
劍
工
秘
傳
志
』
.
三
卷
站
附
錄
一
卷

初
期
釜
石
製
鐵
史
硏
究
覺
書(

三
枝)
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科

學

史

硏

究
 

第

二

號 

- 

A
0
 

正
德
三
年
の
大
槌
鐵
山
、

享
保
十
二
年
の
甲
子
鐵
山
、

文
政
二
年
の
久
古
の
澤
鐵
山
、
嘉
永
二
年
の
釜
石
鐵
山
な
ど
が
あ
る
。

こ
こ
に
あ 

る
嘉
永
二
年
の
釜
石
鐵
山
の
開
發
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
氏
の
硏
究
に
よ
る
と
、

大
橋
に
て
製
鍊
さ
れ
た
も
の
で
、
御
手
山
で
ち
っ
て
、

山 

館
孫
六
、
佐
藤
義
助
が
支
配
人
で

あ
っ
た
。

そ
し
て
嘉
永
六
年
に
一
揆
の
た
め
に
破
壞
さ
れ
た
と
い
ふ
こ
と
で

あ
る
。
前
述
し
た
如
く 

『
釜
石
四
近
鐵
床
地
質
調
査
報
文
』(

甥

・
)
 

に
よ
る
と
、
嘉

、氷
六
年
に
鈴
木
ハ
彌
、

山
崎
孫
左
衞
門
、
菊
地
長
藏
の
三
人
が
鑛
爐
を
設 

立

し

た

が

「
毫
も
銃
鐵
を
得
ず
し
て
終
に
停
止
し
た
り
」
と
い
ふ
の
で
ち
る
か
ら
、
右
の
嘉
永
二
年
の
釜
石
鐵
山
の
開
發
と
い
ふ
も
、
果 

し
て
ど
の
位
の
成
果
を
あ
げ
た
か
そ
の
點
心
細
い
。
尙
、

そ
の
開
發
に
於
け
る
技
術
の
こ
と
を
傳
へ
得
る
も
の
が
あ
る
か
否
か
、

こ
の
點 

尙
硏
究
を
待
た
ね
ば
な
ら
ぬ
が
困
難
な
仕
事
で
あ
る
。
今
の
と
こ
ろ
で
は
、
右

の

『
調
査
報
文
』

に
見
え
て
ゐ
た
や
う
に
、
爐
の
高
さ
は 

三
尺
位
で
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
、

日
本
吹
子
を
以
て
試
驗
し
た
と
い
ふ
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
洋
式
高
爐
を
用
ひ
る
以
前
に
於 

け
る
釜
石
附
近
で
の
鐵
製
鍊
技
術
に
就
い
て
は
、
後
考
を
待
つ
こ
と
と
し
た
い
。

さ
て
、
謂
ふ
と
こ
ろ
の
洋
式
高
爐
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
ど
う
い
ふ
樣
式
の
も
の
で
あ
っ
た
か
。

そ
れ
を
知
る
一
つ
の
方
法
は
、

そ
の
洋 

式
高
爐
構
築
の
一
切
の
指
導
は
ど
う
い
ふ
技
術
書
に
依
っ
た
か
を
考
へ
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
技
術
者
の
代
表
と
目
せ
ら
れ
る
者
は
前 

記
大
島
高
任
で
あ
る
。

高

任

は

水
戶
の
反
射
爐
構
築
に
は
ヒ
ュ
ゲ
エ
ー
ー
ン(

H
u
g
u
e
n
i
n
)

の

『
ラ
イ
ク
國
立
鑄
造
所
に
於
け
る
鑄
造
法
』 

(

にH
e
t

 G
i
e
f
w
e
z
e
n

 i
n
、S
R
i

 j
k
s

 J
j
z
e
l
r
G
e
s
c
h

s-g
i
e
f
e
l

d:
二e  L

u
i
k

 ゝ1
8
2
6
.
)

を
用
ひ
た
の 
で
あ
る0

高
任
の 
記
錄
で
は
、
「
ヒ
ュ
ギ
ュ
ー 

エ
ニ
ン
の
鐵
煩
鑄
造
篇
」
と
あ
る
と
こ
ろ
の
璽
日
で
あ
る
。

こ
の
書
は
反
射
爐
の
み
で
な
く
銃
鐵
製
鍊
の
た
め
の
い
は
ゆ
る
鎔
鑛
爐
の
指

80



導
も
さ
れ
て
ゐ
る
。

水
戶
の
反
射
爐
が
、

こ
の
技
術#
!

に
導
か
れ
て
ゐ
る
以
上
、
水
戶
で
の
鑄
砲
事
業
の
た
め
の
銃
鐵
供
給
を
一
つ
の
目 

的
と
し
て
始
ま
っ
た
釜
石
で
の
製
鐵
開
始
に
當
っ
て
、
同

じ

ヒ

：ゲ
'
'  

ー
ー
ン
の
右
の#
!

が
役
立
っ
た
で
あ
ら
う
こ
と
は
容
易
に
考
へ
ら
れ 

る
。
然
る
に
、
南

部

大

橋(

髭

爲

篇

眾

蕙

其
)

で
鎔
鑛
爐
が
造
ら
れ
る
に
當
っ
て
は
更
に
別
の
技
術
書
が
使
用
さ
れ
て
ゐ
た
ら 

し
い
。

そ
れ
は
、
佐
久
間
貞
介
及
び
高
任
の
當
時
の
手
紙
よ
っ
て
、
『
コ
ン
ス
ト
ウ
・1

ル
』
と

い
ふ
書
物
並
に
『
イ
ハ
イ
』(

阳 d

at
も)
 

と
い
ふ
書
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
高

任

の

手

紙

の

文

に

は

「
高
爐
築
立
方
燒
石
炭
製
法
方
等
之
儀
に
付
き
イ
ハ
イ
と
申 

す

並

に

コ

ン

ス

ト

ウ

・
 

—

ル
と
申
す̂

¢¢1」

と
い
ふ
こ
と
が
見
え
て
ゐ
る
と
こ
ろ
よ
り
、
高
爐
の
築
き
方
か
ら
コ
ー
ク
ス
の
製
法
ま 

で
叙
述
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
知
ら
れ
る
。

ヒ
ュ
ゲ
ニ
ー
ー
シ
の
『
鑄
造
篇
』

の
う
ち
に
も
高
爐
の
築
造
の
こ
と
や
燒
石
炭
の
こ
と
も
記
さ
れ 

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
高
爐
の
圖
も
あ
り
、
圖
解
も
な
さ
れ
て
ゐ
る
。

け
れ
ど
も
、

こ

の
書
は
大
砲
鑄
造•

鑽

孔
•

砲
丸
製
造
の
技
術
を
述 

べ
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
ゐ
る
點
か
ら
み
て
、
『
コ
ン
ス
ト
ウ
・
—

ル
』

並

に

『
イ
ハ
イ
』

な
る
呼
び
名
の
書
物
は
、
實
際
に
高
爐
の
築 

き
方
か
ら
、
鑛
石
鎔
鍊
の
一
切
を
指
導
し
た
書
と
思
は
れ
る
。
前

者

は

『
コ
ン
ス
ト
ウ
・
—
ル
デ
ン
ブ
ー
ク
』
と
思
は
れ
る
。

こ
の
書
は 

未
見
で
あ
る
が
、
架
藏
さ
れ
て
あ
る
と
こ
ろ
は
あ
る
。
後
日
の
硏
究
に
ゆ
づ
る
。

そ
こ
で
、

い
は
ゆ
る
洋
式
高
爐
で
の
製
鐵
が
ど
う
い
ふ 

も
の
で
あ
っ
た
か
を
知
る
に
は
、
高
爐
が
大
橋
に
築
か
れ
た
後
の
技
術
の
全
體
を
窺
ふ
に
足
る
現
存
資
料
か
ら
推
定
す
る
外
、
他
に
方
法 

が
な
い
。 

•

三

こ
こ
で
西
洋
で
の
當
時
の
製
鐵
技
術
の
發
達
程
度
を
瞥
見
し
て
置
く
こ
と
は
無
用
で
は
な
い
。
釜
石
鐵

山

創

業
は

安

政

三

年(

西

紀
• 

初
期
釜
石
製
鐵
史
硏
究
覺
書(

三
枝)
 

A
-
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科

學

史

硏

究
 

第

二

號
 

バ
ニ 

ー
八
五
六
年)

と
す
れ
ば
こ
の
年
は
、

西
沬
で
一
七
六
、

七
〇
年
以
後
に
專
ら

行
は
れ
て

ゐ
た
攪
拌
法(

パ
ッ
ド
ル
法)

が
改
め
ら
れ
、
 

ヘ
ン
リ•

ベ
ッ
セ
マ
に
よ
っ
て
い
は
ゆ
る
ベ
ッ
セ
マ
法
が
確
立
さ
れ
た
一
八
五
五
年
の
翌
年
に
當
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
製
鐵
技
術
と 

し
て
は
ま
だ
パ
ッ
ド
ル
法
の
時
代
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

パ

ッ

ド

ル

法(

攪
き
ま
ぜ
る
方
法)

は
、

木
炭
を
燃
料
と
す
る
こ
と
の
代
り
に 

石
炭
を
用
ひ
は
じ
め
、

大
量
の
鐵
製
出
を
考
へ
出
し
た
時
に
工
夫
さ
れ
る
必
然
性
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
方
法
の
發
明
者
は
ヘ
ン

• 

- 

(4)

リ•

コ
コ
・
卜(

一
七
四〇—

一
八
〇
〇
年)

で
あ
る
。

石
炭(

窯

蠶

蠢

驚

め
)

が
コ
ー
ク
ス
と
爐
の
中
で
接
觸
す
る
と
き
、
硫
黃
が 

多
分
に
鐵
の
中
に
入
り
鐵
が
も
ろ
く
な
る
の
で
、

こ
の
缺
點
を
除
く
た
め
に
考
へ
つ
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

い
ふ
ま
で
も
な
く
こ
の
方
法 

で
製
出
さ
れ
る
も
の
は
銃
鐵
で
あ
っ
た
。
は

が

ね
(

鋼)

も

こ

の

方

法

で

得

ら

れ

た

が(

翼

藤

0

)

、
今
日
の
や
う
に
鎔
鑛
爐
で
ま
づ 

專
ら
銃
鐵
を
作
り
、

こ
れ
を
更
に
材
料
と
し
て
平
爐
そ
の
他
で
鋼
を
製
出
す
る
や
う
に
、

必
ず
所
期
の
鋼
を
得
る
と
い
ふ
こ
と
は
で
き
な 

か
っ
た
。

さ
う
い
ふ
點
、

わ

が

國
の
砂
鐵
製
鍊

に

於
け

る

銃
と

鍋(

は
が
ね)

と
の
關
係
に
だ
い
た
い
似
て
ゐ
る
。

さ
て
、

そ
の
鎔
鑛
爐 

で
あ
る
が
、

不
完
全
な
も
の
と
し
て
は
十
八
世
紀
の
半
頃
か
ら
英
國
に
は
す
で
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
た
。

し
か
し
、
鎔
鑛
爐
が
今
日
の
や
う

な
用
途
に
つ
き
は
じ
め
た
の
は
ジ
・"

ン•

ウ

ィ

ル

キ

ン

ソ

ン(

一
七
二
八
—

一
ハ
〇
ハ
年)

の
工
夫
發
明
に
よ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し 

て
も
、
鎔
鑛
爐
技
術
が
理
論
の
基
礎
を
得
、

且
っ
そ
の
實
際
と
理
論
と
の
統
一
が
一
つ
の
技
術
指
導
書
の
か
た
ち
に
形
成
さ
れ
る
ま
で
に

來
な
け
れ
ば
、
鎔
鑛
爐
技
術
が
、

一
般
に
普
及
さ
れ
は
し
な
い
。

こ
れ
を
成
し
遂
げ
た
の
が
、
獨

逸

人

の

カ
ー

ル•

ヨ
ハ
ン
・
ベ
ル
シ
ハ

ル
ト
•

カ

ル

ス

テ

ン(

一
七
八
二
— 

一
八
五
三
年)

で
あ
る
。

大

島

高

任

ら

が

用

ひ

た

『
鐵
煩
鑄
造
篇
』

の

著

者

ヒ

：
ゲ
ニ
ー
ー
ン
も
カ
ル
ス
テ
ン
の
說
を
屢
々
擧
げ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

の
み
な
ら
ず
、
鎔
鑛
爐
技
術
は
カ
ル
ス
テ
ン
に
負
ふ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。
前

述

の

『
コ
ン
ス
ト
ウ
・
—

ル
』

や

『
イ
ハ
イ
』

な
る
技
術
指
導¢
!

が
內
容
上
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
不
明
で
あ
る
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か
ら"

日
本
で
の
最
初
の
鎔
鑛
爐
に
よ
る
銃
鐵
製
出
は
カ
ル
ス
テ
ン
に
導
か
れ
た
と
斷
言
は
で
き
な
い
が
、

カ
ル
ス
テ
ン
の
西
洋
の
製
鐵 

史
の
位
置
か
ら
し
て
、

だ
い
た
い
カ
ル
ス
テ
ン
に
導
か
れ
た
も
の
と
推
定
は
し
て
よ
い
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。 

そ
こ
で
私
た
ち
の
問
題
は
、
實
際
に
釜
石
に
築
か
れ
た
高
爐
味
ど
う
い
ふ
も
の
で
あ
っ
た
か
を
考
へ
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
 

そ
れ
に
先
き
だ
っ
て
、

ヒ
ュ
ゲ
ニ
ー
ー
ン
の
『
鐵
煩
鑄
造
篇
』

の
中
の
鎔
鑛
爐
の
構
造
や
圖
解
等
を
一
應
こ
こ
に
紹
介
す
べ
き
で
あ
る
が
、
 

そ

れ

は

私

の

編

纂

し
て

ゐ

る

『
日
本
科
學
古
典
全
書
』
第

九

卷

收

載

『
鐵
煩
鑄
造
篇
』

の
解
說
(

二
九
六
頁)

、
本
文
の
卷
の
一
の
と
こ
ろ 

を
參
照
し
て
も
ら
へ
ば
よ
い
の
で
、

こ
こ
に
は
省
略
す
る
こ
と
に
す
る
。

四

最
初
ま
づ
高
爐
は
大
橋
に
築
か
れ
た
。

そ
の
位
置
は
前
號
所
揭
第2

圖
の
う
ち
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
高
爐
の
大
た
い
の
こ
と
で
あ
る
が
ー 

安
政
四
年
十
二
月
佐
久
間
貞
介
が
水
戶

へ
の
報
吿

の
手
紙
に
は
、

「
ー
、
高
爐
は
高
三
丈
位
に
て
大
半
石
に
て
築
立
、

水
車
に
て
風
を
吹 

入
れ
候
由
。

一
、

其
流
下
に
て
水
車
有
之
岩
鐵
碎
候
場
所
有
之
。
」

と
あ
る
。

第1

圖
は
大
島
家
所
藏
に
か
か
る
も
の
で
第
一
高
爐
を
寫 

し
た
部
分
を
こ
こ
に
擧
げ
た
の
で
あ
る
。
同
じ
圖
の
中
に
第
二
座
第
三
座
の
高
爐
も
描
か
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
慶
應
以
後
に
於
て
描
か
れ
た 

も
の
で
あ
ら
う
。

火

入

れ

は

ぶ

で

あ

っ

た

か

。

そ
れ
は
同
じ
く
十
二
月
十
二
日
附
の
中
野
大
介(

孩

常

蠶

鑒

縣

静

藩
)

の
手
紙 

に

「
當
山
岩
鐵
吹
方
高
爐
ふ
し
ん
も
漸
去
月
廿
九
日
追
々
出
來
榮
仕
當
月
朔
日
よ
り
火
入
吹
初
候
」
と
あ
る
。

だ
か
ら
、
火
入
は
安
政
四 

年
十
二
月
一
日
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、

し
か
し
鐵
製
煉
が
實
際
に
成
績
を
あ
げ
得
た
の
は
安
政
五
年©

五
、

六
月
頃
か
ら
で
あ
る 

そ
れ
を
述
べ
る
に
先
き
だ
ち
尙
續
い
て
鎔
鑛
爐
の
形
狀
を
考
へ
て
み
た
い
。
前

述

の

手

紙

に

高

さ

が

「
三
丈
位
」
と
あ
る
が
、

こ
れ
は
素 

初
期
釜
石
製
鐵
史
硏
究
覺
書(

三
枝) 

ハ
三
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科

學

史

硏

究
 

第

二

號 

入
六 

人
が
眼
で
見
て
の
報
吿
で
あ
る
。
淸

岡

澄
と

い
ふ

人(

鬆

は

簇

隅

鶉

を
)

は

『
鐵
鑛
山
之

ES
の

中

で

「
其

形

層;

し
て
高
き
こ
と 

凡
そ
三
十
尺
」

と
言
っ
て
ゐ
る
が
、

こ
れ
も
同
例
で
あ
ら
う
。

エ

學

博

士

中

田

義

算

氏

は

『
洋
式
高
爐
の
輸
入
と
大
島
高
任
先
生
ッ
と
い 

ふ
文
の
中
で
、

「
古
考
の
記
憶
其
他
」

に
據
っ
て
記
さ
れ
て
ゐ
る
處
に
よ
る
と
、

最

初

に

で

き

た

高

爐(

壹
番
高
爐)

の
高
さ
は
、
貳
丈 

で
あ
っ
た
と
言
っ
て
ゐ
る
。
序
で

あ

る
が

屋

形
の
長
さ
四
間
で

橫
は

三
間
で

あ
っ
た
と

い
ふ
こ

と
で

あ
る
。

と
こ
ろ
が
、

『
大
島
高
任 

行

實

』

に
載
っ
て
ゐ
る
或
る
圖(

谿
舷
圖)

に
は
高
さ
一
一
十
二
尺
と
あ
る
。

さ
て
、

明
治
十
五
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

エ
學
士
桑 

原

政

の

『
釜
石
鑛
山
景
況
報
吿
『

に

は

「
舊
製
礦
法
」

と
い
ふ
見
出
し
で
次
の
如
く
書
れ
て
ゐ
る
。
「
曾
テ
大
橋
ー
ー
於
テ
營
業
セ
ル
製
礦 

法
ヲ
尋
ヌ
ル
ー
一
其
鑛
爐
ハ
古
風
ノ
歐
洲
形
ヲ
模
擬
ス
ル
モ
ノ
ー
ー
シ
テ
其
高
サ
ニ
丈
六
尺
上
部
ノ
直
徑
三
尺
六
寸
中
部
ノ
直
徑
五
尺
六
寸
底 

部
ノ
直
徑
二
尺
五
寸
ノ
モ
ノ 

ー
ー
シ
テ
、
內
部
八
白
煉
化
石
ヲ
以
テ
圓
形
一
一
積
ミ
立
テ
外
部
ハ
花
崗
石
ヲ
以
テ
四
角
形
一
ー
積
ミ
立
〔
ツ
〕
。
」 

更

に

も

う

ー

つ

『
大
島
高
任
行
實
』

の
著
者
が
擧
げ
て
ゐ
る
大
橋
高
爐
の

HS
な
る
も
の
が
あ
る
。(

縛
胛
圖)

そ
れ
で
見
る
と
、
高
爐
の
寸 

法

が

右

の

『
報
吿
』
中
に
あ
る
そ
れ
と
相
違
す
る
。

そ
こ
で
、
相
違
す
る
や
う
に
見
え
る
の
は
、
高
爐
が
何
座
も
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い 

か
、

と
い
ふ
不
審
が
起
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
高
爐
は
大
橋
に
最
初
作
ら
れ
た
も
の
で
、
後
に
記
す
や
う
に
大
橋
の
高
爐
第
二
座
第
三
座 

の
築
立
は
後
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
右
の
如
く
寸
法
に
相
違
が
あ
る
に
し
て
も
、

い
づ
れ
も
大
橋
の
第
一
高
爐
の
こ
と
を
言
っ
て
ゐ
る
も 

の
と
思
は
れ
る
。

い
づ
れ
も
古
老
の
話
に
據
る

-i
こ
ろ
が
多
い
の
で
あ
る
か
ら
、

多
少
の
寸
法
上
の
報
吿
の
相
違
が
あ
る
の
は
止
む
を
得 

ぬ
と
思
は
れ
る
。

高
さ
の
み
で
な
く
、

そ
の
他
の
寸
法
に
於
て
も
記
錄
が
幾
分
相
違
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
爐
の
內
部
で
あ
る
が
、
白
煉 

化

と

い

ふ

の

は

『
報
吿
』

と
圖
の
書
き
入
れ
と
一
致
し
て
ゐ
る
。
爐
の
外
側
で
あ
る
が
、

『
報
吿
』

の
方
は
花
崗
石
と
な
っ
て
ゐ
る
が
、
 

右

の

圖

に

は

「
ア
マ
石
」

と
な
っ
て
ゐ
る
。

ア
マ
石
又
は
甘
石
と

呼
ば
れ

る
石
は

『
雲
根
志
』
、
『
物
類
品
疇
』

『
本
草
綱
目
啓
蒙
』
、
『
經
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科

學

史

硏

究
 

第

二

號 

A
A
 

濟
要
錄
』
、3

醤

醫

方

名

物

考

』

な
ぞ
に
は
出
て
ゐ
な
い
。

「
爐
甘
石
」

な
る
も
の
は
、

こ
れ
ら
の
大
抵
の
書
物
に
出
て
ゐ
る
。

爐
甘
石 

な

ら

ば

『
天
工
開
物
』

に
も
出
て
ゐ
る
。

こ
れ
は
燒
け
ば
堅
牢
の
も
の
で
あ
る
や
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
爐
の
外
側
が
花
崗
岩
で
あ
っ
た 

こ
と
は
、
中
田
義
算
氏
の
文
の
中
に
も
あ
る
。

「
外
部
は
花
崗
岩
を
以
て
造
り
內
部
は
耐
火
煉
瓦
を
以
て
す
。
」

と
。

さ
う
し
て
み
る
と
、
 

外
部
が
花
崗
岩
で
で
き
て
ゐ
た
こ
と
は
間
違
ひ
な
い
と
す
れ
ば
、

「
ア
マ
石
」
と
は
花
崗
岩
の
方
言
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
と
も
考
へ
ら 

れ
な
い
こ
と
は
な
い
。
軟
岩
と
書
い
て
あ
ま
い
し
と
訓
ま
せ
て
ゐ
る
の
は
、

『
經
濟
要
錄
』

に
も
見
え
て
ゐ
る
。
护
ざ
い
い
は
尙
考
へ
ね 

ば
な
ら
な
い
。

五

高
爐
は
大
橋
に
第
二
座
第
三
座
が
築
か
れ
た
の
み
で
な
く
、
橋
野
に
も
築
か
れ
た
。

大
橋
に
橋
野
を
も
加
へ
て
釜
石
鐵
山
と
呼
ん
で
ゐ 

る
の
で
あ
る
。

橋

野

村

の

位

置

は

本

誌

前

號

の

「
大
橋
の
鑛
山
稼
場
及
其
附
近
の
圖
」

に
よ
っ
て
だ
い
走
い
わ
か
る
。
橋
野
に
で
き
た
の 

は
い
つ
頃
か
と
い
ふ
と
、
安
政
五
年
の
五
月
に
は
築
き
立
て
成
就
し
て
ゐ
た
や
う
で
あ
る
。

で
は
、
大
橋
の
第
二
座
以
後
は
い
つ
頃
で
き 

た
か
。

又
、
大
橋
と
橋
野
、
其
他
つ
ま
り
釜
石
鐵
山
全
體
と
し
て
は
幾
座
で
き
た
の
で
あ
る
か
。

ま
づ
、
大
橋
で
の
增
築
は
二
座
で
あ
る 

が
、

こ
の
第
二
第
三
座
は
橋
野
よ
り
も
遲
れ
萬
延
二
年
で
あ
っ
た
。

『
大
島
高
任
行
實
』

に

所

收

の

「
雜
書
中
よ
り
」

と
あ
る
と
こ
ろ
に
、
 

「
萬
延
一
ー
酉
年
鎔
鑛
爐
二
座
築
立
都
合
參
座
に
て
取
行
候
」

と
い
ふ
文
が
見
え
て
ゐ
る
。

又
、

甲

子

村
(

哄
痛
爲
汀
村)

よ
り
岩
手
縣
廳 

へ

提

出

し

た

『
大
橋
鑛
山
濫
觴
』(

tsM

sg
gg
另
』
『
?|3

蹩
)

の

中

に

「
萬

延

元

年
.a

酉
年
、
高
爐
貳
座
築
立
、
家
藏
並
長
屋
取 

立
、
數
人
召
抱
、
職
人
共
住
居
申
出
、

器
械
等
取
揃
、
瞼
咀
の
場
處
之
牛
馬
等
通
路
伐
開
、
炭
釜
旗
剪
小
屋
に
至
迄
略
成
就
致
候
」

と
あ

88



る

。
で
、

第

二
•

第
三
の
二
座
の
增
築
ば
鳶
延
二
年
と
確
定
で
き
る
。
次
に
、
橋
野
に
・
は
い
つ
で
き
た
か
。

又
、
橋
野
以
、外
に
は
で
き
な 

か
っ
た
か
。

そ
れ
に
就
い
て
、•
中

田

養

氏

は

「
漸
を
追
ふ
て
橋
野
に
三
座
、
佐
比
內
(

靑
木
の

事)

に
ー
ー
座
、
合
せ
て
五
座
の
高
爐
を 

加
へ
、
總
計
ハ
座
の
洋
式
高
爐
を
此
地
方
に
發
見
す
る
に
至
り
」

と
記
し
て
ゐ
る
。
佐
比
內
は
大
橋
か
ら
西
方
に
當
り
、
今
の
釜
石
線
で 

は
遠
野
驛
に
近
い
の
で
ば
な
い
か
と
思
は
れ
る
。

さ
て
、
橋
野
と
遠
野
と
に
築
か
れ
た
高
爐
の
年
月
の
據
る
べ
き
資
料
は
中
田
氏
の
文
に 

は
出
て
ゐ
な
い
が
、

明
治
二
十
五

年

三

月

の

官

報

所

載

の

『
釜
石
四
近
鐵
鑛
床
調
』
(

理
學
士
大
塚
專
ー)
-

の
中
に
ヨ
文
久
三
年
、
近
江 

の
人
平
田
久
兵
衞
な
る
も
の
、
佐
比
內
を
引
受
け
鑛
爐
を
增
築
し
、

元

治

元

年

同

所

に

於
て

鈿
鐵
を

鑄
造
し
た
り
と
ご
と

あ
る
の
が

、
 

注
意
せ
ら
れ
る
。

こ
こ
に
は
一
座
と
の
み
あ
る
が
、
前

揭

り

『
鐵
鑛
山
之
記
』

に

は

「
遠
野
佐
比
內
に
爐
を
築
か
ん
と
予
に
議
す
者
あ
り
。 

:
:

予
諾
し
、
此
に
二
座
を
築
く
」

と
あ
る
か
ら
、
や
は
り
佐
比
內
に
二
座
で
き
た
の
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。

そ

の-
年

は

『
記
』
の
年
月
か 

ら
み
て
厲
延
元
年
で
あ
る
。

橋
野
の
三
座
築
き
立
て
の
年
月
は
明
瞭
で
な
い
。
萬
延
元
年
七
月
ど

あ
る
前
述
の
『
鐵
鑛
山
之
記
』

の
中
に 

「
本
山
と
云
ふ
は
遠
野
と
橋
野
と
大
橋
と
の
三
界
に
し
て
、
橋
野
に
は
其
鐵
鑛
な.
く
遠
野
に
在
り
、
而
し
て

大
橋
側
に
多
く
產
出
す
。

予 

が
同
門
、

田
鎖
仲
と
云
者
予
に
謀
る
に
橋
野
に
高
爐
を
築
か
ん
と
云
、

吾
師 

缺

色
 

も
同
意
す
」

と
書
か
れ
て
ゐ
る
。

こ
れ
で
み
る
と
、
 

萬
延
元
年
七
月
に
は
、

ま
だ
橋
野
に
は
爐
の
築
立
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

・
し
か
し
、-
安
政
五
年
か
も
六
年
の
頃K

大
島
高
任
が-
橋
野 

へ
高
爐
築
立
の
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
を
證
す
る
手
馆

殘
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
資
料
で
は
、
高
爐
の
數
は
わ
か
ら
な
い
。 

し
か
し
、

と
に
か
く
、

以
上
で
大
橋
に
三
座
、

遠
野
に
二
座
、

そ

れ

か

ら

橋

野

に

三

座(

あ
っ
た
と
す
れ
ば)

合
計
ハ
座
が
築
か
れ
た
こ

ノ 

(
16)

と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、

明

治

二

十

一

年

に

完

成

し
て

ゐ

る

『
エ
部
省
沿
革
報
吿
』•
を
見
る
と
、
總
計
十
座
あ
っ
た
こ
と
に
ー
な
っ
て
ゐ
る
。 

そ
の
記
述
の
あ
る
箇
所
の
前
後
を
も
引
用
し
ゝ
以
主
私
が
述
べ
來
っ
た
こ
と
と
の
相
違
を
も
明
ら
か
に
し
て
置
き
た
い
。

- 

初
期
釜B

製
鐵
史
硏
究
覺
書
・S

一
枝) 

ハ
九
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「
釜
石
鑛
山
ハ
鐵
鑛
ー
ー
シ
テ
岩
手
縣
下
閉
伊
郡
甲
子
村
字
大
橋
山
久
沙
子
澤
ノ
源
流
ニ
在
ル
所
ノ
鐵
鑛
山
、
同
橋
野
村
鐵
鑛
山
、
佐
比
內 

村
鎌
ケ
峰
鐵
鑛
山
及
ビ
栗
林
鐵
鑛
山
ノ
總
稱
ニ
シ
テ
古
來
、

土
俗
其
鑛
石
ヲ
磁
石
ト•
稱
セ
リ
。

而
シ
デ
ソ
ノ
鐵
鋼
タ
ル
ヲ
發
見
い
シ
ハ
實 

ー
ー
盛
岡
ノ
藩
士
大
島
陶
藏 

俸
瞬マ

 

ー
ー
シ
テ
嘉
永
年
間
ソ
ノ
藩
書
部
氏
一
一
禀
白
ス
ル
ニ®

ス
。
後
チ
安
政
元
年
盛
岡
ノ
商
原
善
五
郞
陶
藏 

ト

謀
テ

藩

主

，ー
ー
謂
ヒ
之
ヲ
試
掘
シ
テ
熟
鐵
數
塊
ヲ
得
。
同
三
年
三
月
南
部
氏
陶
藏
ヲ
大
橋
山
ー
ー
遣
り
、
其
採
鑛
ノ
業
ヲ
監
督
・
セ
シ
ム
。
偶 

善
五
郎
資
金
竭
盡
シ
テ
ソ
ノ
業
ヲ
續
ク
能
ハ
ズ
。

此
ニ
於
テ
陶
藏
閉
伊
郡
ノ
士
貫
洞
瀨
左
衞
門
小
川
總
右
衞
門
ー
ー
勸
諭
、ン
テ
行
業
主
ト
ナ 

シ
、
自
ラ
技
長
ト
爲
リ
テ
開
採
セ
ン
コ
ト
ヲ
藩
主
一
一
請
ヒ
、

四
年
三
月
相
率
ヰ
テ
大
橋
二
到
り
ゝ
鎔
鐵
場
ヲ
占
メ
、
屋
舍
ヲ
築
キ
、
煉
瓦 

石
ヲ
輸
シ
テ
高
爐
地
形
ヲ
築
造
シ
、
機
械
ヲ
裝
置
シ
、

ソ•
ノ
十
二
月
始
メ
テ
誠
吹
シ
テ
、

生
鐵
ヲ
得
。
慶

應

年

間-
一
至
り
高
爐
三
座
ヲ
以 

テ
鎔
解
採
製
ス
ル
コ
ト
壹
座
一
日
凡
ソ
千
貫
目
ー
ー
至
ル
ト
云
。
同
郡
橋
野
岩
鐵
山
ハ
安
政
五
年
南
部
氏
ソ
ノ
藩
士
某
ー
一
命
ジ
、

大
橋
鐵
山 

ノ
法
方
工
傲
ヒ
、
之
ヲ
開
堀
製
煉
セ
シ
ム
ル
所
、

而
シ
テ
慶
應
年
間
二
及
ン
デ
高
爐
ノ
數
、
大
橋
ー
ー
三
座
、
橋
野
ー
ニ
ニ
座
、
佐
比
內

ニ
ニ 

座
、•
栗
林
ー
ニ
座
、

一
ノ
渡
ー
ー
ー
座
、
總
計
拾
座
ア
リ
テ
交
々
鎔
解
セ
リ
。

明
治
ノ
初
メ
皆
ソ
ノ
業
ヲ
廢
ス
。
」 

右
の
引
用
文
の
う
ち
、
私

が

、
、
ヽ
な
る
傍
點
を
打
っ
て
ゐ
る
箇
所
は
事
實
と
相
違
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
ら
れ
、

〇
。
。
ゐ
る 

傍
點
を
打
っ
て
ゐ
る
箇
所
は
、

そ
の
決
定
は
後
考
に
待
つ
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
ら
れ
る
。
鐵
鋼
發
見
を
高
任
に
し
て
し
ま
う
の 

は
問
題
で
あ
る
。

又
、
安
政
元
年
ね
高
任
が
大
橋
で
試
掘
し
て
熟
鐵
數
塊
を
得
た
と
い
ふ
の
も
、.
安
政
元
年
は
水
戶
反
射
爐
の
創
業
の
た 

め
に
沒
頭
し
て
ゐ
た
年
と
思
は
れ
、

こ
の
年
の
大
橋
の
試
掘
は
疑
問
と
さ
れ
て
よ
い
。
次
に
、
問
題
の
高
爐
總
計
十
座
で
あ
る
が
、

こ
れ 

に
は
栗
林
に
一
座
で
き
」

の
渡
に
も
又
一•

座
で
き
た
と
い
ふ
全
く
別
の
箇
所
の
高
爐
築
立
が
加
っ
て
ゐ
る
。
私
が
こ
れ
ま
で
に
擧
げ
た
諸 

<

料
に
は
、

栗

林

と

一

の

披

の

こ

と

は

現

は

れ

て

ゐ

な

い

.0
こ
れ
も
亦
後
の
考
察
に
委
ね
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
で
、
果
林
と
一
の
瀨
に
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二
座
あ
っ
た
と
い
ふ
の
を
、
除
く
と
、
高
爐
築
立
は
次
の
如
く.
に
な
る
。

大
橋
第
二
座
以
後
は
年
月
が
は
っ
き
り
し
な
い
。

合
橋 

野 

第

大

橋

大

橋

大

橋
場

第 第 第

計

5 座 座 座
所

八 二 = 一 一

座 

の 

數

築
立
工
事
竣
工
年
月 

火 

入 

安

政

四

年

十

一

月 

同
十
二
月
一
日

(

慶
應?
)

(

同

上
)

橋
野
其
他
の
高
爐
の
大
き
さ
で
あ
る
が
、

諸
資
料
中
ま
だ
明
記
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
が
見
出
さ
れ
な
い
。

中
田
義
算
氏
は
旣
述
の
文
の
中 

で
、
大
橋
の
第
二
、
第
三
座
は
夫
々
一
丈
八
尺
で
あ
り
、
第
一
座
の
銃
出
場
は

長
さ
六
間
半
橫
四
間(

壹

棟)

で
あ
り
、
第
二
座
の
そ
れ 

は

長

さ

六

間

半

橫

四

間(

壹

楝)
、

第

三

座

の

方

よ

長

さ

七

間

半

橫

五

間(

壹

棟)

で
あ
っ
た
と
、

記
さ
れ
て
ゐ
る
。

〇
前
號
所
載(

一)

へ
の
補
遺

(

こ 

の
二
の
と
こ
ろ
に
附
し
て
あ
る
註
の
番
號
に
相
當
す
る
註
を
書
き
落
し
た
の
で
、
次
に
記
し
て
置
く
。

『
釜
石
鑛
山
景
況
報
臥 

は
、
『
工
學
叢
誌
』
第
十
卷
に
收
載
。

『
釜
石
鑛
山
精
礦
の
景
況
』
は
、
『
工
學
叢
誌
』
第
六
卷
に
收
載
。

『
釜
石
鐵
道
の
記
』
は
、
『
工
學
叢
誌
』
第
八
卷
に
收
載
<>

〇
本
號
所
載(

二)

へ
の
註

(
1
)

森
嘉
兵
衞
氏
の
硏
究
論
文
『
陸
鐵
山
業
の
硏
究
』!
!

近
世
鑛
山
村
落
の
社
會
經
濟
史
的
硏
究!
!

。(

『
社
會
經
濟
史
硏
究
』
第
七
卷
第
十
號
第
一 

初
期
釜
石
製
鐵
史
硏
究
覺
書(

三
枝)
 

九
一
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九
二

號
所
載
。

(
2
)
 

前
揭
佐
久
間
貞
介
『
反
射
爐
製
造
秘
記
』
坤
卷
に
收
錄
。

(
3
)
 

高
爐
と
い
ふ
文
字
は
當
時
頻
り
に
用
ひ
ら
れ
た
。
水
戶
の
反
射
爐
築
造
を
め
ぐ
る
人
々
の
間
で
は
、
は
じ
め
は
「
釜
」、
「
高
釜
」
な
ど
の
語
も
用
ひ 

ら
れ
た
。
こ
れ
ら
は
反
射
爐
を
も
言
ひ
高
爐
を
も
指
し
た
て
あ
ら
う
。
さ
て
、
高
爐
な
る
言
葉
で
あ
る
が
日
本
で
は
こ
の
語
と
熔
礦
爐
な
る
語
と
が
併
用 

さ
れ
て
ゐ
た
。(

熔
•

鎔
•

礦•

鑛
等
の
組
合
せ
あ
り
、
用
字
甚
だ
繁
瑣
で
あ
る)

。
今
日
で
は
高
爐
な
る
言
葉
は
製
鋼
の
た
め
の
反
射
爐
や
平
爐
と
擇
ん 

で
鎔
鑛
爐
に
對
し
て
漸
次
用
ひ
ら
れ
つ
つ
あ
る
や
う
で
あ
る
。

(
4
 

レ 

コ
ー
ク
ス
の
使
用
は
十
七
世
紀
か
ら
で
、
デ
ウ
ド•

デ
ッ
ド
リ
ー
や
ア
ブ
ラ
ハ
ム•

ダ
ル
ビ
ー
等
に
よ
っ
て
は
じ
め
ら
れ
た
。

(
5
)
 
o
s
e
 Johannsep
 ""Geschich

e+e  des  Eisens:  (1924)

の
中
の 

I
v
・

 Das  0ei
c+al
et-er der  sbeinkoblen

et-echnik  
參
照
。
鎔
鑛 

爐
の
發
達
に
は
コ
ー
ク
ス
の
使
用
、
そ
れ
は
又
採
炭
の
た
め
の
蒸
氣
機
關
の
發
明
と
結
合
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
當
然
ワ
ッ
ト
の
發
明
以
後
に
進 

步
が
著
し
く.
な
っ
た
譯
で
あ
る
。
從
っ
て
十
八
世
紀
の
終
り
頃
か
ら
で
あ
る
。

(
6
)
 

Johajm
sep

 "" 

E
i
s
e
n
s

 
 ゝD

i
e

 

J
E
i
n
f
u
b
r
u
b
g

 d
e
r

 e
n
g
l
i
s
c
b
e
n

 T
e
c
h

s.k

 u
n
d

 i
h
r
e

 W
e
i
f
e
r
e
n
C
w
i
c
k
e
l
u
n
g

 i
n

 F
r
a
n
k
-

 

r
e
i
c
h

 u
n
d

 D
e
u
t
s
c
b
p
n
d

 •
:

カ
ル
ス
テ
ン
の
そ
の
技
術
指
導
書
は
、
そ
の 
理
論
に
於
て
ラ
ヴ
ォ
ア
ジ
ェ
に
負
う
て
ゐ
る
點
も
注
意
せ
ら
れ
る
。

(
7
)
 

『
日
本
科
學
古
典
全
書
』
第
九
卷
所
收
『
西
洋
鐵
煩
鑄
造
篇
』
の
卷
の
三
、
卷
の
四
を
參
照
。

(8) 

『
反
射
爐
製
造
秘
記
』
(

右

の

『
古
典
全
書
』
産
業
技
術
篇
に
所
收
。)

(9) 

全
文
が
『
大
島
高
任
行
實
』
に
收
錄
あ
り
。

(
10) 

『
鐵
と
鋼
』
に
收
載
。!
!

『
大
島
高
任
行
實
』

の
中
に
も
收
錄
あ0

。

(
11) 

『
工
學
叢
誌
』
第
十
卷
、
四
八
二
頁
以
下
。

(
12
〉 

こ
の
圖
に
は
斷
リ
書
が
な
い
が
、
恐
ら
く
大
島
家
所
藏
の
も
の
と
思
は
れ
る
。

(
13) 

H

子
廉
太
郎
な
る
人
が
五
月
十
九
日
附
で
大
鳥
高
任
に
送
っ
て
ゐ
る
手
紙(

『
大
島
髙
任
行
實
』
二
四
五
頁)

に

「
同

所(

橋
野
村)

之
高
爐
爲
御 

築
立
被
成
候
間
掛
リ
の
心
得
を
以
高
爐
築
立
方
萬
端
取
計
可
申
旨
被
仰
付
候
此
旨
可
被
得
其
意
右
申
入
候
」
と
あ
る
。
こ
の
五
月
は
前
後
の
關
係
か
ら
安 

政
五
年
と
考
へ
ら
れ
る
。 

・

(
14) 

『
鐵
考
』
九
十
三
頁
。
こ

の
『
調
』
は

『
行
實
』
に
も
收
め
ら
れ
て
ゐ
る
。

(
15) 

『
大
島
高
任
行
實
』
第
二
編
收
錄
。

(
16) 

同
上
。
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知

識

大

矢
 

眞 

一

從
來
、

和
算
の
歷
史
を
記
す
者
は
、
奈
良
、
平
安
時
代
か
ら
直
ち
に
近
世
初
頭
の
算
法
統
宗
渡
來
に
飛
躍
し
、

そ
の
中
間
を
說
く
こ
と 

は
殆
ん
ど
稀
で
あ
る
。

勿
論
近
世
の
體
系
的
な
和
算
の
起
源
を
、
算
法
統
宗
の
渡
來
、
割
算
書
・
塵
刼
記
等
の
著
作
に
置
く
こ
と
は
正
し 

い
で
あ
ら
う
。

し
か
し
な
が
ら
、

一
書
の
渡
來
、

一
書
の
著
作
が
、

一
時
代
の
數
學
に
對
す
る
關
心
を
俄
に
惹
き
起
し
た
と
は
考
へ
難 

い
。
却
っ
て
當
時
の
澎
湃
た
る
數
學
要
求
の
機
運
が
、

此
等
の
書
籍
を
齎
す
こ
と
に
な
っ
た
と
考
へ
る
こ
と
が
、
寧
ろ
至
當
な
見
解
で
は 

な
い
で
も
ら
う
か
。

こ
こ
に
、

こ
の
從
來
の
歷
史
の
空
隙
を
塡
め
、
近
世
初
頭
の
數
學
勃
興
の
狀
態
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
、
今
後
の
日 

本
數
學
史
の
興
味
あ
る
仕
事
と
な
っ
て
來
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
龙
大
な
當
時
の
史
料
の
中
か
ら
數
學
に
關
係
あ
る
材
料
を
探 

し
出
す
こ
と
は' 

決
し
て
容
易
な
業
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、

こ
れ
は
そ
の
道
の
專
門
家
の
協
力
を
俟
っ
て
、
は
じ
め
て
成
し
得
る
こ
と 

で
あ
る
。

此
の
小
文
は
た
だ
手
近
な
書
籍
か
ら
算
法
統
宗
渡
來
以
前
の
數
學
の
狀
態
を
窺
ひ
得
る
や
う
な
事
柄
を
抽
き
出
し
て
來
て
羅
列 

し
沦
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
兎
に
角
此
の
仕
事
が
可
能
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
だ
け
は
示
す'J

と
が
出
來
る
と
思
ふ
。 
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元
來
、

こ
の
室
町
時
代
の
硏
究
は
、
數
學
史
に
於
て
だ
け
必
要
な
の
で
は
な
い
。

現
代
の
我
々
の
生
活
の
樣
式
も
慣
習
も
、

こ
れ
を
溯 

る
と
、

こ
の
時
代
に
そ
の
源
を
發
し
た
も
の
が
多
い
の
で
あ
っ
て
、

文
化
史
の
す
べ
て
の
方
面
の
硏
究
に
於
て
大
切
な
時
期
と
な
っ
て
ゐ 

る
の
で
あ
る
。

普
通
、
政
治
史
の
上
で
は
近
世
を
安
土
桃
山.
時
代
或
は
江
戶
時
代
か
ら
と
し
て
ゐ
る
。

し
か
し
文
化
史
の
上
で
は
、
寧
ろ 

こ
の
室
町
時
代
の
末
を
こ
そ
、

そ
の
は
じ
め
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
應
仁
の
亂
以
後
の
長
い
戰
國
時
代
は
實
に
こ
の
近
世
日
本
の
生
れ 

出
る
苦
悶
の
時
代
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。

古
い
も
の
が
亡
び
、
新
し
い
も
の
が
興
る
斯
樣
な
大
變
革
期
を
我
々
は
國
史
の
上
に
三
度
び
經
驗
し
て
ゐ
る
。

大
和
時
代
末
と
室
町
時 

代
末
と
江
戶
時
代
末
と
の
、

こ
の
三
つ
の
混
亂
の
時
代
は
、

何
れ
も
そ
の
混
亂
の
間
に
外
國
文
化
の
輸
入
を
見
、
夫
々
そ
の
後
に
續
く
近 

江
奈
良
時
代
、

江
戶
時
代
、

明
治
時
代
の
如
き
文
化
燦
然
た
る
時
代
を
出
現
さ
せ
て
ゐ
る
點
で
、
非
常
な
類
似
を
見
せ
て
ゐ
る
。
且
つ
そ 

の
度
每
に
數
學
が
外
國
か
ら
—
!

初
め
二
度
は
支
那
か
ら
、
後
の
一
度
は

西
洋

か
ら!
1

傳
っ
て
來
た
こ
と
も
、

不
思
議
な
一
致
の
や
う 

で
あ
る
が
、
決
し
て
不
思
議
で
は
な
い
。
新
し
い
時
代
を
作
り
、

そ
れ
を
維
持
し
て
行
く
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
新
し
い
數
學
が
入
用
だ 

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

室
町
時
代
は
一
口
に
下
剋
上
の
時
代
で
あ
る
と
言
は
れ
て
ゐ
る
。

こ
の
時
代
に
於
て
、
中
央
の
名
族
の
聲
威
は
次
第
に
衰
へ
て
、

地
方 

の
實
力
あ
る
豪
族
の
勢
力
は
益
え
强
く
な
っ
て
行
っ
た
。

そ
し
て
前
者
の
社
會
の
所
有
物
で
あ
っ
た
從
來
の
文
化
は
、

そ
の
社
會
の
衰
微 

と
共
に
衰
微
し
て
、
後
者
の
社
會
に
屬
す
る
新
し
い
文
化
は
、

そ
れ
が
形
を
整.
ふ
る
ま
で
に
は
、

な

か

く

の

年

月

を

要

し

た

。
數
學
も
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亦
そ
の
例
に
漏
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

文
學
の
み
は
や
う
や
く
五
山
の
僧
達
に
よ
っ
て
保
存
さ
れ
た
が
、
數
學
に
つ
い
て
は
、

か
や
う 

に
そ
れ
を
保
存
し
て
く
れ
る
社
會
は
存
在
し
な
か
っ
た
や
う
で
あ
る
。
平
安
時
代
か
ら
算
博
士
は
主
と
し
て
小
槻
、

三
善
の
兩
家
の
獨
占 

す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

け
れ
ど
も
そ
の
實
力
は
極
め
て
憐
れ

tr'
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。

又
、
數
學
と
極
め
て
密
接
な
關
係 

に
あ
っ
た
曆
學
が
、

こ
の
當
時
如
何
に
悲
慘
な
狀
態
に
あ
っ
た
か
は
、
周
知
の
事
柄
で
あ
ら
う
。

こ
れ
を
除
け
ば
、

こ
の
時
代
の
數
學
の
最
も
大
き
な
任
務
は
租
稅

の
徵
收
に
關
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
れ
は
下
僚
の
な
す
べ 

き
こ
と
で
あ
っ
て
、
直
接
上
流
階
級
の
人
よ
が
そ
れ
程
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
事
柄
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。

且
、
世
の 

中
が
亂
れ
る
と
共
に
租
稅

の
徵
收
も
亂
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、

こ
れ
等
の
人
々
が
數
學
を
必
要
と
す
る
度
合
は
一
層
減
じ
て
し
ま
っ
た
も 

の
で
あ
ら
う
。

租
稅
徵
收
に
關
す
る
數
學
は
新
し
く
興
っ
た
社
會
に
於
て
そ
の
必
要
性
が
增
大
し
て
來
た
の
で
あ
る
。 

か\

る
事
情
の
下
に
於
て
、

公
卿
等
が
數
學
を
必
要
と
し
た
恐
ら
く
唯
一
の
も
の
は
、

そ
の
家
の
業
卽
ち
有
職
故
實
な
ど
と
言
は
れ
て 

ゐ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
當
時
盛
ん
で
あ
っ
た
和
歌
の
秘
傳
、
或
は
諸
種
の
藝
能
、
遊
戲
の
口
傳
等
と
言
は
れ
る
も
の
を
見
る
と
、

そ
の
半 

ば
は
數
に
關
係
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る3

勿

論

そ

の

大

部

分

普

算

の

必

要

は

な

い

も

の

と

は

言

へ

、
中
に
は
そ
の
起
り
に
於
て
は
、
 

何
等
か
の
數
學
を
要
し
た
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
も
の
も
少
く
は
な
い
の
で
あ
る
。

(1)

例
へ
ば
、
鎌
倉
時
代
の
垂
耳 

藤

原

定

長

の

『
薰
集
類
抄
』
は
諸
家
に
傳
は
る
香
の
處
方
を
集
め
ま
も
の
で
あ
る
が
、

そ

の

中

「
落
葉
」 

と
稱
す
る
香
の
四
條
宮
に
傳
へ
ら
れ
る
處
方
を
記
し
て
、

沈
四
兩
、
丁
子
二
兩
、
白
檀
一
分
、
甲
香
一
兩
、
麝
香
二
分.
、
薰
陸
一
分
。

合
は
す
る
次
第
、
ま
づ
沈
と
丁
子
と
を
合
せ
て
、
次
に
甲
香
、.
次
に
白
檀
、
次
麝
香
、
次
に
薰
陸
。
さ
て
一
つ
に
ひ
ぢ
く
り
て
合
は
す
る
が
よ
き
な
り
。 
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六
朱
を
一
分
と
す
。
四
分
を
一
兩
と
す
。
十
六
兩
を
小
の
一
斤
と
す
。
四
十
八
兩
を
大
の
一
斤
と
す
。
小
の
三
兩
を
大
の
一
兩
と
す
。
小
の
三
分
を
大 

の
一
分
と
す
。
若
し
少
し
合
は
せ
む
と
思
は
ば
、

こ
れ
等
を
つ
も
り
て
合
は
す
べ
き
也
云
々
。 

- 

つ
も
る
は
計
算
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
記
さ
れ
た
處
方
の
合
計
よ
り
も
少
い
分
量
の
香
を
作
る
た
め
に
は
、

そ
の
組
成
の
香
料
を
同 

じ
割
合
で
少
く
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
た
め
に
、
當
時
の
支
那
そ
の
ま
ま
の
複
雜
な
目
方
の
單
位
の
關
係 

ま
で
記
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

從
っ
て
、

こ
の
著
者
が
計
算
と
い
ふ
事
柄
、

し
か
も
や
ゝ
面
倒
な
計
算
た
る
割
算
と
い
ふ
も
の
を
豫
期
し 

て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
だ
け
は
確
實
で
あ
ら
う
。

又
、

こ
れ
よ
り
稍
古
い
時
代
の
、
後

京

極

良

經

著

と

い

ふ

『
作
庭
記
』

の

中

の

「
遣
水
の
事
」
な
る
章
に 

ー
、
水
路
の
高
下
を
定
め
て
、
水
を
流
し
く
だ
す
べ
き
事
は
、

一
尺
に
三
分
、

一
丈
に
三
寸
、
十
丈
に
三
尺
を
下
っ
れ
ば
、
水
の
せ
せ
ら
ぎ
流
る
る
事 

滯
り
な
し
。
但
、
末
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
う
る
は
し
き
所
も
、
上
の
水
に
押
さ
れ
て
流
れ
下
る
も
の
也
。
當
時
掘
流
し
て
水
路
の
高
下
を
見
む
こ
と
有
り 

が
た
く
ば
、
竹
を
割
り
て
地
に
仰
樣
に
伏
せ
て
、
水
を
流
し
て
高
下
を
定
む
べ
き
也
。
か
や
う
に
沙
汰
せ
ず
し
て
、
左
右
な
く
屋
を
建
つ
る
事
は
子
細 

知
ら
ざ
る
也
云

0々

と
い
ふ
一
節
が
あ
る
。

水
を
滯
り
な
く
流
す
た
め
に
は
一
尺
に
就
き
三
分
の
勾
配
が
必
要
で
あ
る
と
い
ふ
事
實
は
、
經
驗
か
ら
得
た
も
の 

で
あ
ら
う
が
、

兎
に
角
測
定
し
て
見
な
け
れ
ば
言
へ
な
い
事
柄
で
あ
る
。
後
に
數
學
が
衰
へ
て
か
ら
は
、
或
は
竹
の
樋
を
地
上
に
仰
樣
に 

置
い
て
水
を
流
し
て
見
る
、

上
の
記
事
中
の
、
便
法
の
み
が
行
は
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
勾
配
の
觀
念
と
、
 

土
地
の
勾
配
を
測
定
し
て
か
ら
庭
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
考
へ
だ
け
は
持
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
竹
樋
を
置
い
て
見 

る
方
法
は
便
法
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
記
事
に
明
か
な
の
で
あ
る
か
ら
、
或
は
實
際
に
勾
配
を
測
定
し
て
見
る
方
法
が
時
に
は
行
は
れ
た 

か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

斗
县
.a

?
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に
な
っ
て
も
、
藤
原
永
綱.
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『
連
阿
口
傳
抄
』(

貞

治

五

年1
3
66

)

中
の
裝
束
寸
法
に
は
、

束
帶
に
付
い
て 

袍
ノ
長サ

1


主
上
、
院
、
東
宮
ハ
ヽ
ー 

ノ
御
骨
ヨ
リ
御W

マ
デ
ノ
御
寸
法
一-

餘
リ
ア
ル.
ヘ
シ
、

一
尺
二
寸
云
 々

袍
ノ
廣
サ
「
主
上
、
院
、
東
宮
ハ
ー 

ノ
御
骨
ヨ
リ
中
ノ
御
指
ノ
先
マ
デ
ー-

、

一
寸
ホ
ド
ヲ
、
ニ
ツ-
ー
折
リ
テ
、
御
大
袖
ハ
御
身
ヨ
リ
五
分
廣
シ
、
御
ハ 

タ
袖
ハ
此
外
一
一
付
ク
ベ
シ
云
 々

御
ハ
タ
袖
ノ
事
「
大
袖
ノ
三
分
ガ
ニ
也 

半
臂
に
付
い
て 

袍
ノ
長
サ
ヲ
五
ッ
ー
ー
折
リ
テ
三
ツ
分
也
云
 々

表
袴
に
付
い
て 

• 

長
サ
ヽ
一 

ノ
御
骨
ヨ
リ
踵
マ
デ
ノ
寸
法
ヲ
三
ツ-

折
リ
テ
ニ
ツ
分-
一
猶
二
寸
長
シ
云
 々

等
の
數
字
が
多
く
見
え
て
ゐ
る
。

こ
れ
等
は
實
際
に
紐
等
を
折
っ
て
、

そ
の
長
さ
を
求
め
た
の
か
も
知
れ
ず
、

か
か
る
計
算
を
行
っ
た
證 

據
に
は
な
ら
な
い
と
も
言
へ
る
が
、

し
か
し
此
處
に
斯
樣
な
種
え
の
分
數
の
現
は
れ
て
ゐ
る
の
は
興
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

か
や
う
に
夫
々
の
家
道
に
必
要
な
數
學
は
、
秘
傳
と
い
ふ
こ
と
の
最
も
尊
ば
れ
た
室
町
時
代
ま
で
は
、

恐
ら
く
細
々
と
で
は
あ
っ
て
も 

殘
存
し
た
に
違
ひ
な
い
。

し
か
し
か
ゝ
る
種
類
の
數
學
に
發
展
性
の
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
っ
て
、
後
こ
れ
が
益
々
衰
亡
の
一
路
を
辿
っ 

た
で
お
ら
う
こ
と
も
考
へ 

ら
れ
る
。

三

室
町
時
代
の
初
期
か
ら
、
支
那
と
の
間
の
貿
易
が
始
ま
り
、
末
期
に
は
南
蠻
人
と
の
貿
易
も
行
は
れ
る
や
う
に
な
っ
た
。

そ
し
て
初
め 

室
町
時
代
の
數
學
的
知
識(

大
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に
は
山
口
、
後
に
は
平
戶
、

長
崎
等
の
如
き
商
業
都
市
も
出
來
、
外
國
の
獨
立
都
市
に
も
比
せ
ら
れ
る
堺
の
如
き
特
異
な
都
市
さ
へ
も
出 

現
し
た
。

か
や
う
な
狡
易
の
際
、
數
學
が
如
何
に
必
要
で
あ
っ
た
か
は
、
今
更
言
ふ
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
算
盤
が
そ
の
使
用
法 

と
共
に
、

貿
易
關
係
者
に
よ
っ
て
支
那
か
ら
傳
へ
ら
れ
た
で
あ
ら
う
と
推
察
さ
れ
て
ゐ
る
の
も
理
由
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。 

こ
れ
と
同
時
に
、

我
國
は
此
の
頃
か
ら
、

物
品
經
濟
の
時
代
を
過
ぎ
て
、
貨
幣
經
濟
の
時
代
に
入
っ
た
。
卽
ち
所
謂
米
遣
ひ
の
時
代
か 

ら
、

金
遣
ひ
の
時
代
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
代
の
初
め
は
銅
貨
が
多
量
に
支
那
か
ら
入
っ
て
來
て
流
通
し
た
が
、

末
頃
に
は
我
國 

の
銅
の
產
額
も
殖
え
、

金
銀
の
產
出
も
激
增
し
た
。

而
も
こ
の
時
代
に
は
、

金
銀
は
塊
狀
或
は
板
狀
に
作
ら
れ
る
や
う
に
は
な
っ
た
が
、
 

猶
成
分
も
重
さ
も
一
定
で
は
な
く
、

一
々
之
を
檢
定
秤
量
し
て
か
ら
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

且
、
錢
貨
も
質
の
良
否
に
よ
り 

價
が
異
り
、

又
金
銀
と
錢
と
の
價
値
の
關
係
も
複
雜
で
ち
っ
た
の
で
、
當
然
兩
替
屋
の
如
き
も
の
の
發
達
を
促
す
こ
と
に
な
っ
た
。
是
等 

の
人
々
が
相
當
面
倒
な
計
算
を
必
要
と
し
た
で
あ
ら
う
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、

一
般
庶
民
も
從
來
よ
り
は
遙
か
に
計
算
が
必
要
と
な
っ 

て
來
た
の
は
當
然
で
あ
る
。

又
商
業
の
發
達
に
つ
れ
て
、
貸
借
と
い
ふ
こ
と
も
頻
繁
に
な
っ
た
。

現

代 

勘
定
と
い
ふ
語
が
、
計
算
と
支 

拂
の
兩
意
を
持
つ
如
く
、
當
時
の
演
藝
た
る
狂
言
に
は
、
「
算

用

」
な
る
語
が
、
・
計
算
の
義
と
同
時
に
、
支
拂
、

返
濟
等
の
意
味
に
用
ひ
ら 

れ
て
ゐ
る
の
を
見
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
、
當
時
の
庶
民
に
と
っ
て
、

計
算
の
必
要
が
如
何
な
る
點
に
存
し
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
る 

と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。

か\

る
言
葉
の
點
の
み
で
な
く
、

狂
言
は
當
時
の
一
般
民
衆
の
生
活
を
反
映
し
て
ゐ
る
こ
と
が
多
い
た
め
に
、

そ
の
中
に
、
當
時
の
人 

々
の
數
學
に
對
す
る
觀
念
を
見
得
る
如
き
も
の
も
少
く
な
い
の
で
あ
る
。 

-

(

註)

た
だ
狂
言
に
は
江
戶
期
以
前
の
寫
本
も
版
本
も
現
存
せ
ず
、
而
も
そ
の
性
質
上
演
ず
る
每
に
少
し
づ
つ
改
め
た
箇
所
も
あ
る
で
あ
ら
う
と>

は
れ
て

98



あ
る
か
ら
ゝ
そ
の
隔
々
の
事
が
ら
迄
を
す
べ
て
室
町
時
代
の
事
柄
で
あ
る
と
し
て
證
據
と
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
し
か
し
本
筋
に
密
接
な
關
係
の
あ
る 

事
柄
は
改
め
る
こ
と
が
出
來
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
か
ら
、
以
下
は
斯
樣
な
も
の
だ
け
を
議
論
の
根
據
と
す
る
。

例•
へ

ば

「
二
九
十
八
」

で
は
、
女
が
九
々
を
利
用
し
た
謎
を
言
っ
た
に
對
し
、

主
人
公
が
之
を
讃
嘆
し
て
ゐ
る
。 

・
 

「
二
九
十
兀
」
は
釣
女
に
類
す
る
狂
言
で
あ
る
。
あ
る
男
が
、
淸
水
の
觀
世
音
に
妻
を
授
け
ら
れ
ん
こ
と
を
祈
り
、
そ
の
吿
に
よ
っ
て
、
西
門
で
衣
被 

ぎ
の
女
を
見
出
す
。
そ
の
住
所
を
訊
ね
る
と
、
女
は
、
「
わ
が
宿
は
、
春
の
日
な
が
ら
、
み
こ
し
路
の
、
風
の
あ
た
ら
ぬ
里
と
問
ふ
べ
し
」
と
答
へ
、
男 

が
謎
を
解
い
て
、
再

び

「
春
日
な
る
、
里
と
は
聞
け
ど
、
 

室
町
の
、
角
よ
り
し
て
は
、
幾
つ
な
る
ら
ん
」
と
言
ひ
か
け
る
と
、
女
は
、「
あ
あ
、
に
く
」 

と
言
っ
て
去
る
、
そ
こ
で
、
「
あ

あ

ま

う

し

く

。
こ

れ

く

。
こ
れ
は
如
何
な
事
。
つ
い
と
行
か
れ
た
。
さ
て
く
氣
の
短
い
人
か
な
。
但
し
身
共
が 

返
歌
が
氣
に
障
っ
た
か
。
別
に
憎
い
筈
は
な
い
が
。
『春
日
な
る
里
と
は
聞
け
ど
室
町
の
角
よ0

し
て
は
幾
つ
な
る
ら
ん
』
と
云
ふ
た
れ
ば
。
『あ
あ
、
 

に
く
』
。
二
九
々
々
。

ム
ム
こ
れ
は
九
九
の
算
用
を
以
て
、
二
九
十
八
軒
目
と
い
ふ
事
で
あ
ら
う
。
先
づ
急
い
で
室
町
春
日
町
へ
參
ら
う
。

シ

カ

く

。 

誠
に
、
歌
ば
か
り
達
者
な
か
と
思
へ
ば
、
算
勘
に
ま
で
達
し
て
居
ら
る\

。
觀
世
音
の
お
引
合
せ
ぢ
ゃ
に
依
っ
て
、
大
抵
の
人
で
は
な
い
筈
な
れ
ど
も
、
 

先
づ
我
等
如
き
の
妻
に
、
算
勘
の
達
し
た
は
い
ち
調
法
ぢ
ゃ
。
云
々
」

と
、
男
は
室
町
春
日
町
の
角
よ
り
十A

軒
目
を
訪
ね
、
衣
を
と
っ
た
女
の
醜
さ
に
、
驚
い
て
逃
げ
出
す
結
末
と
な
る 

• 
• 

の
で
あ
る
が
、
「
我
等
如
き
の
妻
に
、
算
勘
の
達
し
た
は
、

い

ち
(

最
も)

調
法
ぢ
ゃ
」

と
い
ふ
言
葉
は
、

此
の
時
代
の
生
活
が
、

次
第
に 

數
學
を
必
要
と
し
て
來
た
こ
と
を
、

明
瞭
に
表
は
し
て
ゐ
る
。

こ
れ
を
極
端
ま
で
押
進
め
る
と
、
數
學
の
達
者
な
こ

と
を

聲
選
び

の
條
件
に
す

る
狂
言
「
賽
の
目
」

ま
で
が
出
て
來
る
こ
と
に
な
る
。 

「
こ
の
あ
た
り
に
有
德
な
者
で
御
座
る
。
そ
れ
が
し
娘
一
人
持
っ
て
御
座
る
。
何
者
に
は
よ
る
ま
い
、
算
勘
の
達
し
た
を
聲
に
取
ら
う
と
存
ず
る
。」 

と
、
こ
の
由
を
打
っ
た
高
札
を
見
て
、
や
っ
て
來
た
第
一
の
幫
の
候
補
者
は
、
五
百
具(

五
百
對
卽
ち
ー
千
個)

の
賽
の
、
目
の
數
を
壽
ね
ら
れ
て' 

「
さ
れ
ば
何
程
御
座
ら
う
ぞ•

こ
れ
は
存
じ
が
け
な
い
事
を
お
尋
ね
で
御
座
る
。
お
よ
そ
五
六
三
十
。
五
五
二
十
五
。
三
千
七
八
百
も
御
座
ら
う
か
」
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「
そ
の
や
う
な
事
で
は
埒
が
あ
き
ま
せ
ぬ
。
殊
の
外
算
勘
は
未
熟
に
御
座
る
さ
う
な
」

「
先
づ
待
た
せ
ら
れ
い
。
五
百
具
は
賽
の
數
が
千
ぢ
ゃ
に
よ
っ
て
、

ー
が
千
で
こ
れ
が
、
」

と
指
を
折
り
始
め
、
追
ひ
出
さ
れ
る
。

第
二
の
聲
の
候
補
者
は
同
じ
問
を
出
さ
れ
て
、

「
こ
れ
は
、

つ
い
に
つ
も
っ
て
見
た
こ
と
が
御
座
ら
ぬ
。
先
づ
算
盤
を
お
出
し
な
さ
れ
い
」

「
算
盤
に
及
ぶ
事
で
は
御
座
ら
ぬ
。
そ
な
た
は
算
勘
に
達
し
た
人
で
は
御
座
る
ま
い
」

「
算
は
、
ち
ゅ
う
づ
も
り
に
は
心
許
な
う
御
座
る
」

明
日
つ
も
っ
て
參
ら
う
と
、
こ
れ
も
追
ひ
返
さ
れ
る
。
次
に 

•

「隱
れ
も
な
い
算
者
で
御
座
る
。
」 

と
名
乘
り
出
た
第
三
の®

の
候
補
者
は
、

「惣
じ
て
男
の
藝
は
、
讀
み
書
き
算
用
と
申
す
が
、
中
に
も
算
用
よ
り
一
切
の
事
を
割
り
出
し
て
、
如
何
や
う
の
夥
し
い
つ
も
り
も
、
卽
座
に
知
る
る 

は
算
勘
の
德
で
御
座
る
。
」

と
獨
言
ち
、
長
者
に
會
っ
て
、

「
お
よ
そ
日
本
に
、
私
に
並
ぶ
算
者
は
あ
る
ま
い
と
存
ず
る
。
か
ら
算
な
り
と
も
投
算
な
り
と
も
、
お
望
み
次
第
合
は
し
て
お
目
に
掛
け
ま
せ
う
」

と
壯
語
す
る
。
賽
の
目
の
數
を
問
は
れ
て
は
、

「
然
ら
ば
申
し
て
聞
け
ま
せ
う
。
壹

一

千(

一
の
目
が
一
千
個
で
計
一
千
の
意)

に
貳
二
千
、
參
三
千
に
四
四
千
、
合
す
れ
ば
一
萬
。
五
五
千
に
六
六

千
、
合
す
れ
ば
ー
萬
千
。
五
百
具
の
赛
の
目
の
數
が
、
都
合
二
萬
千
な
り
。
や
は
か
違
ひ
は
候
ふ
ま
い
。
」

と
見
事
答
へ
て
、
驾
と
定
ま
る
が
、
娘
の
顏
を
見
て
逃
げ
出
す
の
は
例
の
如
く
で
あ
る
。

勿
論
、

こ
れ
か
ら
、
算
勘
を
聲
選
び
の
條
件
に
す
る
や
う
な
場
合
が
あ
っ
た
と
す
る
よ
り
は
、

寧
ろ
左
樣
な
こ
と
が
無
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、

IOO



こ
れ
が
笑
の
種
に
な
っ
た
の
で
あ
る
と
す
る
方
が
至
當
な
考
へ
方
で
あ
ら
う
。

し
か
し
か
や
う
な
題
材
が
採
ら
れ
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
當
爲 

時
算
勘
と
い
ふ
も
の
が
次
第
に
重
ん
ぜ
ら
れ
て
來
た
こ
と
に
依
る
の
で
お
る
と
だ
け
は
言
っ
て
差
支
へ
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

且
、

此
處
に
行
は
れ
て
ゐ
る
計
算
の
方
法
な
ど
も
、
相
當
に
巧
妙
で
あ
っ
て
、
當
時
の
人
々
が
、
高
尙
な
數
學
は
知
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど 

も
、

知
っ
て
ゐ
る
程
度
の
こ
と
を
運
用
す
る
の
は
、

な
か-

^

巧
み
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

か
ゝ
る
工
夫
の
例
は
他
に
も 

見
る
こ
と
が
出
來
る
。

四

上

の

狂

言

の

「
二
九
十
八
」

は
全
く
掛
算
の
九
九
を
一
篇
の
主
題
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
賽
の
目
」

の
中
に
も
九
九
が
使
用
さ
れ
て 

ゐ
る
の
を
見
る
。

旣
に
萬
葉
集
に
九
九
を
用
ひ
た
戲
訓
が
あ
り
、
平

安

中

期

の

『
口
遊
』
、
南

北

朝

時

代

の

『
拾
芥
抄
』

に
九
九
の
表
の
見
え
る
こ
と
は
、
 

世
人
の
よ
く
知
る
と
と
ろ
で
あ
る
が
、
後
の
二
者
の
中
、
前
者
は
敎
科
書
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
百
科
全
書
風
の
も
の 

で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
等
に
九
九
表
の
揭
げ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、

そ
の
當
時
一
般
に
之
が
使
用
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
へ
て

(
6
)
 

よ
い
。

而
し
て
室
町
時
代
に
至
る
と
、

上
の
如
く
狂
言
中
に
頻
出
す
る
外
、
謠
曲
の
以
前
に
行
は
れ
た
宴
曲
を
集
め
た
書
物
の
中
に
も 

さ
れ
ば
二
八
の
文
士
を
選
ば
れ
、
或
は
四
七
の
武
將
を
定
め
置
く 
(

『宴
曲
抄
』
「
文
武
」) 

六
ハ
弘
誓
の
門
を
建
て(

『
眞
曲
抄
』
「
淨
土
宗
」) 

成
道
二
七
の
法
輪(

『究

百

憲

「
十
驛
」) 

三
七
日
の
斷
食(

『
拾

菓

善

「
瀧
山
等
覺
譽
」) 

室
町
時
代
の
數
學
的
知
識(

大
矢) 

一
 

〇 

ー
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二 

三
五
番
衆
の
陀
羅
尼
こ
そ
十
五
童
子
の
標
示
な
れ(

『拾
菓W

K

摩
尼
勝
地
」) 

三
五
の
月
の
色
よ
り
も(

『
別
紙
追
加S

K

琵
巴
曲
」) 

等
の
如
く
見
え
て
ゐ
る
。

し
か
し
此
等
は
狂
言
中
の
も
の
と
異
づ
て
、

特
殊
な
事
物
に
關
す
る
數
で
あ
る
か
ら
、
當
時
の
軍
記
物
に
散
見 

す

る

「
二
八
の
齡
」

と
い
ふ
や
う
な
慣
用
的
な
言
ひ
方
、
或

は

當

時

流

行

し

た

「
三
五
夜
中
新
月
色
」

の
如
き
詩
の
句
と
同
樣
、

習
慣
的 

に
用
ひ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
當
時
九
九
が
一
般
に
行
は
れ
て
ゐ
た
證
據
と
は
為
し
難
い
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
之
を
狂
言
中
の
も
の 

と
參
看
し
、
或
は
次
に
揭
げ
る
も
の
と
併
せ
考
へ
る
時
、

や
は
り
一
つ
の
證
據
と
し
て
差
支
へ
な
い
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。 

九
九
を
洒
落
に
利
用
す
る
こ
と
は
萬
葉
集
に
は
じ
ま
り
、
下
っ
て
江
戶
時
代
に
は
極
め
て
こ
の
事
が
多
い
が
、

室
町
時
代
に
も
こ
れ
は
・ 

決
し
て
少
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
•

『
後
奈
良
院
御
撰
何
曾
』
ハ
永
正
十
三
年1
5
16

)
に
は
、
 

き
と
打
返
す
賽
の
目
九
つ
一
と
き
ぐ
しa

評
顛
倒
シ
テ
と
き
。
亂
)
 

〇

十
里
の
道
を
け
さW

る
—

に
ご
り
ざ
け(

询
彌
里
。
け
き
反
ッ
テ
さ
け)
 

三
里
半
——

よ
り
か
か
り(

器

r

リ)
 

■ 

な

ぞ

立

て

き一

と
き
ぐ
し(

豔

て

—
解
く
。
十
一
ニ
——
九㈣
)
 

' 

十
三
に
な
れ
ど
も
ひ
だ
る
い-
-

く
し
が
き 

的
r

鬼)
 

海
の
道
十
里
に
た
ら
ず
—

は
ま
ぐ
り(

葩
九
卫)
 

〇
四
四
十
六
——

や
つ
ば
ち(

绘
(

羯
鼓
ノ• 
=■
卜))
 

の
如
く
、
今
も
行
は
れ
る
や
う
な
、
數
に
關
係
し
た
謎
が
相
當
含
ま
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
め
中
、

上
に
〇
印
を
附
し
え
二
つ
は
、

102



明
か
に
九
九
を
應
用
し
た
も
の
で
あ
る
・〇

叉
、

山
崎
宗
鑑
の
俳
諧
の
集
、
『
新
撰
犬
筑
波
集
川

通
說
は

永

正

十

一

年1
5
14

)

に
は

四
こ
く 
(

鶉

」
は
海
の
中
に
こ
そ
あ
れ

漕
ぎ
出
す
舟
に
俵
をA

つ
積
み
て(

註
、
五
斗
俵
は
當
時
普
通)
 

•

の
如
き
附
合
せ
も
あ
り
、

六
十
三
は
後
に
ぞ
な
る

高
野
に
は
、
し
ち
く 
(

漳
加)

を
豺
の
足
に
し
て 

の
如
き
も
の
も
見
ら
れ
る
。

か
や
う
な
事
か
ら
見
る
と
、

九
々
が
當
時
の
民
衆
の
間
に
極
め
て
普
及
し
て
居
り
、

一
般
の
人
々
の
常
譏
と
な
っ
て
ゐ
た
事
が
考
へ
ら 

れ
る
。
若
し
さ
う
で
な
く
て
、
專
門
家
だ
け
が
こ
れ
を
知
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、

か
か
る
謎
や
洒
落
は
出
て
來
は
し
な
か
っ
た 

で
あ
ら
う
し
、
萬
一
發
表
し
て
も
謎
や
洒
落
と
し
て
の
效
果
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。

且
、

か
や
う
な
謎
や
洒
落
の
類
が
、

萬
葉
時
代
か
ら
現
代
ま
で
、
跡
切
れ
ず
に
續
い
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
思
は
れ
る
こ
と
は
、

我
が
國
人 

は
一
般
に
高
い
程
度
の
數
學
に
對
し
て
は
、
尊
敬
寧
ろ
恐
れ
を
抱
い
て
居
た
か
も
知
れ
な
い
が
、

し
か
し
日
常
の
生
活
に
必
要
な
程
度
の 

數
學
に
對
し
て
は
、
却
っ
て
親
し
み
を
感
じ
て
居
た
ら
し
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
當
時
諸
種
の
數
學
遊
戲
を
發
達
さ
せ
流
行
さ
せ
た
動
因
も
、

恐
ら
く
こ
の
國
民
性
と
も
云
ふ
べ
き
も
の
に
あ
る
の
で
あ
ら
う
。

五

室
町
畤
代
の
數
學
的
知
讖(

大
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一
〇
四 

こ
の
時
代
に
於
け
る
數
學
遊
戲
に
關
し
て
、
最
初
に
注
意
し
た
の
は
江
戶
末
期
の
戲
作
者
、
柳
亭
種
彥
(

天

明

三

年1
7
8
3
1

天
保
十
三 

年
1
8
42

)

で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。
彼

は

そ

の

隨

筆

『
柳

亭

邑

中

に

、
「
碁
石
に
て
す
る
遊
び
」

と
題
し
て
、
 

昔
は
碁
石
に
て
す
る
遊
び
種
々
あ
り
。
『異
制
庭
訓
往
來
』
に
日
く
、
「
然
而
、
十
不
足
、
百
五
減
、
盜
人
隱
、
郞
等
打
、
繼
子
立
、
石
抓
、
入
金
、
要 

金
、
重
瞰' 

小
童
敷
、
囂

門

雙

六

、

一
居
去
、
島
立
、
左
々
立
、
有
哉
立
、
是
於
一
局
上
之
遊i

尤
容
易
者
也
」。
又
、
寫

本

『十
二
段
の
草
潜
上 

卷
、
三
段
、
「盤
の
上
の
遊
び
に
は
、
石
た
て
、
さ
さ
だ
て
、
あ
り
や
な
し
ゃ
の
ま
ま
子
だ
て
、
と
う
ざ
い
十
五
の
石
あ
そ
び
、
四
十
二
ば
ん
に
、
く
ら 

か
ら
ず
云
々
」。
『姬
百
合
の
さ
う
し
』
薜

傩
警
ま
づ
盤
の
上
の
遊
び
に
は
、

ら
ん
だ
、
・
む
さ
し
、

こ
い
り
か
ね
、
あ
り
や
な
し
ゃ
の
十
た
ら
ず
、
 

ぬ
す
人
か
く
し
、
ま
ま
子
だ
て
、
と
さ
の
入
江
の
船
ち
が
へ
、
ひ
や
う
ご
わ
た
し
、
さ
る
が
へ
り
、
さ
さ
だ
て
、
覺

て

、
目
つ
け
石
、
數
を
盡
し
て 

ぞ
遊
び
給
ひ
け
る
」
と
あ
り
。
當
時
迄
は
是
等
の
遊
び
、
實
に
傳
は
り
て
あ
勺
し
と
お
ぼ
し
く
、
異
制
庭
訓
往
來
に
載
せ
ざ
る
も
見
ゆ
。
文

『
男
重
寶 

記
』
虹

躅

に

日

く

、
「
毘
沙
門
雙
六
、
七
雙
六
、

ニ
ー
五
六
雙
六
、
雙
六
石
堰
柳
下
端
、
辣

藝

な

ど

あ

り

、
又
、
手
な
ぐ
さ
み
に
は
、
十
六
用 

石
、
十
不
足
、
百
五
減
、
郞
等
打
、
盜
人
隱
、
有
哉
立
、
島
立
、
左
々
立
、
下
半
打
、
投
壺
、
虎
ノ
子
渡
シ
、
三
十
二
十
の
ま
ま
子
立
な
ど
い
ふ
こ
と 

あ
り
」
と
載
せ
た
り
『
震

HBB
黑


籍
い
當
時
一
粢
を
傳
は
ら
ざ
る
も
あ
り
し
か
ど
、
前
に
引
き
し
二
書
に
よ
り
て
記
せ
し
も
あ
る
な
る
べ
し
。 

さ
て
か
く
お
し
並
べ
見
る
に
、
今
傳
は
る
は
少
な
し
。
緡
子
立
は
徒
然
草
に
も
見
え
、
誰
々
も
知
る
事
な
り
。
虎
の
子
渡
し
、
十
六
む
さ
し
は
童
の
今 

も
す
る
戲
な
り
。
十
不
足
、
左

・
立
、
島
立
、
百
五
減
は
『勘
者
御
伽
草
紙
』
に
載
せ
て
あ
り
。
そ
の
外
、
此
の
草
紙
に
は
種
々
戲
れ
の
算
法
あ
れ
ば
、
 

前
の
書
に
見
え
た
る
も
あ
る
べ
け
れ
ど
、
名
の
違
ひ
た
る
は
、
そ
れ
と
知
り
難
し
。
云
 々

と
記
し
て
ゐ
る
。 

:

 

上
の!

の
中
、
異
制
庭
訓
往
來
は
室
町
初
期
若
く
は
中
期
、

十
二
段
草
子
は
同
末
期
の
も
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
等
の
遊
戲
の
名
は
、
種
彥 

が
擧
げ
た
書
の
外
、
異

制

庭

訓

往

來

と

同

じ

時

代

の

『
遊
學
往
來
』(

又
の
名
、
『
續
庭
訓
往
來
』)

に
も
、
 

然
者
改
年
初
月
遊
宴(

中
略)

雙
六
、
石
抓
、
毘
沙
門
雙
六
、
七
雙
六
、

ニ
ー
五
六
雙
六
、
下
半
打
、
盜
人
隱
、
有
哉
立
、
島
立
、
左
々
立
、
十
六
目

1〇4



石
、
百
五
減
、
十
不
足
、
郞
等
打'

三
十
二
十
之
繼
子
立
、
云
・ 

と
見
え
て
居
て
、
男
重
寶
記
は
主
と
し
て
此
に
よ
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

又
、
室

町

初

期

の

『
二
中
歷
』

に'

三
十
の
繼
子
立
、

二
十
の
繼
子
立
の
排
列
法
が
記
さ
れ
、

方
陣
の
並
べ
方
が
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と 

は
よ
く
知
ら
れ
て
ゐ
る
が
、

同
じ
も
の
は
、

又

同

時

代

の

『
簾
中
抄
』

に
も
存
在
す
る
。

し
か
し
當
時
の
人
々
は
此
等
を
數
學
と
は
考
へ
て
ゐ
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
、

況
ん
や
そ
の
數
學
的
の
理
論
な
ど
を
考
へ
る
こ
と
は
し
な 

か
っ
た
。

そ
れ
等
は
殆
ん
ど
す
べ
て
單
に
碁
盤
上
の
遊
戲
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
こ
の
時
代
の
數
學
遊
戲
に
つ
い
て
、
高
尙
な
數 

學
が
衰
へ
て
、

こ
れ
だ
け
が
殘
っ
た
と
考
へ
る
べ
き
で
は
な
い
。

そ
れ
は
大
部
分
初
め
か
ら
數
學
と
は
別
個
に
發
生
し
、

別
個
に
存
在
し 

て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
た
ヾ
、

こ
れ
か
ら
、
我
々
の
祖
先
が
數
學
的
な
事
柄
に
關
す
る
趣
味
を
持
っ
て
ゐ
汽
と
い
ふ
事
だ
け
は
推
論 

し
て
差
支
へ
な
い
と
思
ふ
。 

・
 

か
や
う
な
物
を
考
へ
る
こ
と
の
興
味
が
、
數
學
か
ら
や
ゝ
遠
く
な
る
と
、
狂

言

の

「
三
本
柱
」

の
如
き
も
の
と
な
っ
て
現
れ
る
。 

山
か
ら
材
木
を
運
ば
せ
よ
う
と
す
る
主
人
が
、

召
使
の
智
惠
を
試
す
た
め
に
、

三
人
で
三
本
の
材
木
を
、

一
人
が
材
木
を
二
本
づ\

持
つ 

て
來
い
と
命
ず
る
。

三
人
の
召
使
は
相
談
の
末
、

三
本
の
材
木
で
三
角
形
を
作
る
や
う
に
し
、

そ
の
各
か
ど
を
各
人
が
肩
に
擔
っ
て
歸
っ 

て
來
る
と
い
ふ
此
の
狂
言
は
、

現
代
で
も
數
學
遊
戲
の
書
籍
の
中
に
、

此
の
種
の
も
の
が
收
め
ら
れ
て
ゐ
る
事
實
か
ら
考
へ
て
、

や
・
は
り 

此
れ
も
當
時
の
數
學
的
趣
味
の
現
れ
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
出
來
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

六

室
町
時
代
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數
學
的
知
識(

大
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以
上
の
や
う
に
、
當
時
一
般
民
衆
の
間
に
、
數
學
的
な
觀
念
が
相
當
に
普
及
し
て
居
り
、

又
多
く
の
人
・
は
數
學
的
な
趣
味
を
有
し
て 

ゐ
た
が
、
彼
等
に
必
要
な
數
學
は
、

ご
く
程
度
の
低
い
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
頃
に
於
て
割
に
高
い
程
度
の
數
學
を
必
要
と
し
た
の
は
、
 

貿
易
其
他
商
業
に
從
事
す
る
人
々
及
び
武
士
階
級
の
人
々
で
あ
っ
た
ら
う
。

我
國
最
初
の
組
織
的
な
數
學
書
塵
刼
記
を
作
っ
た
の
が
、

大 

貿
易
家
角
倉
の
一
族
吉
田
光
由
で
あ
る
こ
と
も
、

こ
の
點
に
そ
の
理
由
が
あ
る
と
考
へ
ら
れ
な
く
も
な
い
。 

當
時
の
武
士
が
數
學
を
大
い
に
必
要
と
し
た
で
あ
ら
う
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
築
城
其
他
の
大
き
な
土
木
工
事
は
こ
の
時
代
か
ら
盛
ん 

に
行
は
れ
出
し
た
。
徵
稅

の
た
め
田
畑
の
廣
さ
を
測
る
檢
地
も
行
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

徵
稅
そ
の
も
の
に
も
數
學
が
必
要
で 

あ
る
。
斯
の
如
き
爲
に
は
數
學
は
缺
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
故
、
武
士
は
算
用
を
重
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
誡 

め
は
諸
圭
貝
に
散
見
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
武
士
が
算
盤
を
賤
し
む
や
う
に
な
っ
た
の
は
、

主
と
し
て
、
後
世
、

町
人
の
勢
力
が
强
く
な 

っ
た
頃
の
反
動
と
も
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

現
に
、
前
田
利
家
の
使
用
し
た
と
い
ふ
算
盤
が
今
日
同
家
に
現
存
し
て
ゐ
る
の
は
有
名
な 

事
柄
で
ち
る
。

天
文
の
頃
、
中
國
の
あ
る
城
の
主
で
あ
っ
た
多
胡
信
敬
は
、
・
そ
の
家
訓
に
於
て
、
子
孫
へ
の
敎
と
し
て
、
第
一
手
習
學
文
、
第
二
弓
の 

事
に
續
い
て
、

第
三
算
用
事
ナ
リ
、
算
用
ト
申
セ
バ
、
天
地
ヒ
ラ
ケ
ハ
ジP

リ
シ
ョ
リ
、

一
年
ヲ
十
二
月-
一
定
メ
、

一
月
ヲ
三
十
日--

定
メ
、

一
日
ヲ
十
二
時-
一
定
厶 

ル
事
皆
算
用
ナ
リ
、
ア
キ
ナ
ヒ
利
錢
事
ハ
申
ス
ー
ー
及
バ
ズ
、
奉
公
シ
ョ
ク
ケ
イ
モ
算
用
ー
ー
漏
ル
ル
事
ナ
シ
。
算
用
ヲ
知
ラ
ヌ
モ
ノ
、
人
ノ
費
工
ヲ
モ
知 

ラ
ズ
。
生
死
ノ
輪
廻
卜
云
フ
事
モ
算
用
ヲ
知
ラ
デ
ハ
、
何
事
モ
ナ
ク
物
ヲ
ホ
シ
ガ
リ
、
命
ノ
カ
ギ
リ
ヲ
モ
知
ラ
デ
、
生
キ
タ
ガ
リ
ヌ
ル
故-
一、
迷
ヒ
ノ 

心
ト
ナ
リ
テ
、
浮
カ
ブ
事
ナ
シ
。
算
用
ヲ
知
レ
バ
道
理
ヲ
知
ル
。
道
理
ヲ
知
レ
バ
迷
ヒ
ナ
シ
。

と
言
ひ
、

次
に
川
に
落
し
た
十
六
文
の
錢
を
探
す
た
め
に
多
く
の
松
明
を
費
し
た
話
を
記
し
、

こ
れ
は
他
人
の
用
に
立
っ
て
ゐ
る
か
ら
無

1〇6



駄
で
は
な
い
。

人
の
用
に
立
ぬ
こ
と
は
、

少
し
で
も
國
家
の
費
え
で
あ
る
か
ら
や
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
世
上
の
人
が
飯
に
餘
る
程
の
菜
を
分 

け
取
り
、
注
が
れ
た
酒
を
疊
の
隙
間
に
捨
る
の
は
眞
の
無
駄
で
あ
る
か
ら
善
く
な
い
。

し
か
し
主
人
に
な
れ
ば
客
に
す
ゝ
め
る
た
め
に
こ 

れ
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

又
客
で
も
飮
め
ぬ
酒
を
勿
體
な
い
と
し
て
飮
ん
で
後
を
無
理
に
す
ゝ
め
ら
れ
る
の
は
、

そ
れ
以
上
の
無
駄
で 

あ
る
。
故
に
惡
い
と
分
っ
た
上
で
、

人
並
に
す
る
が
よ
い
。

人
を
召
抱
へ
る
に
も
、

人
數
が
尿
よ
り
や
ゝ
多
い
の
は
嗜
み
で
あ
り
、

少
き 

は
不
嗜
み
、

ご
く
少
き
は
愚
か
嗇
か
で
あ
る
。

か
や
う
な
事
を
よ
き
程
に
す
る
も
の
も
算
用
の
德
で
あ
る
。
其
他
、

何
事
も
中
庸
を
守
ら 

ず
し
て
は
そ
の
身
に
害
が
來
る
。

こ
れ
に
も
算
用
が
必
要
で
あ
る
。
惡
因
が
あ
れ
ば
惡
果
が
あ
る
が
こ
れ
も
算
用
に
は
漏
れ
な
い
。 

冬
寒
ケ
レ
バ
夏
暑
シ
、
若
キ
人
年
寄
ト
ナ
ル
モ
、
算
用
ノ
イ
ル
事
ナ
リ'

ヨ
ク
ヨ
ク
分
別
ア
ル
ベ
シ 

と
誡
め
、

次
に
田
畠
の
廣
さ
等
の
こ
と
を
述
べ
た
末
、
 

算
用
ハ
ス
グ
レ
タ
リ
ト
モ
人
中
一
一
算
用
ダ
テ
ノ
物
語
ス
チ 

算

用-
一
外
ル
ル
事
ハ
ヨ
モ
ア
ラ
ジ
拍
子
ノ
數
ヤ
歌
ノ
文
字
數 

・
 

我
ガ
年
ノ
算
用
ヲ
シ
テ
物
ヲ
言
へ
年
一
-

ヨ
リ
タ
ル
身
持
チ
フ
ル
マ
ヒ

の
三
首
の
歌
で
こ
の
項
を
結
ん
で
ゐ
る
。 

-

•

 

我
々
は
こ
こ
に
當
時
の
人
の
數
學
に
對
す
る
一
つ
の
考
へ
方
に
觸
れ
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
單
な
る
實
用
の
域
に
止
ま 

ら
ず
し
て
、

實
に
一
つ
の
身
を
修
め
る
道
で
あ
っ
た
。

今
昔
物
語
に
見
え
る
數
學
を
一
つ
の
奇
怪
な
術
と
考
へ
る
考
へ
方
に
比
し
て
如
何 

に
大
き
な
差
の
あ
る
事
か
。

室
町
時
代
の
數
學
が
興
隆
の
期
に
臨
ん
で
ゐ
た
事
が
、

こ
の
一
つ
か
ら
で
も
窺
は
れ
る
の
で
あ
る
。

七

室
町
時
代
の
數
學
的
知
識(

大
矢
〉 

-

〇

七
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此
の
機
會
に
從
前
の
數
學
史
に
載
せ
ら
れ
た
室
町
時
代
に
關
す
る
記
述
に
就
い
て
再
檢
討
を
し
て
見
た
い
。 

遠

藤

利

貞

氏

の

『
增
修
日
本
數
學
史
』

の
ご
く
僅
か
な
此
の
時
代
の
記
載
中
に
、
 

足
利
氏
ノ
時
一
ー
及
ソ
デ
除
法
ヲ
知
ル
者
殆
ン
ド
稀
ナ
リ 

と
い
ふ
記
事
が
あ
る
。

そ

の

頭

註

に

三

上

義

夫

氏

も

「
出
所
如
何
」

と
疑
っ
て
居
る
が
、

確
か
に
、
斯
樣
な
事
を
記
し
た
文
献
は
未
だ
知 

ら
れ
て
ゐ
な
い
。
唯
、

村

井

中

漸

の

著

『
算
法
童
子
問
』(

天

明

三

年1
7
83

)

の
中
に 

中
古
戰
國
に
及
び
て
、
九
章
の
學
、
隨
っ
て
地
に
落
も
、
士
は
軍
務
に
勞
し
民
は
流
離
に
苦
し
み
て
、
除
算
を
煩
な
り
と
し
て
用
ひ
ず
、
た
だ
乘
算
の 

み
を
行
ふ
。
こ
れ
を
正
慶
算
と
い
ふ
と
也
、
今
の
龜
井
算
の
類
な
り
云
・
。

と
あ
る
が
、

こ
れ
と
、

毛
利
重
能
が
割
算
の
天
下
一
と
號
し
た
と
い
ふ
事
と
を
思
ひ
合
せ
て
、

こ
の
記
事
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
と
、
 

私
は
推
察
す
る
。

こ
の
推
察
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
實
は
算
法
童
子
問
の
文
章
の
誤
解
で
あ
っ
た
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ

こ

に

は

「
今
の
龜
井
算 

の
類
な
り
」

と
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
こ
は
、
割
算
九
々
を
用
ひ
る
代
り
に
掛
算
九
々
を
用
ひ
て
割
算
を
爲
し
た
と
い
ふ
意
味
で
あ
る 

と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
事
は
、
『
改
算
記
』(

萬
治
二
年
一6

59
)

に 

・
 

か
め
井
割
は
、
九
々
引
そ
ろ
ば
ん
と
云
ふ
て
昔
よ
り
fe
り
、
當
代
の
人
作
る
に
あ
ら
ず
。
此
算
惡
し
き
故
、
今A
算
見
一
を
用
ふ
る
云
 々

と
あ
る
に
よ
っ
て
も
傍
證
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

改
算
記
の
こ
の
記
事
は
、

そ
の
著
作
年
代
の
點
か
ら
言
っ
て
も
、

相
當
に
信
用
す
べ
き 

も
の
で
あ
る
。

斯
く
室
町
時
代
に
於
て
我
が
國
人
が
割
算
九
々
を
用
ひ
な
か
っ
た
と
い
ふ
の
は
事
實
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
算

法

童

子

問

に

「
除
算
を

1〇8



煩
な
り
と
し
て
用
ひ
ず
」

と
あ
る
の
は
思
ひ
誤
り
で
あ
る
。
支
那
か
ら
我
國
に
割
算
九
々
が
傳
は
っ
た
の
は
、
戰
國
時
代
の
末
で
あ
り
、
 

貿
易
關
係
者
に
よ
っ
て
算
盤
と
共
に
輸
入
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
よ
り
以
前
の
一
般
民
衆
が
、

こ
れ
を
用
ひ 

な
か
っ
た
の
は
當
然
で
あ
っ
て
、

こ
れ
は
數
學
の
衰
微
と
は
直
接
の
關
係
が
な
く
、
煩
な
り
と
し
て
用
ひ
ず
と
言
ふ
べ
き
も
の
で
は
な
い 

の
で
あ
る
。

こ
の
斷
片
的
な
技
術
と
し
て
輸
入
さ
れ
た
算
盤
を
、
『
算
法
統
宗
』

に
よ
っ
て
、

や
ゝ
系
統
的
に
纏
め
た
最
初
の
人
が
、

恐
ら
く
毛
利
重 

能
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。

こ
の
算
法
が
從
來
の
算
木
の
算
法
と
最
も
異
る
點
た
る
除
法
を
抽
き
出
し
て
、
彼

が

「
割
算
の
天
下
一
」

と 

號
し
た
所
以
も
、

こ
の
點
か
ら
考
へ
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。

し
か
る
に
、
算
盤
が
非
常
に
普
及
し
た
後
世
に
至
る
と
、
割
算
九
々
が
昔
か
ら
存
在
し
た
や
う
な
錯
覺
を
起
し!

!

一
般
人
の
間
に
は 

算
盤
は
三
善
保
憲
が
創
め
た
と
い
ふ
が
如
き
傳
說
さ
へ
發
生
し
た!

!

以
前
割
算
九
々
を
用
ひ
な
か
っ
た
事
實
に
對
し
、
煩
な
り
と
し
て 

用
ひ
ず
と
い
ふ
や
う
な
解
釋
を
下
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
算
法
童
子
問
の
著
は
さ
れ
た
時
代
と
し
て
は
、

こ
れ
は
無
理
な
ら
ぬ
見 

解
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う.
。

し
か
し
現
在
の
我
々
は
も
っ
と
直
接
的
な
史
料
に
よ
っ
て
、

こ
の
時
代
に
對
し
正
し
い
見
解
を
持
た
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

八

澤

田

吾

一

氏

の

『
日
本
數
學
史
講
話
』

に
は

鶴
岡
放
生
會
職
人
歌
合
に
あ
る
策
道
の
歌

・
 

室
町
時
代
の
數
學
的
知
識(

大
矢) 

一
 

〇
九
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二

〇 

・

眺
む
れ
ば
月
の
たT

ち
は
人
知
ら
ず
滿
ち®

け
す
る
も
我
ぞ
定
む
る(

月)

憂
く
辛
き
數
の
み
多
く
積
り
な
ば
置
き
所
な
き
物
や
思
は
ん(

戀)

判
云.
.
.

戀
は
右
の
歌
、
九
九
と
い
ふ
よ
り
、
億
兆
の
上
に
も
、

い
く
ら
の
數
か
侍
ら
ん
、
置
き
所
な
き
ゃ
、
そ
の
道
の
事
た
へ
ぬ
樣
に
な
さ 

れ
侍
ら
ん 

三
十
二
番
職
人
歌
合
に
あ
る
算
置
き
の
歌 

置
く
算
の
相
生
し
た
る
花
の
時
風
を
ば
入
れ
ぬ
五
形
な
り
け
り(

花)

(

判
詞)

算
道
の
指
南
、
五
行
の
相
尅
相
生
を
本
體
に
て
、

一
切
の
吉
凶
を
判
定
す
る
こ
と
な
れ
ば
、
花
の
時
の
相
生
に
風
を
ば
入
れ
ぬ
五
形
と
勘 

へ
あ
げ
ぬ
る
、
い
と
興
あ
り.
.
.

輿
程
の
假
屋
の
う
ち
に
身
を
置
け
る
算
所
の
者
の
恨
め
し
の
夜
や(

述
懷)

(

判
詞)

算
置
き
の
述
懷
、
輿
程
の
假
屋
の
う
ち
、
さ
ぞ
と
推
測
ら
れ
侍
り
。
が
う
な
の
貝
、
蝸
牛
の
家
も
、
皆
己
が
身
に
合
せ
て
は
不
足
な
き
に 

や
、
五
尺
の
身
、
三
尺
の
假
屋
に
て
日
ね
も
す
訪
ふ
人
を
待
ち
ゐ
た
る
、

一
生(

の)

涯
の
果
報
を
も
、
自
身
に
勘
へ
ぬ
ら
ん
、
置
け
る
算
所
と
い

ひ
、
算
所
の
者
と
續
け
ぬ
る
、

い
と
よ
く
云
ひ
く
さ
り
ぬ
る
に
ゃ
。.
.
.

-

と
あ
る
こ
と
に
據
っ
て
、
，

鎌
倉
時
代
以
降
で
も
「
算
置
き
」
卽

ち

「
計
算
を
為
す
人
」
が
繪
師
、
番
匠
、
箕
作
、
機
織
な
ど
と
同
樣
に
一
種
の
職
業
人
と
し
て
世
に
立
っ
て
ゐ
た
」 

事
が
分
る
と
言
ひ
、

又

か\

る
算
置
き
の
需
要
が
多
く
、
彼

等

は

隨

所

に

そ

の

職

業

所

卽

ち

「
算
所
」
を
設
け
て
依
賴
者
を
待
っ
て
居
た 

と
說
き
、

又
依
賴
に
よ
り
他
所
に
出
張
又
は
巡
行
す
る
事
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
ま
で
推
測
し
て
ゐ
る
。

勿
論
、

以
上
の
歌
か
ら
、
算
道
或
ば
算
置
き
が
計
算
を
行
ふ
こ
と
が
あ
っ
た
、

と
ま
で
は
考
へ
ら
れ
る
。

し
か
し
そ
れ
以
上
は
小
說
的 

の
想
像
に
過
ぎ
な
い
。

IIO



元
來
、
「
算
所
」

に
就
い
て
は
前
々
よ
り
議
論
が
絕
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、

そ

れ

は

「產
所
」
「
散
所
」
其
他
各
種
の
宛
て
字
を
書
く
が
、
 

兎
に
角
一
種
の
賤
民
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
疑
ひ
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

柳

田

國

男

氏

の

「
山
莊
太
夫
考
」(

『
鄕
土
硏
究
』

三
卷
二
號
、

大
正
四
年)

に

は

『
南
路
志
』

に
據
り
、

土
佐
香
美
郡
須
留
田
村
に
住
む 

「
博
士
」

と
い
ふ
職
の
頭
、
蘆
田
主
馬
太
夫
が
、
「
算

所

」
と
も
呼
ば
れ
、

一
種
の
祈
禱
業
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
、 

サ
ン
シ
ョ
の
サ
ン
は
「占
や
算
」
の
算
で
、
算
者
又
は
算
所
と
書
く
の
が
命
名
の
本
意
に
當
っ
て
ゐ
る
と
思
ふ
。
卜
占
祈
禱
の
表
藝
の
他
に
、
或
は
視 

言
を
唱
へ
歌
舞
を
奏
し
て
合
力
を
受
け
、
更
に
其
の
一
部
の
者
は
遊
藝
賣
笑
の
賤
し
き
に
就
く
を
も
辭
せ
な
か
っ
た
爲
に
、
其
の
名
稱
も
區
々
に
な
り
、
 

且
色
々
の
宛
字
が
出
來
て
、
愈
・
出
自
が
不
明
に
な
っ
た
も
の
と
考
へ
る
。

と
說

い
て
居
る
。 

、

又
、
喜

田

貞

吉

氏

の

「
散
所
法
師
考
」(

『
民
族
と
歷
史
』
四
卷
三•

四
號
、

大
正
九
年)

で
は
、

そ
れ

が

古

く

は

常

に

「
散
所
」
と
書
か
れ
、
 

旣

に
平
安
朝
頃
か
ら
し
て
雜
色
或
は
隨
身
な
ど
、
と
し
て
現
は
れ
、
警
固
や
人
夫
に
使
役
せ
ら
れ
て
ゐ
る
事
か
ら
、
產
所
又
は
算
所
は
全 

く
音
通
に
よ
る
假
字
で
あ
り
、

こ
れ
が
集
團
生
活
を
な
さ
ず
野
山
に
散
在
し
て
生
活
す
る
爲
に
名
付
け
ら
れ
た
一
種
の
賤
民
で
あ
る
と
の 

說
が
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。

且
、

そ

こ

で

は

『
土

佐

算

所

太

夫

文

の

中

に
 

山
崎-
ー
算
所
有
レ
之
、
算
所
ハ
納
所
之
事
一
一
テ
勘
定
致
候
所
也

と
い
ふ
說
明
が
あ
り
、

又

右
申
傳--

、
算
所
ハ
勘
定
致
候
故
、
忠
義
公
之
御
書
モ
算
所
方
一
一
止
リ
候
也

と
註
せ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
注
意
し
て
ゐ
る
が
、

而
も
此
等
は
後
世
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
は
算
所
の
文
字
か
ら
出
た
說
明
で
あ
る 

と
し
て
ゐ
る
も
の
ゝ
如
く
で
あ
る
。 

•

室
町
時
代
の
數
學
的
知
識(

大
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こ
れ
以
後
此
の
問
題
を
取
扱
っ
た
者
も
、

多
く
は
散
所
說
を
採
っ
て
ゐ
る
。

し
か
し
三
十
二
番
職
人
歌
合
の
歌
を
考
へ
合
せ
れ
ば
、
算
所
が
卜
占
を
主
な
る
業
と
す
る
一
種
の
賤
民
で
あ
る
と
す
る
柳
田
說
は
相
當 

に
有
力
に
な
っ
て
來
る
。

こ
の
歌
合
の
二
首
の
歌
は
、
算
置
き
が
後
の
賣
卜
者
の
如
き
も
の
で
あ
る
と
考
へ
る
峙
に
の
み
正
當
に
解
釋
せ 

ら
れ
る
、

そ
し
て
こ
の
算
所
の
太
夫
は
一
種
の
曆
を
も
製
作
し
た
、

か
や
う
な
こ
と
は
此
の
時
代
と
し
て
は
類
例
が
多
い
。

こ
れ
に
は
幾 

分
の
計
算
が
入
用
で
あ
っ
た
ら
う
。
古
い
數
學
が
公
卿
の
家
に
殘
っ
た
と
同
樣
、

こ
の
家
々
に
も
殘
留
し
た
の
で
あ
る
。
鶴
岡
放
生
會
職 

人
歌
合
の
歌
の
判
は
こ
の
點
か
ら
解
釋
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ'

に
全
く
疑
問
が
な
い
で
も
な
い
。
算
道
と
算
置
き
は
二
つ
の 

異
っ
た
職
業
で
あ
り
、
算
道
は
古
の
算
博
士
の
流
、
算
置
き
は
後
の
賣
卜
者
の
類
と
い
ふ
解
釋
も
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
二
の
場 

合
と
雖
も
、
澤
田
氏
の
言
ふ
が
如
き
說

の
成
立
し
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

陋

、
算
道
、
算
置
き
の
性
格
は
、

こ
の
二
つ
の
歌
合
の
作
者
を
瞥
見
す
る
事
に
よ
っ
て
明
か
に
な
る
。

(

鶴
岡
放
生
會
職
人
歌
合
の
作
者)

遊播宿樂

曜 左

君經師人

白念节舞

拍佛 右

子者道人

鏡疊銅繪

細 左

磨差工師

筆御蒔綾

簾繪 右

生編師織

樵相猿相

左

夫人樂撲

漁持田博

右

夫者樂勞

(

三
十
二
番
職
人
歌
合
の
作
者)

左 

右

左

右

左 

右
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科
厚
史

千
秋
萬
歲
法
師 

師

子

舞
 

鶯 

飼 

大

鋸

引
 

桂 

女 

算 

置

繪猿鳥

さ

石鬟虛

無

解牽 し 切 捻 僧

高

野

聖
 

か

ね

敲
 

へ
ふ
ぼ
う
ゑ
師 

渡 

守 

農 

人

材

木

賣

巡 

禮 

胸

た

た

き 

針 

殿 

輿 

舁 

庭 

掃 

竹 

賣

結

柄

師
 

火

鉢

賣
 

糖

粽

賣
 

地

黃

煎

賣 

箕 

作 

桃 

讥 

菜 

賣

・
 

鳥 

寶

我
々
は
こ
の
表
か
ら
計
算
技
術
者
と
し
て
の
算
道
や
算
置
を
讀
み
取
る
こ
と
は
全
く
不
可
能
で
あ
ら
う
。

こ
の
點
か
ら
言
へ
ば
、
『
土
佐
算

所
太
夫
文
書
』

に
附
せ
ら
れ
た
算
所
は
計
算
す
る
所
と
い
ふ
說
明
も
、
確
か
に
算
所
の
文
字
か
ら
推
測
し
た
臆
說
で
あ
る
に
違
ひ
な
い
。 

し
か
し
我
々
は
こ
れ
を
斷
定
す
る
こ
と
を
差
挫
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
よ
り
一
層
豐
富
な
材
料
の
集
ま
る
ま
で
待
た
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

『
群
書
類
從
』
卷
第
三
百
五
十
八
、
遊
戲
部 

『
群
書
類
從
』
卷
第
三
百
六
十
二
、
遊

戲

部

，
 

『
群
書
類
從
』
卷
第
百
十
八
、
裝
束
部
」
 

以
下
の
狂
言
の
本
文
は
す
べ
て
、
野
々
村
戒
三
、
安
藤
常
次
郎
共
著
『
狂H
集
成
』
に
よ
る

こ
れ
は
山
田
孝
雄
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
。

三
上
義
夫
「
九
九
に
就
き
て
」(

東
洋
學
報)

參
照

『
績
群
書
類
從
』
卷
第
五
百
五
十
四
以
下
、
遊
戲
部

『
群
書
類
從
』
卷
第
五
百
四
、
雜
部

『
日
本
俳
書
大
系
』
第
六
卷
「
貞
門
俳
諧
集
」

『
日
本
隨
筆
大
成
』
第
一
卷

『
續
群
書
類
從
』
卷
第
三
百
六
十
二
、
消
息
部 

こ
れ
亦
山
田
孝
雄
の
發
見
に
係
る
、
三
上
前
揭
論
文
參
照

『
二
中
歷
』
と
共
に
『
改
定
史
籍
集
覽
』
第
二
十
三
卷
に
收
め
ら
る

『
續
群
書
類
從
』
卷
第
九
百
四
十
七
、
雜

部

『
多
胡
信
敬
家
訓
』 

室
町
時
代
の
數
學
的
知
識(

大
矢)
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ニ
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科

學
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究
 

第

二

號 

二

四

「或 

書
」
 

の 

探 

索

—
!

前
號
所
載
「
明
治
度
制
の
起
原
」

一
三
九
頁
追
補!
—

伊
能
忠
敬
が
折
衷
尺
を
作
り
そ
の
寸
法
が
現
行
の
曲
尺
で
あ
る 

と
い
ふ
傳
說
を
檢
討
し
て
見
る
と
、
折
衷
の
一
方
の
原
尺
と
な
っ 

た
享
保
尺
と
い
ふ
尺
度
が
幕
末
の
學
者
に
殆
ん
ど
記
述
さ
れ
て
居 

な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。

享
保
尺
の
傳
說
を
普
及
さ
せ
た
の
は
內 

田
五
觀
で
あ
る
が' 

た

ヾ

淸

宮

秀

堅

が

「
地
方
新¢

1
」

度
量
權
部 

(

七
丁)

に

「
或
書
に
量
地
尺
念
佛
尺
享
保
尺
は
と
も
に
曲
尺
よ
り 

四
厘
を
强
く

す:
:

」

と¢
5

い
て
ゐ
る
。
享
保
尺
を
量
地
尺
と
名 

付
け
た
の
は
內
田

自

身

で

あ

る(

本
誌
第
一
號
一
三
六
頁)

と
い 

ふ

か

ら

「
或
書
」
も
多
分
內
田
と
關
係
が
あ
る
人
の
著
述
で
あ
ら 

う
が
、

そ
れ
を
突
止
め
れ
ば
或
は
折
衷
尺
の
傳
說
に
も
多
少
の
資 

料
が
獲
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

下
總
佐
原
の
淸
宮
利
右
衞
門
氏
は
秀 

堅
の
子
孫
で
、
「
地
方
新
書
」

の
自
筆
本
を
藏
す
る
と
聞
い
て
居
た

天 

野 

淸 

か
ら
、
機
會
を
得
て
訪
問
し
た
。
自
分
の
考
へ.
で
は
、
自
筆
本
に 

「
或

書

」
の
手
懸
り
が
な
い
と
し
て
も
舊
家
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
著 

作
當
時
の
參
考
文
獻
が
保
存
さ
れ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。

そ
れ
を
丹 

念
に
調
べ
れ
ば
收
穫
が
あ
ら
う
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
殊
に
淸
宮 

家
と
伊
能
家
と
は
同
じ
佐
原
で
二
丁
と
離
れ
て
ゐ
な
い
か
ら
其
點 

で
も
興
味
が#

>.
っ
た
。

淸
宮
方
に
は
二
冊
の
原
本
が
保
存
さ
れ
て
居
り
共
に
表
紙
に
は 

「
經
邦
或
考
」
と
い
ふ
地
方
新
書
の
原
名
が
記
し
て
あ
る
。

一
冊
は 

草
稿
本
で
非
常
に
書
き
換
へ
が
多
く
、
他
は
淸
書
本
で
、
自
分
が 

暫
く
前
に
購
っ
た
元
老
院
版
の
原
本
と
な
っ
た
も
の
か
殆
ん
ど
全 

く
そ
れ
に
等
し
い
。
問

題

の

箇

所

を

見

る

と

「
或
書
に
」

と
あ
る 

が
そ
れ
は
貼
紙
の
上
に
書
い
走
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
紙
を
剝
が
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し

て

見

る

と

「
鈴
林
必
携
に
」

と
あ
る
。
草
稿
本
で
は
書
き
加
へ 

た
形
で
書
い
て
あ
り
貼
紙
は
な
い
。(

著
述
の
參
考
書
は
殆
ん
ど
ノ
ー 

ト
の
形
で
あ
る
と
聞
い
た
が
そ
れ
を
調
べ
る
時
間
は
な
か
っ
た) 

「
鈴
林
必
携
」
は

「
地
方
新
書
」

の
卷
頭
の
引
用
書
目
中
に
も
あ 

る
が
、
畏
友
大
矢
眞
一
氏
に
尋
ね
る
と
・
「
文
明
移
入
に
關
す
る
古 

書

展

覽

會

目

錄(

荒
木
幸
太
郞
編)

大
正
十
四
年
九
月
」

に 

鈴

林

必

携

一

册 

上
田
亮
章
著
、
下
曾
根
札
園
閱
、
嘉
永
六
年 

田 

原
藩
芳
春
堂
刊

本
書
は
「
ミ
リ
タ
イ
ン
、

サ
ッ
ク
・
フ
ッ
ク
」
一
八
三
八
年
版
を
譯
せ
る
も 

の
に
し
て
大
砲
發
射
の
試
效
及
び
器
械
彈
藥
の
尺
度
斤
量
長
短
輕
重
等
を 

比
較
し
烦
臺
の
制
式
用
兵
等
の
槪
略
を
記
載
せ
る
も
の
な
り 

と
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

そ

こ

で

「
鈴
林
必
携
」
を
手
に
入
れ 

る
こ
と
が
問
題
に
な
る
が
、

一
方
で
前
記
の
解
說
に
就
て
考
へ
て 

見
た
。

下
曾
根
桂
園
は
甲
斐
守
下
曾
根
金
三
郞
で
例
の
渡
邊
畢
山 

等
の
尙
齒
會
や
後
に
は
講
武
所
で
內
田

彌

太

郞(

五

觀)

と
は
熟 

知
で
あ
り
、
內
田
も
砲
術
を
修
め
た
。

上
田
亮
章
は
何
者
で
あ
る 

か
分
ら
ぬ
が
、
名

古

屋
(

尾

張

藩)

の
砲
術
家
上
田
仲
敏
〈
帶

刀) 

と
は
別
人
で
あ
ら
う
。

た
ヾ
天
保
十
年
內
田
が
江
川
英
龍
の
下
で 

有
名
な
浦
賀
測
量
を
し
た
時
、
渡
邊
畢
山
が
內
田
、
奧
村
の
門
人
、
 

田
原
藩
士
上
田
喜
作
と
い
ふ
測
量
稽
古
を
し
た
者
を
秘
か
に
助
手

「
或

書

」
の

探

索
(

天
野)

に
附
け
た
こ
と
が
、
當
時
畢
山
か
ら
齋
藤-
彌
九
郞
へ
宛
て
た
書
簡 

に
依
て
分
っ
て
ゐ
る
。

田
原
藩
は
小
藩
で
あ
る
か
ら
同
姓
で
仕
事 

の
方
面
が
近
い
以
上
は
聯
絡
が
あ
り
は
し
な
い
か
、
有

れ

ば

「
鈴 

林
必
携
」

所
載
の
尺
度
は
恐
ら
く
內
田
か
ら
出
た
も
の
で
あ
ら
う
。 

さ
う
な
れ
ば
享
保
尺
の
寸
法
は
全
く
內
田
か
ら
世
に
出
た
こ
と
に 

な
る
と
自
分
は
想
像
し
た
の
で
あ
る
。

田
原
藩
主
の
子
孫
た
る
三 

宅
家
へ
問
合
す
こ
と
も
考
へ
ら
れ
た
。(

尙
、
鈴
林
必
攜
が
嘉
永
年
間 

に
出
た
の
に
こ
れ.
を
引
用
し
た
地
方
新
書
が.
弘
化
四
年
に
完
成
し
た
の
は
鲤 

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
者
の
序
文
が
書
か
れ
た
だ
け
で
內
容
に
は
安
政
四
年 

に
書
い
fc
と
こ
あ
も
あ
りM

題
は
な
い
、
前
號
の
記
事
を
訂
正
す
る
。) 

と
こ
ろ
が
、

上

野

圖

書

館

に

「
西
村
茂
樹
先
生
自
筆
・
本
」
と
し
て 

「
泰
西
尺
度
量
衡
等
雜
記
」
と
假
に
名
付
け
ら
れ
た
砲
術
書
が
あ 

る
。

西
村
の
號
で
あ
る
泊
翁
、
樸
堂
の
印
あ
り
、
松
平
直
亮
伯
の 

寄
贈
で
あ
る
か
ら
西
村
氏
の
手
に
か
ゝ
っ
た
事
は
間
違
ひ
な
い.
が
、
 

そ
の
卷
頭
に

「
涅
特
兒
蘭
土 

一
エ
ル
ノ
尺
度
八
大
地
球
子
午
線
ノ
徑
四
千
萬
分 

ー
ヲ
取
ル
吾
量
地
尺
ノ
三
尺
二
寸
九
分
二
七
三
四
ヲ
得
ル(

量
地 

尺
八
念
佛
尺
又
享
保
尺
ト
云
木
匠
曲
尺
ヨ
リ
長
キ
四
厘)

：:

」 

と
あ
る
の
を
見
出
し
た
。

こ
れ
こ
そ
地
方
新
書
所
載
の
或
書
に
外 

な
ら
な
い
從
っ
て
著
者
も
正
確
な
年
代
も
不
明
な
が
ら
和
蘭
砲
術

二

五
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科

學

史

硏

究
 

第

二

號 

便
覽

の

飜

譯

書

た

る
こ

と

歷

然

た

る

此

書
が

「
鈴
林
必
携
」

で
あ 

ら
う
と
喜
ん
だ
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、

大
矢
氏
が
名
古
屋
の
古
本
屋
の
目
錄
で
註
文
し
た 

「
鈴
林
必
携
」
前
後
編
が
屆
い
て
大
い
に
驚
い
た
。
成
程
こ
の
書 

物
は
前
記
展
覽
會
解
題
通
り
の
も
の
で
あ
る
が
享
保
尺
の
こ
と
等 

少
し
も
な
く
前
編
の
序
文
に

「(

前
略)

越
爾
尺
八
我
力
曲
尺
ノ
三
尺
三
寸
处
母

ハ 

三
分
三
厘
一
一
當
テ
… 

定
テ
先
生(

下
會
根
の
こ
と)

一
家
ノ
法
トX

世
一
一
通
シ
テ
較X

ル
所
ノ
量 

ト
分
量
ノ
差
ア
リ
ト
雖
壬
蓋
シ
術
事--

施
久--
於
テ
害
ア
ル
事
ナ
キ
ヲ
以 

ナ
リ
是
亦
捷
省
メ
簡
便
一
從
フ
ト
云
フ
」

と
要
領
の
良
い
事
が
書
い
て
あ
る
。
自
分
の
想
像
は
完
全
に
覆
さ 

れ
て
了
っ
た
。
・
貼
紙
し
て

「或
¢
!

に
」
と
し
た
因
緣
は
こ
ゝ
に
あ 

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
上
野
圖
書
館
の
本
の
正
體
が
知
り
た
い 

が
ど
う
も
分
ら
な
い
。

西
村
茂
樹
は
佐
倉
の
人
で
佐
原
に
は
近
く
、
淸
宮
秀
堅
も
廣
く 

世

に

行

は

れ

た

「
新

撰

年

表

」
は
佐
倉
か
ら
出
版
し
て
ゐ
る
か
ら 

兩
者
の
聯
絡
は
考
へ
ら
れ
る
。
が
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
失
敗 

か
ら
砲
術
飜
譯
書
に
は
幕
末
度
量
衡
に
關
す
る
資
料
が
多
く
、

種 

々
の
觀
點
か
ら
硏
究
の
餘
地
が
少
く
な
い
こ
と
を
學
ん
だ
が
、

そ 

の
一
例
を
後
述
す
る
。

二

六 

さ
て
自
分
が
佐
原
へ
比
較
の
た
め
持
參
し
た
「
地
方
新
書
」

に 

は

「
若
樹
文
庫
」

の
印
が
あ
る
が
こ
れ
は
故
林
若
吉
氏
の
文
庫
で 

氏
は
文
久
二
年
和
蘭
へ
留
學
し
た
林
硏
海
の
長
男
で
あ
る
。

硏
海 

と
は
前
號
に
述
べ
た
大
野
規
周
が
一
緖
に
留
學
し
た
の
で
あ
る
。 

大
野
は
精
密
器
械
製
作
を
學
ぶ
爲
め
に
ヨ
ー 

ロ
ッ
パ
へ
留
學
し
た 

最
初
の
人
で
あ
ら
デ
が
彼
は
往
復
と
も
檯
本
釜
次
郞
等
に
從
ひ
開 

陽
丸
で
歸
っ
て
來
た
。(

前
號
一
〇
九
頁
參
照
、
日
本
數
學
史
に
開
洋
と 

ち
る
は
誤
り)

大
野
が
明
治
七
年
自
製
の
天
球
地
儀
を
宮
內
省
に
獻 

じ

た
と
こ

ろ

明

治

天

皇
が

其

精

緻

巧

妙
を

激

賞
せ
ら

れ
て

召

見 

し
て
錦
段
及.
び
描
金
匣
を
賜
っ
た
こ
と
は
天
球
儀
地.
球
儀
製
作
史 

の
上
か
ら
も
、
廣
く
技
術
者
の
歷
史
か
ら
も
面
白
い
こ
と
で
あ
る 

が
、(

計
測
第
二
十
號
拙
稿
參
照)

こ
の
大
野
が
享
保
尺
の
實
長
を 

知
ら
ず
一 

メ
ー
ト
ル
を
享
保
尺
で
三
尺
二
寸
ハ
分
九
厘
二
四
八
と 

し
た
が
、

こ
の
數
字
は
制
度
局
の文

#
!

に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ら
う 

と
前
號
に
書
い
た
。

し
か
し
こ
の
寸
法
は
幕
末
の
砲
術
書
に
も
新 

エ
ル
と
の
比
較
と
し
て
見
ら
れ
若
し
筆
者
の
讀
み
誤
り
で
な
け
れ 

ば
、
掌

中

秘

錄

に

「
往
年
和
蘭
加
比
丹
ー
ー
ー
マ
ン
ナ
ル
此
定
む
る 

所

也

」
と
あ
る
。
--

—

マ
ン
ナ
ル
と
は
何
者
か' 

ど
う
し
て
寸
法 

を
定
め
た
か
〇・
問
題
は
盡
き
な
い
。
西
村
茂
樹
の
書
物
と
併
せ
て 

識
者
の
示
敎
を
俟
つ
。(

一
七
、

三
、

九)
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川

本

幸

民

に

っ

て

志

賀

富

士

男

宇
田
川
榕
菴
に
亞
い
で
、

吾
國
に
泰
西
化
學
の
基
礎
を
措
い
た 

人
は
裕
軒
川
本
幸
民
で
あ
る
。
近
時
幸
民
の
事
蹟
に
つ
い
て
は
各 

方
面
に
於
て
熱
心
に
論
究
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
余
は
こ
れ
等
硏
究
の

幸

民

の

家

系

史
家
の
た
め
に
今
日
に
至
る
迄
に
聊
か
識
り
得
た
事
を
玆
に
略
述 

し
た
い
。

何
等
か
資
料
の
一
助
と
も
成
れ
ば
望
外
の
幸
で
あ
る
。

—

 £

 

苗
播
磨
國
加
東
郡
橫
谷
村
、
卽
チ
現
在
ノ
上
東
條
村
字
橫
谷
ノ
醫
家
山
中
耕
齊
ノ
次
男
、
攝
津
三
田
藩 

丿

カ

产

尖
侍
醫
川
本
氏
ノ
養
子
ト
ナ
ル
、
文
政
二
年
正
月
二
十
二
日
卒
、
攝
州
有
馬
郡
幸
村
金
生
寺
ー
ー
葬
ル

—
女

子

——
米

子

—
周

篤

川
本
家
々
附
女
ー
一
生
レ
ル
所 

後
年
甲
賀
氏
妻
ト
ナ
ル

後
妻
森
川
氏
政
子
一
ー
生
レ
ル
所
播
州
加
東
郡
中
東 

條
村
小
澤
小
澤
屋
辻
兵
七(

幼
名
喜
太
郞)

妻

「

良
•
音

ー
ー
又 

家
ヲ
嗣
グ
、
文
政
十
二
年
七
月
十
三
日
江
戶
勤
番
中
卒
ス
——
 

芝
西
ノ
久
保
天
德
寺
境
內

永
壽
寺
ニ
葬
ル

川
本
幸
民
に
つ
い
て(

志
賀)

ー
ー
兵

七

—
女

A
 
—

吉

—
珍 1

藏

—
龜
四
郞

ー
ー
男
子

二

七



—
女

—
恭

—
女

科

學

史

硏

究
 

第

二

號

—
女

子

木

村

家

二

嫁

ス

—

—
恂

——
辰

厂

泰

年

——

子安子

「
女

—
女

——
强

ー
ー
洪

子子

二

八

藏

——
-
—
弘

—
年

ー
ー

正
路(

理
博
、
京
大
理
學
部
敎
授) 

ー
ー

男
子(

醫
博)

夫 哉
，

子
(

堀
內
謙
介
氏
夫
人)

^

湯
淺
家
ー
ー
男 

—
夏
子
三
宅
家
二
嫁
ス

佐
喜
子
原
田
家
二
嫁
ス
—

三
田
藩
士
、
福
井
格
衞
門
妻

兵
庫
ー
ー
出
テ
醫
ヲ
行
フ 

天
保
十
四
年
二
月
十
五
日
卒
ス 

•

兵
庫
、
御
影
鍵
屋
忠
兵
衞
妻!
—

子

一—'4
^

 

子

——
健
(

元
佛
國
大
使
代
理)

—
女

丄
举

子

——
文

ー
ー
男

厂
男

「

幸

子
(

法
博
、
細
野
軍
治
氏
夫
人)

子子

ー
ー
新
太
郞!
!

信

三

幼

名

龜

太

郞 

ー
ー
梅
子
辻
音
吉
妻

子
兵
庫
、
栗
山
太
郞
兵
衞
後
妻"

—
忠

助

ー
ー
直

吉

厂
忠
兵
衞
—
女

子

黠

35
黑
"

ヲ
嗣
グ
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號
裕
軒
、
幼
名
敬
藏
、
初
メ
周
民
、
文
化
七
年
生
レ
明
治
四
年
六
月
一
日
東
京
神
田
千
代
田
町
二
〇
番
地
一-

於
テ
逝
ク
享 

—
幸

民

年

六

十

二
歲
初
メ
淺
草
松
葉
町
曹
源
寺
一
葬
ル
モ
阴
治
三
十
四
年
二
月
十
六
日
雜
司
ヶ
谷
墓
地
一
一
改
葬
え
、
幸
民
妻
秀
子!
—
 

靑
地
林
宗
三
女
明
治
三
十
三
年
九
月
一
日
歿
享
年
ハ
十
六
歲

I

能
之
助 

—
淸

ー

天
保
六
年
生
レ
同
十
二
年
九
月
二
十
五
日
歿

享
年
六
歲

幼
名
淸
次
郞
、
天
保
十
年
八
月
七
日
生
大
正
七
年
七 

月
二
日K

鳥
縣
高
玉
金
山
一
一
於
テ
逝
ク
享
年
七
十
九

歲
淸
一
妻
鎚
子
ハ
ffl
安
侯
侍
醫
安
井
元
兆
長
女
大
正
—

七
年
二
月
二
十
三
日
卒
ヱ

—
城

藏司

—
愛

作

——
梅

子

—
八
重
子

慶
應
二
年
六
月
十
日
生
、
明
治
十
A.
年
九
月
十
七
日 

歿明
治
二
年
十
二
月
一
二
日
生
、
大
正
二
年
三
月
三
十
一 

日
歿 

雜
司
ヶ
谷
墓
地--
葬
ル

明
治
五
年
七
月
二
十
四
日
生
、
昭
利
十
三
年
四
月
二 

十
四
日
歿
行
年
六
十
七
歲

兄
敬
藏
死
去
ー
ー
ッ
キ
大
正
二
年
七
月
二
十
二
日
家
督 

相
續
ス
、
妻
佐
登
佐
藤
文
平
三
女

明
治
7V
年
九
月
二
十
日
生
レ
明
治
十
五
年
三
月
靑
地 

林
宗
家
絕
家
復
興
ノ
タ
メ
青
地
家
名
ヲ
相
續
ス 

明
治
十
一
年
二
月
二
十
二
日
生
、
昭
利
十
三
年
三
月 

A

日
歿
、
享
年
六
十
四
歲
櫻
井
久
我
治
妻 

明
治
十
三
年
二
月
二
十
一
日
生
外
波
辰
三
郎
妻
後
年 

川
本
家
一
ー
復
籍
ス
、
前
橋
市
岩
神
町
七
四
番
地
一
一
現 

住X

I

辰 

加
納
家
一
一
嫁
ス 

:

滿
佐
子 

南
波
家
一-

嫁X 

1

秋 

鈴
木
家-

嫌

X  

—
周 

若
井
家
一-

嫁

X

川
本
幸
民
に
つ
い
て(

志
賀)

ニ

九
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史

硏

究
 

第

二

號

;

幸 

加
藤
家
二
嫁
ス

:

冬 

吉
田
家
一-

嫁
ス 

—
登
美
井
口
家
二
嫁
ス 

・

—
八
千
代 

—
郁

—
裕

司

川
本
家
と
靑
地
家
と
の
關
係 

等

也

木

亲

天
保
四
年
二
月
二
十
二
日
歿
行
年
五
十
九
歲 

逹
・

'

右
勞
妻
歌
子
ハ
吾
妻
檢
校
ノ
女
ナ
リ 

離

?-
誠
軒
坪
井
信
遣
妻 

条
子
明
治
三
十
二
年
十
二
月
歿
行
年
九
十
歲 

ー
 

—
三
千
子
伊
東
元
長
妻 

—
号

F

川
本
幸
民
妻 

文
化
十
二
年
一
ー
ー
月
二
十
二
日
生 

多

4

明
治
三
十
三
年
九
月
一
日
歿
、
行
年A

十
六
歲 

—
宮

子

未

婚

而

死

歿 

——
千

里

幼

時

溺

死X 

I
¢
 

力
*・

弱
牴
・ 

・
後
年
川
本
淸
一
三
男
愛
作
、
靑
地
家
絕
家
再
興
ノ
ダ
メ
靑
地
家
ヲ
相
續
ス 

聲 

聶

谒?
 

時
一
一
明
治
十
五
年
三
月
愛
作
ハ
歲
ノ
時
ナ
リ

ニ
ー〇
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旣
往
の
各
種
文
献
に
現
れ
た
る 

幸
民
傳
記
に
つ
い
て

「
新
版
大
日
本
人
名
蟹
貝
」(

上
卷
七
六
九
—

七

七

〇

頁)

に
載
せ 

ら
れ
て
ゐ
る
幸
民
の
傳
記
中
左
の
一
節
が
あ
る
。

(

前
文
略)

安
政
二
年
需
幸
民
を
擧
げ
て
洋
書
調
所
敎
授
と
為
す 

云
々

こ
れ
は
玆
に
更
め
斷
る
ま
で
も
な
く
洋
書
調
所
で
は
な
く
蕃
書

調
所
で
密a
s
g

XIs

ti
禎

第

蠶

SS2

ー

二
六
丁)
 

一
橋
御
門
外
に
新
築
落
成
と
共
に
蕃
書
調
所
移
轉
唱
眷
及
修
業
の 

令
が
板
倉
周
防
守
の
手
か
ら
大
目
付
へ
御
達
し
が
あ
っ
た
、
こ
れ
は
同
月
二 

十
日
の
事
で
あ0

同
二
十
三
日
に
は
落
成
式
が
盛
大
に
擧
行
せ
ち
れ
た
、
若 

年
寄
堀
出
雲
守
、
加
納
酸
河
守
、
守
田
玄
蕃
守
、
大
目
付
山
口
丹
波
守
、
小 

普
講
奉
行
田
村
石
見
守
、
朝
比
奈
甲
斐
守
、
小
普
請
支
配
柴
田
龍
登
守
、
戶 

田
民
部
、
御
目
付
淺
野
伊
賀
守
、
頭
取
田
村
肥
後
守
、
杉
浦
正
一
郎
、
其
他

御
坊
主
組
頭
諸
役
人
等
が
出
席
し
た
、
此
時
公
儀
か
ら
は
白
木
折
詰
の
赤
飯 

が
出
で
内
容
は
鱗
一
片
玉
子
燒
ニ
片
連
根
三
片
薯
三
個
、
千
瓢
若
干
が
容
っ

益)
年
代
も
安
政
二
年
で
な
く
安
政
三
丙
辰
年
四
月
四
日
で
あ
り
此
日 

公
儀
よ
り
幸
民
外
八
名
に
對L

て
蕃
書
調
所
出
役
敎
授
職
並
に
敎

川
本
幸
民
に
つ
い
て(

志
賀)

授
手
傳
の
任
命
が
あ
っ
た

fl
鹦

g?
wt
ft
?î

5H

豔
 

し
が
阿
部
伊
勢
守
よ
り
御
目
付
方
へ
廻
送
さ
れ
た
、
こ
の
達 

レ 

し
の
原
文
は
朱
書
で
日
附
は
辰
二
月
十
一
日
と
な
っ
て
ゐ
る
。J

 

さ
て
此
日
任
命
さ
れ
た
人
達
は
次
の
如
く
で
あ
る

松
平
三
河
守
家
來(

作
州
津
山)

箕

作
 

阮

甫
 

酒
井
修
理
大
夫
家
來(

若
州
小
濱)

杉

田
 

成

卿
 

蕃
書
調
所
出
役
敎
授
職
御
仰
付
勤
候
內
爲
御
手
當
三
十
人
扶
持
幷
一
ヶ

年
金
貳
拾
兩
ツ
、
御
下
之

一
ケ
年
金
拾
五
兩
ツ
、
御
下
之 

卽
ち
此
日
任
命
さ
れ
た
人
達
は
幸
民
外
八
名
で
あ
る

蕃
書
調
所
出
役
敎
授
手
傳
御
仰
付
勤
候
內
爲
御
手
當
貳
拾
人
扶
持
幷

田 川 手 原 東 松 高

島 本 塚 田 條 木 畠

順 幸 律 敬 榮 弘 五

輔 民 藏 策 庵 安 郞

、
「
大
槻
如
電
修
新
撰
洋
學
年
表
」(

一
四
一
頁)

に
は
敎
授
手
傳
に
幸
民
等 

''
九
名
が
選
ら
ば
れ
た
と
なQ

て
ゐ
る
、
こ
れ
は
同
年
正
月
二
十
日
過
ぎ 

頭
取
古
賀
謹
一
郎
か
ち
差
出
し
た
人
撰
上
申
中
に
も
原
田
敬
策
の
代
リ
に 

三
浦
志
摩
守
家
來
石
井
宗
謙
を
推
挽L

て
ゐ
る
、
尤
も
こ
れ
は
同
年
三
月
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科

學

史

硏

究
 

第

二

號 

二
十
七
日
阿
部
伊
勢
守
か
ら
の
注
意
で
石
井
を
除
き
原
田
を
加 

へ
た
事
實 

が
あ
る
の
と
、
更
に
古
賀め

上
申
書
中
に
今
一
人
、
村
上
代
三
郞
の
名
が 

載
っ
て
ゐ
る
。
村
上
代
三
郞
は
幸
民
と
同
鄕
の
人
で
、
播
州
加
東
郡
木
梨 

村
の
出
身
で
あ
る
が
、
同
人
は
當
時
出
役
を
甚
だ
迷
惑
が
り
遂
に
出
役
は 

〇 

實
現
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
等
の
事
が
如
電
を
し
て
敎
授
手
傳
九
名
と
云 

ふ 

錯
誤
を
生
ん
だ
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
他
面
、
敎
授
職
及
敎
授
手
傳
の
外 

に
句
讚
師
或
は
句
讀
敎
授
と
云
ふ
下
級
の
敎
員
十
名
許0

と
更
に
叉
引
餐 

績
い
て
句
讀
敎
授
及
敎
授
手M

を
大
に
増
員
し
た
の
も
事
實
で
あ
る
。
然 

し
そ
の
孰
れ
に
せ
よ
辰
四
月
四
日
の
蕃
書
調
所
の
初
任
命
の
ー 

當
初
は
、
敎
授
職
及
敎
授
手
ff
は
幸
民
外
八
名
で
あ
つ
花
。
、 

こ
、

に
斷
る
迄
も
な
く
松
木
弘
安
は
後
年
の
外
務
卿
寺
島
宗
則 

で
あ
る
、
尙
ほ
右
の
人
名
中
、
東
條
榮
庵
は
榮
一
と
も
云
っ
た
、
 

そ
の
時
に
は
又
英
一
と
も
書
い
た
、

原
田
は
後
に
吾
一
又
は
一
道 

と
改
め
た
事
は
周
知
の
事
で
あ
る
。

、
續
々
太
平
年
表
、
懷
舊
紀
事(

阿
部
家
藏
日
本
敎
育
史
資
料
、
等

'' 

厂
記
載
さ
れ
て
ゐ
る
右
の
人
達
の
名
前
の
文
字
が
色\
、
誤
記
さ
れ
て
ゐ
る 

の
で
玆
に
改
め
】 

訂
正
し
た
。

J

從

っ

て

前

記

：
新
版
大
日
本
人
名
辭
書
」

中
に
記
載
せ
ら
れ
た
文 

章
は

「
安
政
三
丙
辰
年
四
月
四
日
器
幸
民
を
擧
げ
て
蕃
書
調
所
敎
授
手 

傳
と
な
す
云
々
」 

と
改
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

三

次
に
、

「
新
撰
大
人
名
辭
典
」
第

二

卷
(

ニ
ニ
六
頁)

記
載
中
の
幸
民
に 

關
す
る
事
項
中
、

生
年
を
文
化

A°
年
と
し
た
の
は
文
化
廿
年
の
誤 

り
で
あ
る
。

富

士

川

游

の

「
日
本
醫
學
史
」(

五

二

〒

五

一

四

頁
)

に
は
幸 

民
に
關
す
る
限
り
幾
多
の
是
正
す
可
き
個
所
が
あ
る
。 

殊
に
幸
民
の
著
作
中
極
め
て
注
目
す
可
き
著
書
、
「
遠
西
奇
器
述
」 

を

單

に

「
奇
器
述
」

と
記
し
安
政
三
年
に
杉
田
、
箕
作
等
と
俱
に 

幸
民
を
一
躍
蕃
書
調
所
の
敎
授
に
擧
げ
て
書
い
て
ゐ
る
の
は
誤
り 

で
あ
る
。

、
幸
民
が
敎
授
職
並
に
成
っ
た
の
は
安
政㈣

年
十
二
月
二
十
五
日
で
あ
る
、
 

ご
此
の
時
は
手
當
二
十
五
人
扶
持
、

年
金
貳
拾
兩
で
あ
っ
た
、
更
に
安
政 

六
年㈣

月
二
日
に
は
敎
授
職
と
な
っ
た
、
此
の
時
の
手
當
は
三
十
人
扶
持
年 

金
貳
拾
兩
で
あ
っ
た
。
此
年
二
月
十
九
日
に
は
蕃
書
調
所
敎
授
職
杉
田
成
WP 

が
死
ん
だ
、
幸
民
が
敎
授
職
を
仰
付
か
っ
た
日
、
杉
田
玄
端(

酒
井
修
理
大 

夫
家
來)

は
敎
授
並
と
な
っ
た
、
後
ち
文
久
二
年
十
二
月
箕
作
阮
甫
、
川
本 

幸
民
、
杉
田
玄
端
の
三
敎
授
職
陣
が
洋
書
調
所
に
重
き
を
ノ 

な
す
に
至
っ
た
の
も
實
に
此
の
日
に
兆
し
た
の
で
あ
る
。J

「
化
學
新
書
」
に
つ
い
て

「
化
學
新
書
」
は
幸
民
晚
年
の
譯
述
書
の
一
一
で
あ
る
。
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川
本
幸
民
に
つ
い
て(

志
賀)

本
書
は
本
邦
に
渡
來
し
た
當
痔
の
和
蘭
圖
書
中
屢'
、
見
受
け
ら 

れ

る

著

者D
1
J

 

.
Q
u
n

s.n
g
 
(

彼
は
ウ
ト
レ
ヒ
ト
の
專
門
學
校 

の
化
學
科
の
敎
授
で
あ
っ
た)

が
例
の 

J

・A

・ssckhardf

 

の 

S
c
h
u
l
e

 d
e
r

 C
h
e
m
i
e

 

を
蘭
語
譯
に
し
た 

D
e

 

s
c
h
e
i

s-
ーー̂

e  v
a
n

 

h
e
f

 

o
n
b
e
w
c
l
.
k

ナui
g
d
e

 c
n

 b
e
w
i
r
k

ナuigde

 R
l
j
k
・

 l
g
5
u

・
 s

c
h
o
o
l
T

 

h
o
v
e
m

の
重
譯
で
あ
る
。

此
の
書
の
冒
頭
に
幸
民
は
次
の
如
く
認
め
て
ゐ
る

「
此
書
ノ
再
譯
ハ
實
二
萬
延
元
年
庚
申
二
係
カ
ル
翌
文
久
元
年
辛
酉 

ノ
冬
西
曆
一
千
ハ
百
五
十
五
年
尼
達
蘭
第
三
版
增
補
重
訂
書
ヲ
得
テ 

補
譯
ス
」

こ
の
但i

n

は
極
め
て
興
味
あ
る
幾
多
の
問
題
を
提
示
す
る
。
「
化 

學

新

書

」
が
依
、
烏

、
根
寧
氏
の
第
三
版
增
補
重
訂
書
に
つ
け
ら 

れ
た
書
名
な
れ
ば
同
書
の
初
版
乃
至
は
第
二
版
を
重
譯
し
た
本
が 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

坪
井
信
良
が
明
治
九
年
に
幸
民
の
嗣
子
淸
ー
に
送
っ
た
幸
民
の 

年
譜
の
末?$

に
幸
民
の
譯
述
書
目
の
名
が
擧
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。 

(

坪
井
信
良
は
淸
ー
と
從
兄
弟
の
仲
で
あ
る)

そ
の
中
に
、

ー
二
三
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硏

究
 

第

二

號 

「
化
學
書
」
ギ
ュ
ン
ー
ー
ン
グ
氏 

三
册 

化
學
讀
本
ト
同
書
但
シ
初
版
ノ
譯
ー
シ
テ
第
二
版
ヲ
補
譯
揷
入
ス 

と垂
!
！！

い
て
あ
る
。

し
て
み
る
と
、

こ

の

「
化
學
蚩
貝
」

は
勘
く
と
も
萬
延
元
年
以
前
の 

年

に

譯

述

さ

れ

「
化
學
書
」

な
る
書
名
を
附
さ
れ
た
も
の
に
違
ひ 

な

い

.0
從

っ

て

「
化
學
」

な
る
言
葉
が
少
く
と
も
萬
延
元
年
以
前 

の
安
政
年
間
に
旣
に
幸
民
に
よ
っ
て
書
物
の
題
名
に
迄
使
用
さ
れ 

て
ゐ
る
の
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。

『

宇
都
宮
鑛
之
進
經
歷
談(

第
六
十
一 

丁)

に
記
載
さ
れ
て
ゐ
る
如
く
「
化 

ご
學
」
な
る
名
稱
は
宇
都
宮
に£

っ
て
始
め
て
使
用
さ
花
世
人
が
こ
れ
よ 

0

洽
く
口
に
す
る
や
う
に
な
っ
た
と
云
ふ
事
は
、
決L

て
宇
都
宮
が
始
め 

て
「
化
學
」
な
る
言
葉
を
今
日
の
「
化
學
」
の
持
つ
意
義
に
使
用
し
た
の
で 

は
な
いe

文
久
二
年
八
月
洋
書
調
所
精
煉
方
出
役
で
あ
っ
わ
宇
都
宮
が
文 

久
三
年
九
月
洋
書
調
所
が
開
成
所
と
唱
替
へ
さ
る
ゝ
に
當
り
林
大
學
頭
に 

諮
り
精
煉
所
を
化
學
所
と
改
稱
す
る
事
を
提
育
し
た
。
卽
ち
後
ち
之
が
容
れ 

ら
れ
て
化
學
所
と
な
っ
た
に
せ
よ
宇
都
宀
-B
は

「
化
學
」
と
云
ふ
名
稱
の
中
に 

純
粹
な
學
問
以
外
に
今
日
で
云
ふ
工
業
化
學
的
な
意
義
を
多
分
に
盛
っ
て 

使
用
し
た
の
で
お
る
。
否
、
む
し
ろ
當
時
の
人
は
「
化
學
」
と
云
ふ=B
葉 

を
今
日
で
云
ふ
製
造
化
學
乃
至
は
治
金
、
製
煉
と
云
ふ
意
に
屢-

使
用
し
て 

ゐ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
證
據
に
*•
久
二
壬
戌
年
ハ
月
二
十
一
日
松
木
弘
安 

が
露
都
ペ
ト
ル.
フ
ル
グ
か
ら
川
本
幸
民
に
宛
て
た
次
の
書
狀
に(

此
書
狀
寫 

し
は
尾
佐
竹
猛
先
生
の
御
好
意
に
よ
る)

「
此
地
工
參
り
帝
城
近
邊
之
別
宮 

一
一
一
同
旅
宿
仕
日
ゝ
ー
一
所*

へ
參0

見
候
處(

中
略
〉
化
學
よ"

も
醫
術
を
盛 

に
し
て
此
府
に
醫
甚
多L

」

云
ゝ
卽
ち
公
儀
の
施
設
に
對
し
て
宇
都
宮
は

ー
ニ
四

「
化
學
」
な
る
言
葉
を
使
用
し
た
の
で
あ
る
、
そ
し
て
化
學
所
な
る
公
の
設 

備
に
對
す
る
呼
稱
は
や
が
て
「
牝
學
」
な
る
ー
肓
葉
の
流
布
に
一
の
拍
車
と
な 

っ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
だ
が
、
む
し
ろ
今
日
我
ゝ
の
使
用
す
る
「
化
學
」 

な
る
言
葉
の
も
つ
意
義
に
近
い
意
味
を
盛
っ
て
書
物
の
題
名
に
迄
旣
に
使 

用
し
た
人
は
幸
民
で
は
な
か
ノ

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
が
。J

さ
て
此
書
は
幸
民
の
歿
後
、

明
治
七
年
陸
軍
文
庫
の
藏
版
と
な 

っ

て

「
化
學
讀
本
」

の
新
題
名
を
冠
せ
ら
れ
て
上
梓
刊
行
さ
れ
た 

事
は
旣
に
世
に
知
ら
れ
た
事
柄
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
內 

容
の
如
何
に
豐
富
精
透
な
る
か
は
之
を
繙
く
も
の
が
等
し
く
首
肯 

し
得
ら
る
ヽ
も
の
で
あ
る
。

啻
未
だ
こ
の
書
に
就
て
汎
く
世
に
知
ら
れ
ざ
る
も
の
は
、
本
書 

は

始

め

「
化
學
辯
髦
」

と
稱
し
上
梓
せ
ら
れ
ん
と
し
た
一
事
で
あ 

る
、
卽
ち
明
治
三
年
十
月
よ
り
翌
年
十
二
月
迄
に
大
阪
の
兵
部
省 

が
川
本
家
に
支
拂
ひ
た
る
譯
述
稿
料
實
に
ハ
百
九
拾
貳
兩
、

明
治 

四
年
一
時
中
止
、

明
治
六

年

十

月

再
び

續
け

ら

れ

、

明
治
七
年 

「
化
學
讀
本
」
と
題
し
て
前
篇
十
四
册
圖
一
册
後
篇
六
册
合
計
二
十 

一
册
の
大
部
と
な
っ
て
世
に
贈
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

無
機
化
學
篇
全
般
は
幸
民
、
淸
一
の
父
子
二
代
に
亙
り
增
補
改 

訂
せ
ら
れ
有
機
化
學
篇
は
從
兄
弟
、

坪
井
信
道
が
協
力
し
た
も
の

1?4



で
あ
る
。(

昭
和
一
七•

三•

一
七 

日
產
化
學
王
子
硏
究
所
に
於
て
記
す) 

後
記 

大
東
亞
戰
爭
勃
發
以
來
私
如
き
者
で
さ
へ
身
邊
極
め
て
多
忙
に 

な
っ
た
、
本
會
第
四
囘
例
會
席
上
で
話
し
た
講
演
の
內
容
を
更 

に
整
備
し
て
本
會
誌
に
載
せ
る
約
を
果
す
に
は
尙
ほ
猶
豫
を
乞 

は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
然
し
編
輯
擔
當
の
向
き
の
御
言
葉
も 

あ
り
忽
忙
の
間
に
此
の
一
篇
を
草
し
猶
豫
の
辭
に
代
へ
た
、
幸 

に
大
方
の
諒
恕
を
乞
ふ
。

川
本
幸
民
に
つ
い
て(

志
賀)

ー
ニ
五

吟



科

學

史

硏

究
 

第

二

號
 

ー
二
六

F
 
- 

〇 
•

レ

—

ン

の

『
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
於
け
る
ヴ
ェ
ニ
ス
の
造
船
』

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
と
い
・
へ
ば
普
通
に
十
四
世
の
初
頃
か
ら
だ
と
さ
れ
て
ゐ 

る
。

ル
ネ
・'

サ
ン
ス
の
初
め
を
こ
の
や
う
に
區
劃
す
る
こ
と
は
、
羅
針
盤 

と
火
藥
と
活
字
と
の
發
明
が
十
四
世
紀
の
初
頭
か
ら
相
繼
い
で
起
っ
た
こ 

と
に
結
び
つ
い
て
ゐ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
右
の
三
つ
の
發
明
と 

ル
ネ
シ
サ
ン
ス
の
初
め
と
を
最
初
に
結
び
つ
け
て
考
へ
た
の
は
誰
で
あ
っ 

た
か
知
ら
な
い
が
、

フ
ラ
ン
シ
ス•

ベ
ー

コ
ン
は
『
ノ̂

ム•

オ
ル
ガX
 

ウ
ム
』

の
中
で
こ
の
三
う
の
發
明
が
「
世
界
の
狀
態
と
い
ふ
も
の
を
變
へ 

て
し
ま
っ
た
、
そ
し
て
世
界
に
新
し
い
相
貌
を
與
へ
た
。

……

事
物
の 

無
數
の
變
化
が
そ
こ
か
ら
生
れ
出
た
」
と
言
っ
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
で
、
さ 

う
し
た
發
明
が
舊
い
世
界
と
新
し
い
世
界
と
を
區
別
せ
し
め
る
大
き
な
原 

因
に
な
っ
た
にI

て
も
、
こ
れ
ら
新
發
明
の
も
と
に
人
と
人
と
の
ゆ
き
き 

國
と
國
と
の
交
通
が
盛
ん
に
な
っ
て
來
て
ゐ
る
こ
と
が
是
非
必
要
で
あ
っ

三

枝

 

博

音

 

た
。
印
刷
術
の
發
明
と
實
行
の
可
能
の
た
め
に
敎
育
が
普
及
さ
れ
て
ゐ
な 

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
や
う
に
、
火
藥
と
羅
針
盤
の
發
明
に
も
又
そ
ね
が 

基
く
基
礎
又
は
背
景
が
必
要
で
あ
っ
た
。
火
藥
は
ア
ラ
ビ
ア
人
か
ら
ヨ
ウ 

11

シ
パ
に
傳
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
船
を
通
じ
て
の
交
通
に
待 

た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
磁
石
の
發
明
が
あ
り
、
磁
氣
羅
針
盤
が
工
夫 

さ
れ
て
も
船
の
發
達
が
な
く
て
は
航
海
用
羅
針
盤
は
出
て
來
な
い
の
で
あ 

っ
た
。
人
文
復
興
と
し
て
の
ル
ネ
”
サ
ン
ス
は
羅
針
盤•

印
刷
術•

火
藥 

の
如
き
技
術
の
裏
づ
け
が
あ
っ
て
生
れ
た
に
し
て
も
、

ル
ネ
・
サ
ン
ス
と 

い
ふ
劃
期
的
な
時
代
を
準
備
し
た
時
代
が
右
の
三
つ
の
技
術
に
よ
っ
て
活 

氣
づ
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
か
や
う
な
發
明
を
生
み
出
す
や 

う
な
社
會
條
件
が
、
科
學
や
技
術
の
新
時
代
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。
そ 

の
い
は
ゆ
る
社
會
條
件
の
う
ち
で
海
を
通
じ
て
の
運
輸
交
通
の
發
達
は
最 

も
有
力
な
條
件
の
一
つ
で
fe
る
。
給
の
發
達
は
め
ざ
ま
し
く
な
い
が
漸
次 

に
そ
し
て
力
强
く
進
步
し
た
の
で
あ
る
。

一
口
に
航
海
と
い
ふ
が
、
商
業

126



の
た
め
の
航
海
、
宗
敎
行
事
の
た
め
の
航
海(

こ
れ
は
案
外
に
優
勢
の
も 

の
で
あ
っ
た)

、探
檢
の
た
め
の
航
海
、
そ
し
て
尙
戰
爭
の
た
め
の
航
海
が 

あ
る
。
こ
れ
ら
が
漸
次
に
殷
賑
を
加
へ
る
に
よ
っ
て
、
右
の
社
會
條
件
は
、
 

普
通.
考
へ
ら
れ
る
以
上
に
活
潑
に
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ル
ネ
ッ
サ
ン 

ス
に
於
け
る
航
海
術
の
發
達
に
よ
っ
て
、
世
界
は
は
じ
め
て
廣
さ
を
加
へ 

頓
に
文
明
を
變
質
せ
し
妙
る
ほ
ど
に
發
展
さ
せ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
航 

海
術
發
達
の
前
の
船
と
造
船
、
こ
れ
は
私
た
ち
の
關
心
の
向
け
ら
れ
る
と 

こ
ろ
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

造
船
の
發
達
と
文
明
の
進
步
は
密
接
な
關
係
を
も
っ
て
ゐ
る
に
も
拘
は 

ら
ず
、
造
船
技
術
の
歴
史
は
東
洋
に
あ
っ
て
も
西
洋
に
あ
っ
て
も
詳
し
い 

記
述
が
お
さ
れ
て
ゐ
る
と
は
言
へ
な
い
の
で
あ
る
。
わ
が
國
の
『
和
漢
船 

用
の
や
う
な
大
著
は
ま
こ
と
に
珍
ら
し
く
貴
重
で
あ
る
。

，
 

こ
こ
に
取
り
あ
け
たF

r
e
d
e
r
i
c

 C
h
a
p
i
n

 L
a
n
e

の

『
ル
ネ
”
サ
ン 

ス
の
造
船
』
は
、
書
名
は
詳
し
く
言
へ
ば
、『
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
タ
エ
ー
ー
ス 

の
ffi
と
船
を
造
る
人
々
』(
：ve

n

g-i
a
n

 

S
h
i
p
s

 a
n
d

 S
h
i
p
b
u
i
l
d
e
r
s

 

o
f  

"
h
e

 R
e
n
a
i
s
s
a
n
c
e
:
)

で
あ
る
。

一
九
三
四
年
に
ジ
ョ
ン
ス
・
ホ
・
フ
キ
ン 

ス•

ブ
レ
”
ス
か
ら
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
レ!

ン
の
自
序
で

み
る
と
、
こ
の
著
述
は 

・ A

 H
i
s
t
o
r
y

 o
f  M

e
c
h
a
n
i
c
a
l

 I
n
v
e
n
t
i
o
n
s

 :
 

の
著
者
ア
ボ
ッ
ト
・.
ヘ
イ
ザ
ソ•

ア
ヨ
シ
ャ
ー
の
獎
め
に
由
る
も
の
で
、
 

ハ
ー
ッ
ア
ー
ト
大
學
に
於
け
る
哲
學
の
ド
ク
ト
ル
論
文
で
あ
る
、
さ
て
、
 

こ
の
書
は
ど
う
い
ふ
意
圖
で
書
か
れ
て
ゐ
る
か
。

書
名
に
見
え
て
ゐ
る
如
く
、
漫
然
ル
ネ
”
サ
ン
ス
に
於
け
る
造
船
技
術 

を
述
べ
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
。
著
者
は
序
文
で
か
う
言
っ
て
ゐ
る
。 

「
私
の
狙
っ
た
と
こ
ろ
は
、
細
い
こ
と
は
省
い
て
、
主
要
な
變
遷
を
浮
彫
り 

に
し
、
そ
し
て
船
の
タ
イ
プ
を
船
が
そ
の
た
め
に
“K

計
さ
れ
て
ゐ
る
目
的 

に
關
係
づ
け
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
他
面
、
戰
爭
と
商
業
の
歷
史
は
述
べ 

る
に
は
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
船
そ
の
も
の
と
船
を
造
っ
た
產
業
と
を
特
徴 

づ
け
る
に
必
要
な
限
り
で
、
又
は
、
船
舶
輸
送
に
於
け
る
改
良
の
經
濟
的 

重
要
さ
を
示
し
て
み
る
に
必
耍
な
限
り
で
、
私
の
題
目
に
這
入
っ
て
來
た 

の
で
あ
る。

.
一

著
者
は
細
い
こ
と
は
省
い
て
と
言
っ
て
ゐ
る
が
、
實
は
こ
の 

書
の
全
體
に
亙
っ
て
敍
述
は
か
な
り
に
細
く
、
資
料
も
實
に
多
方
面
に
亙 

っ
て
ゐ
る
。
船
と
造
船
術
と
を
單
に
記
述
し
た
の
で
な
く
、
全
く
船
の
そ 

れ
ぞ
れ
の
型
と
造
船
技
術
を
そ
れ
ら
の
船
の
設
計
目
的
と
の
聯
關
に
於
て 

述
べ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
書
の
讀
者
は' 

船
の
型
を
知
り 

っ
つ(

同
時
に
又
そ
れ
を
知
る
た
め
に)

東
方
か
ら
の
數
々
の
豐
か
な
物
資 

と
享
有
の
た
め
の
數
々
の
珍
貨
の
運
ば
れ
る
樣
や
、
十
字
軍
に
よ
る
宗
敎

F
.
.
C
•

レ
—
ン
の
『
ル
ネ
ッ
サ
ンX

に
於
け
る'
>•
エ
ー
-
X

の
造
船
』(

三
枝)

ニ
ー
七

127



徒
の
動
き
や
年
々
の
平
和
の
お
參
り
や
、&

の
頃
の
地
中
海
の
戰
爭
の
樣 

を
窺
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
商
業
の
た
め
の
船
と
戰
爭
の
た
め
の
船
、
丸
い 

船
と
長
い
船
、
帆
に
よ
る
船
と
橈
に
よ
る
船
、
そ
れ
ら
の
折
衷
、
ぢ
=

一一
 

ス
の 
い
は
ゆ
る
ガ
レ 

ー 
船
の
發
達
の
跡
、
 

そ
れ
ら
の
船
の
造
り
方
、
龍
骨 

の
置
き
方
か
ら
塡
絮
の
つ
め
方
に
至
る
ま
で
材
料
の
性
質
、
木
材
の
採
集

の
仕
方
、
造
船
上
の
仕
事
の
手
分
等
が
細
敍
さ
れ
て
ゐ
る
。
船
室
に
つ
い 

て
の
記
述
も
詳
し
い
。
船
の
中
の
巡
禮
の
寢
床
や
祈
禱
所
の
在
り
個
處
、
 

奴
隸
の
寢
床
兼
腰
掛
、
屠
殺
用
動
物
の
こ
と
に
至
る
ま
で
。

帆
や
橈
に
就
い
て
の
敍
述
に
は
讓
者
の
注
意
が
向
く
。
と
い
ふ
の
は
、
 

そ
れ
の
型
の
相
違
は
何
の
た
め
の
船
で
ち
る
か
を
決
定
す
る
か
ら
で
あ
る

科

學

史
W

究 

第

二

號

ー
ニA
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し
、
蒸
汽
力
を
用
ひ
る
ま
で
の
船
の
動
力
の
狀
態
を
知
ら
う
と
す
る
關
心 

序
文
の
年
月
附
は
一
九
三
四
年
一
月
で
あ
る
。 

も
强
い
で
あ
ら
う
か
ら
。
軍
艦
と
し
て
の
ガ
レ
ー
船
は
ヴ=
-

ス
の
船
の 

花
形
で
あ
っ
た
。
右

に

「
ト
レ
リ
ー
ム
の
甲
板
」
と
し
て
擧
げ
た
船
は
、
 

十
四
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
半
ま
で
の
'/h  
-
ー
ス
ガ
レ
ー
船
の
標
準
を
ー
ホ
す 

も
の
で
あ
る
。

一
つ
の
腰
掛
に
三
人
の
漕
手
が
位
置
し
、
各
人
別
々
の
橈 

を
漕
ぐ
仕
掛
の
ト
レ
リ
ー
ム(

三
段
權
の
軍
船)

で
あ
る
。
兩
舷
に
二
十 

四
乃
至
三
十
の
腰
掛
が
あ
っ
た
。

三

次

に

「內
容
」
を
擧
げ
て
み
る
。
章
は
十
二
。
表
は
十
。

ア
ペ
ン
デ
ィ 

ク
ス
は
七
。
文

獻(

多
く
は
寫
本
に
基
い
て
ゐ
る)

に
就
い
て
の
注
意
。 

そ
れ
か
ら
索
引
も
つ
い
て
ゐ
る
。
章
は
一
が
ガ
レ
ー
船
、
二
が
丸
船
、
三 

が
著
名
な
船
大
工
、
四
が
船
の
組
合
、
五
が
建
造
の
過
程
、
六
が
私
設
造 

船
所
の
活
動
、
七
が
私
設
造
船
所
の
工
業
組
織
、
八
が
造
船
廠
の
發
達
、
 

九
が
造
船
兵
廠
の
經
營
、
十
が
ア
ル
ゼ
ナP

ッ
テ
ィ(

造
兵
廠
工y
十
一 

が
造
兵
廠
に
於
け
る
工
業
上
の
規
律
、
十
二
が
木
材
の
供
給
。

ア.
ヘ
ン
デ 

イ
ク
ス
で
は
重
量•

寸

法•

貨
幣
や
或
る
時
代
の
船
の
リ
ス
ト
や
船
齡
や
、
 

船
の
コ
ス
ト
な
ど
に
就
い
て
記
さ
れ
て
ゐ
て
、
本
文
を
讀
む
に
當
っ
て
便 

利
で
ち
る
。

F
6
•

レ1

ン
の
『
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
於
け
る
ヴ
ェ
ー
ー
ス
の
造
船
』(

三
枝
。 

ニ
ー
九
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科

學

史

研

究
 

第•

二
號

科

學
 

史 

文 

獻 

集

(

一)

東
洋
學
藝
雜
誌

第
一
號(

明
治
十㈣

年
十
月)

よ
り
第
五
五
七
號(

昭
和
四
年
九
月)

ま 

で
調
査
、
中
二
ニ
〇!
!

ニ
ー
ー
ニ
ヽ
一
ニ
七
六
——

三A

七
、
四/k

七
！
!

五 

〇

二
號
の
三
箇
年
缺
本
の
た
め
調
査
不
能
、
為
手
許
に
轮
持
ち
の
方
は
4S
調

べ
下
さ
っ
て
御
報
知
願
ひ
た
い
と
存
じ
ま
す
。

〇
科
學
史
一
般

桑桑矢矢

木 木 島 島

些
雄 

佛
ネ 

祐
禾

科
學
史
の
硏
究
四
ニ
九(

大
六6

)

フ
ラ
ン
シX

、

ベI

コ
ン
に
就
て 

五
二
五(

昭
二1

)
 

科
學
史
そ
の
他 

五
四
七(

昭=

一11)

現
代
に
於
け
る
自
然
科
學
史
の
硏
究
五
五
四(

昭
四6

)

〇

數 

學

菊

池

大

麓

幾

何

學

の

發

達

及

分

科

一

六

二(

明
二
ハ3

)
 

ワ
イ
エ
ルX

ト
ラ
ニ
の
逸
話
ー
九
〇 
(

明
三
〇7

)
 

藤
澤
利
喜
太
郎
フ
ク
ス
小
傳
二
〇
〇(

明
三
一 5

)
 

澤
田 

吾
一
數
へ
方
一
一
付
テ 

二
三
三(

阴
三
四2

)

長

岡

半

太

郎

ラ

グ

ラ

ン

ジ

ュ

先

生

小

傳

三

九

三(

大
三6

)
 

中

川 

詮

吉 

キ
行
線
論(

非
ユ
・
・
ク
リ
ッ
ド
幾
何
學
の
歷
史)

四
〇
〇
、
 

四〇

 

一
 
(

大
四I

、2
)

成
遠

藤 

三
上 

柳
原

三
上 

三
上

〇
理

久

原

フ一
C利義吉

貞 夫 次

義義
夫 夫

化

學
躬
弦

松 三 磯 菊 長 樱

井
宅 

野
一 

池 岡
- 

井

直
吉秀 

德
三
郞 

大

麓 

半
太
郞 

錠
二

二-
ー
 〇

荒
木
先
生
之
茶
談
一
七
五

關
先
生
ノ
事
蹟
一
九
〇
、

球
の
接
觸
に
關
す
る
和
算
の
一
問
題 

四
一
三(

大
五2

〕 

「
球
の
接
觸
に
關
す
る
和
算
の
一
問
題
」
に
就
い
て 

四
一 

五
(

大
五4

)

藤
田
貞
資
事
蹟
四
二
四(

大
六1

)

起
原
解
ニ
ッ
キ
テ
四
二
ハ(

大
六5

)
 

會
田
安
明
の
素
數
を
求
む
る
方
法
四
三
三(

大
六
10)

(

明
二
九4

)

一
九
一(

明
三
〇7

、8
)

西
哲
叢
談
ジ
ョ
ン
、
ダ

ル

ト

ン

四(

明
治
一
五1

)
 

フ
リ
ド
リ
ッ
ヒ
、
ヴ
ヱ
ー
レ
ル
氏
一
生
ノ
事
業
一
九 

(

明
一
六4

)

原
子
說
沿

革

ノ

槪

略

ニ

ー(

明
一
六6

)
 

化
學
ト
醫
學
ト
ノ
關
係
ヲ
論
ズ 

ニ
ー(

明
二
ハ6

)
 

ア
ド
ル
フ
、
ウ
ル
ッ
氏
ノ
略
傳 

三
七(

明
一
七
10) 

ー
ー
ウ
ト
ン
略
傳
九
六(

明
二
ニ9

)
 

キ
ル
ヒ
ホ
ッ
フ
略
傳
ニ
ニ
六(

明
二
六L

)
 

フ
ァ
ン
ト
、
ホ
フ
と
フ
ィ
ッ
シ
ヱ
ル
ー
三
九(

明
二
六

4
)

【3〇



長
岡
半
太
郞 

櫻

井

錠

二
 

龜

高

德

平
 

田
中
館
愛
橘 

櫻

井

錠

二
 

長
岡
半
太
郞

鶴

田

賢

次

松 松. 小 松 池 咼長 櫻鶴

原 康 松 原 田 松岡 井田

行 行. 行 菊 豐冀 錠賢

茂 吉!15 二次

ヘ
ル
マ
ン
、

フ
ォ
ン
、

ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
先
生
小
傳
一
五 

八
(

明
二
七
11)

元
素
ニ
關
ス
ル
思
想
ノ
發
達
一
六
〇
、

一
六
ー(

明
二 

八

2

ノ

最
近
二
十
五
年
ノ
發
見
ー
一
係
ル
新
元
素
及
ピ
之
一
一
關
ス
ル 

間
題
ー
一
就
テ 

ーA

七
、

一A

八
(

明
三
〇4

、5
)
 

H
I

ド
、
ケ
ル
ゲ
ヰ
ン
小
傳 

二0
0
 
(

明
三
一 5

)
 

ォX

ト
ワ
ル
ド
小
傳 

二
〇
〇 
(

明
三
一 5

)
 

ボ
ア
ン
カ
レ
小
傅
・
二0

0
 
(

明
一
ー
ニ5

)
 

ヂ
イ
、
ド
、
ラ
、
リ
・
フ
と
フ
ハ
ラ
デ
ィ 

ニ
ーA
(

明
三
二

11)ト
ー
マ.X'

ヤ
ン
グ
の
逸
事 

ニ
ー
九(

明
ー
ー
ー
ニ12) 

元
素
に
關
す
る
思
想
の
發
達 

二
五
五(

明
一
ニ
五
12) 

ス
ト
ー
クX

先
生
略
傳 

二
五
九(

明
三
六3

)
 

最
近
二
十
五
年
間
に
於
け
る
化
學
全
般
の
進
步 

二
六
四
、
 

二
六
五(

明
三
六8

、9
)

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
、
ヰ
ル
ヘ
ル
ム
、
オ
ス
ト
ワ
ル
ド 

ニ
七 

五
、

二
七
六(

明
三
七8

、9
)

メ
ン
デ
レ
エ
フ
敎
授
小
傳
三
〇
六(

明
四
〇3

)
 

元
素
發
見
の
歷
史(

十
九
世
紀
に
於
け
る)

三
〇
七(

明

四
〇4

)

モ
・
ア
サ
ン
敎
授
略
傳 

三
〇
七(

明
四
〇4

)
 

ベ
ル
テ
ロ
敎
授
略
傳
三
〇
ハ(

明
四0

5
)

科
學
史
文
獻
集
成(

一)

松

原

行

一

長

岡
半
太
郞

田
中
館 

松
原 

松
原 

松
原 

桑

木

長

岡
• -

愛行行行段
雄

半
太
郞 橘一一一

杉 松

浦 原

行

剛一

松 鹿 松 長

原岛 原 岡

・一三一
 

半
太
郎

行 孝 行

松

原

行
一

學

藝

子
 

松

原

行

一

サ
ー
、
ヰ
リ
ア
ム
、

ヘ
ン
リ
、
ペ
ル
キ
ン
略
傳
三
一
ニ 

(

明
四
〇9

)

ロ
ー
ド
、
ケ
ル
ヴ
ヰ
ン
先
生
の
計
三
一
五(

明
四0

12) 

ロ
ー
ド
、
ケ
ル
ビ
ン
先
生
略
傳 

三
一
七(

明
四
一 
3

 

ス
タ
ニ
ス
ラ
オ
、
カ
ン
ニ
ッ
ア
ロ 

三
四
ハ(

明
四
三9

)
 

五
十
年
前
の
萬
國
化
學
會
議 

三
六
四(

明
四
五1

)
 

ア
メ
デ
オ
、
ア
ケ
ガ
ド
ロ 

三
六
六(

明
四
五3

)
 

ア
ン
リ
、
ポ
ア
ン
カ
レ"

三
七
三(

大
一
10) 

ー
ー
ウ
ト
ン
の
學
德
を
頌
せ
し
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
詩
に
就
き 

四
〇
ー(

大
四2

)

へ
ミ
ー
な
る
語
の
起
原
四
〇
ー(

大
四2

)
 

サ
ー
、

ヘ
ン
リ
ー
、

ロ
ス
コ
ー
の
計
四
一
四(

大
五3

)
 

化
學
會
の
こ
と
ど
も(

各
國
化
學
會
の
歷
史)

四
二
〇 

(

大
五9

)

サ
ー
、
サ
イ
リ
ャ
ム
、
ラ
ム
ゼ
イ
傳
四
三
四(

大
六
11) 

バ
イ
ヤ
ー
敎
授
四
三
ハ(

大
七3

)
 

ル
ド
ウ
ィ
ッ
ク
、

モ
ン
ド
の
傳
四
四
五(

大
七
10) 

理
學
史
に
現
は
れ
た
る
イ
ギ
リ
ス
の
十
哲 

四
五
〇(

大 

八3
)

エ
ミ
ル
、

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
敎
授 

四
六
六(

大
九7

)
 

三
世
五
人
の
カ
ル
ノ
ー

四
六
九(

大
九
10) 

ア
リ
ス
ト
ー
ト
ル
と
ガ
リ
レ
オ
四
七
ー(

大
九
12) 

サ
ー
、
ウ
ィ
リ
ヤ
ム
ヽ
ク
ル
ッ
ク
ス 

四
七
二(

大
一
〇

一
三
一

13】



松

原

行

一
 

石

原
 

純 

竹

內

時

男 

長

岡

半

太

郎 

桑

木

或

雄

石 鈴

原 

純 

木
淸
太
郞

X
 桑
• 
Y
 
• 
Z

木

孩

雄

X
桑

X
矢櫻

井

矢

島 • 
Y
 
• 
Z

木

或

雄Z
利二利 

田
中
館
愛
橘

• Y島

阿

部

良

夫

科

學

史

硏

究

第

二

號

1
)ア

ル
フ
レ
ッ
ド
、
ウ
ェ
ル
ナ
「

四
ハ0

(

大
一
〇9

)
 

故
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
、

コ
ン
ラ
ー
ド
、

レ
ン
チ
ェ
ン
敎
授 

五
〇
ハ(

大
一
四8

)

マ
イ
ケ
ー
ル
、

フ
ァ
ラ
デ
ィ
五〇

九
(

大
一
四9

)
 

ロ 

—
レ
ン
ツ
先
生
に
就
て
五
一
ニ(

大
一
四
12) 

ハ
ー
、
ア
ー
、

ロ
ー
レ
ン
ツ
先
生
五
一
ニ(

大
一
四
12)

口 

—
レ
ン
ツ
の
業
績
五
一
ニ(

大
一
四
12) 

物
理
學
の
發
達
と
硏
究
方
法
と
の
關
係 

五
一
六(

大
一

五4
)

ジ
ョ
ン
、
ダ

ル

ト

ン

五

二

五(

昭
二1)

 

レ
オ
ナ
ル
ド
、
ダ
、
ヴ
ィ
ン
チ
の
カ
學
其
他
五
二
六

(

昭
二 2

)

ニ
ウ
ト
ン
の
「
プ
リ
ン
シ
ピ
ア
」
五
二
六(

昭
二2

) 

ガ
リ
レ
ー
に
就
て
附
海
潮
古
說 

五
二
ハ(

昭
二4

)
 

J

、J

、
ト

ム
ソ

ン

五
二
九(

昭
二5

)
 

ヴ
ォ
ル
タ
の
略
傳
と
そ
の
業
績 

五
三
ニ(

昭
二8

)
 

マ
ー
ス
ラ
ン
ペ
ル
ト
ロ
ー
の
業
績
五
三
六(

昭
二
12) 

フ
レ
ネ
ル
の
事
蹟
五
三
六(

昭
二
12) 

ロ
ー
レ
ン
ツ
博
士
の
思
出
五
三
九(

昭
三3

)

ロ
ー
レ
ン
ツ
と
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン 

五
三
九(

昭
三3

)

德

岡

松

雄

ア

レ

ー

ー
ウ
ス
の
事
蹟
五
四
〇(

昭
三4

)
 

矢

島

祐

利

デ

カ

ル

ト

の

物

理

學

五

四

三(

昭
三7)

营

井

準

一

「
科
學
す
る
人
」
マ
ッ
ク
ス
、
プ
ラ
ン
ク 

五
四
五
—
五
四

八
(

昭
三9.1
12) 

矢

島

祐

利

パ

ス

カ

ル

の

理

學

抄

五

四

六(

昭
三
10) 

ゾ
ン
マ
ー
フ
ェ
ル
ド 

最
近
二
十
年
間
に
於
け
る
原
子
の
物
理
學
の
發
達

矢
島 

池
田

祐
利 

菊

苗

三
上

義

夫

櫻
井

錠

二

矢
島

祐

利

櫻

・

錠

二

〇

生

物

學

千

頭
鬼

窟

淸
臣 

主
人

伊
藤
篤
太
郞 

松
原
新
之
助

五
四
九(

昭
四1)

ト
オ
マ
ス\

ヤ

ン

グ

五

五

六(

昭
四8

)

最
近
二
十
五
年
間
本
邦
化
學
・
の
發
達 

二
六
二(

明
三
六

6)橋
本
宗
吉
の
電
氣
書
「
究
理
原
」
に
つ
き
て
三
九
ー

(

大
三4

)

最
近
六
十
年
間
に
於
け
る
我
邦
學
術
の
進
步
發
達 

五
三

七
(

昭
三1)

氣
海
觀
瀾
及
び
氣
海
觀
瀾
廣
義
に
つ
い
て 

五
三
ハ(

昭 

三2
)

本
邦
に
於
け
る
化
學
の
發
達
五
四
二(

昭
三6

)

ダ
ル
ウ
ヰ
ン
氏
ノ
傳
九
、

一
〇(

明
一
五6

7
)
 

ソ
ル
、
ジ
ョ
ー
ン
、
ラ
ボ
ッ
ク
氏
ノ
略
傳 

二
〇(

明
一 

六5
)

英
國
植
物
學
士
邊
撤
謨
傳 

四
一(

明
一
ハ2)

 

ス
ペ
ン
セ
ル
、

フ
レ
ル
ト
ン
、
ベ
ヤ
ド
君
小
傳
七
四 

(

明
二 0

11)
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矢
田
部
良
吉 

伊
藤
篤
太
郞 

箕

作

佳

吉

宮

部 

石
川

金
吾 

千
代
松

箕

作

佳

吉

三

好

學

三

好

學

松

村川
千
代
松

好

石 三三

好

石 三 石

任

三學學

川
千
代
松 

好 

學 

川
千
代
松

グ
レ
ー
氏
ノ
略
傳 

七
八(

明
ニ
ー 3

)

獨
國
植
物
學
士
デ
、
バ
ア
リ
氏
傳.
七
九(

明
ニ
ー 4

)
 

チ
ャ
ー
レ
ス
、
ダ
ー
ウ
ヰ
ン
小
傳 

一
 

〇

〇(

明
二
三

1
)え

一
さ
、
ぐ
れ
一
之
傳 

一
 

〇

七
(•
明
二
三8

)
 

生
物
學
上
ノ
ー
大
問
題
ー
ー
付
キ
ー
六
二
、

一:A

五
、

一
-A
七
(

明
二
へ 3

6
 8
)

と
一
ま
す
、

へ
ん
り
一
、
は
く
す
れ
ー 

ー
六
七(

明
二 

八8
)

植
物
生
理
學
大
家
プ
リ
ン
グ
ス
ハ
イ
ム
氏
小
傳 

一
 

・
七
〇 

(

明
二
ハ
口)

植
物
生
理
學
大
家
サ
ッ
ク
ス
氏
ヲ
追
想
ス
ー
九
三(

明 

三
〇
10)

フ
ッ
カ
ー
小
傳
二
〇
〇(

明
三
一 5

)
 

ヴ
イ
ス
マ
ン
小
傳
二
〇〇

 
(

明
三
一 5

)
 

植
物
學
大
家
コT

ン
・
ケ
ル
ネ
ル
兩
氏
略
傳
二
〇
四

(

明
三
一 9

)

タ
ヌ
ー
ト
氏
『
花
部
生
態
學
』
ノ
完
成
並
二
同
氏
ノ
略
傳 

二
九〇

 
(

明
三
八
11)

フ
リ
ッ
ツ
、

シ
ャ
ウ
ジ
ン
〇-
死
去 

三0
0
 
(

明
三
九9

)
 

ハ
ン
ゼ
ン
敎
授
の
計
音
三
三
ハ(

明
四
二
11) 

ワ
イ
ス
マ
ン
敎
授
演
說

「
チ
ャI

レ
ス
、
ダ
ー
ウ
ヰ
ン
氏 

の
事
業
」
三
三
九(

明
四
二
12)

科
學
史
文
獻
集
成(

一)

石 谷 石

川
千
代
松 

津

直

秀
 

川
千
代
松 

渡
瀨
庄
三
郞

石 谷 松

津 
-
澤村

千
代
松

直 儀

秀 明 瞭

永

井

潜

石
川
千
代
松 

岩

川

友

太

郞 

宮

岡

恒

次

郞

石雨宇

田
川
興
齋 

伊
藤
篤
太
郎 

三

好
 

學 

佐
々
木
忠
次
郞

中 宮

茂 
千
代
松 

育
作 穗

ヘ
ッ
ケ
ル
と
ワ
イ
ス
マ
ン
兩
先
生 

三
九
八(

大
三
11) 

生
物
學
の
歷
史
硏
究
四
五
〇(

大
八3

)
 

ウ
ォ
レ
ー
ス
先
生
の
傳 

四
六
七(

大
九8

)
 

ハ
ク
ス
レ
ー
誕
生
百
年
記
念
に
際
し
て
五
一 0

 
(

大
一

四
10)

ハ
ッ
ク
ス
先
生
と
人
祖
篇
五
一
〇(

大
一
四
10) 

無
脊
椎
動
物
と
ハ
ッ
ク
ス
レ
ー
五
一 

〇

 
(

大
一
四
10) 

ハ
ッ
ク
ス
レ
ー
と
地
質
學
五
一 0

(

大
一
四
!〇) 

X
a
n
l
h
o
c
h
r
o
i

 

と M
e
l
a
n
o
c
h
r
o
i

 

・
五
一
〇(

大
一
四

10)ハ
ッ
ク
ス
レ
ー
に
就
て
思
ひ
出
づ
る
こ
と
共
五
一
〇 

(

大
一
四
10)

魚
學
者
サ
ミ
ュ
エ
ル
、
ガ
ル
マ
ン
五
四
一(

昭
三5

)
 

ワ
イ
ス
マ
ン
先
生
の
話
五
四
四(

昭
三8

)
 

ジ
ャ
ッ
ク
、

ロ
イ
ブ
五
四
七(

昭
三
11) 

飯
沼
慾
齋
翁
略
傳
四
〇(

明
一
ハ1

)
 

理
學
博
士
伊
藤
圭
介
翁
小
傳
二
〇
〇(

明
三
一 5

)
 

松
岡
恕
庵
と
品
種
の
硏
究
五
一
四(

大
一
五2

)
 

日
本
動
物
學
の
恩
人
モ
ー
ル
ス
先
生
五
一
四(

大
一
五

2
)恩

師
モ
ー
ル
ス
先
生
五
一
四(

大
一
五2

)
 

恩
師
モ
ー
ル
ス
先
生
を
憶
ふ
五
一
四(

大
一
五2

)
 

モ
ー
ルX

先
生
追
懷
談
五
一
四(

大
一
五2

)

一
三
三
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駒松白早佐
々
木
忠
次
郎

谷

津
井村井

光
太
郎 

田

文

藏
卓 瞭

直

秀

0
6佐

藤弋

田田

ロ

緖

方
宅 宅 

小
金
井 

大三 緖 三 三

澤
宅

方

學 三
吉 

義
德

利正良 謙正

美規秀 秀 精 二 秀 規

科

學

史

硏

究
 

第

二

號

日
本
動
物
學
の
父
モ
ー
ル
ス
翁
五
三
三(

昭
二9

)
 

父
(

任
三)

の

追

憶

五

四

二(

昭
三6

)
 

松
村
任
三
先
生
に
對
す
る
追
憶 

五
四
二(

昭
三6

)
 

恩
師
松
村
任
三
先
生
を
憶
ふ
五
四
ニ(

昭
三6

)
 

嗚
呼
松
村
先
生
五
四
ニ(

昭
三6

 J  

日
本
に
於
け
る
渡
瀨
博
士 

五
五
五(

昭
四7

)
 

菩
多
尼
訶
經
一
六
〇(

明
二
ハ1

)

社
會
ノ
有
樣
ト
外
科
術
ノ
關
係 

九
二 

病
理
學
ノ
沿
革
ヲ
說
テ
黴
菌
學
二
及
ブ

四2
)

解
剖
學
ノ
由
來
及
其
醫
學
ノ
大
本
タ
ル

一
四
五(

明
二
六9

10) 

博
士
フ
ォ
ン
、
ペ
ッ
テ
ン
コI

フ
ェ
ル
之
傳
一
四
九

(

明
二
七2

)
 

化
學
歷
史
上
醫
學
ノ
關
係 

一
1/L
二
(

脚
ニ
七5

)
 

ゥ
ヰ
ル
ヒ
ョ
ー
小
傳
二
〇
〇
〔
明
三
一 5

)
 

ゥ
ア
ル
ダ
ー
エ
ル
小
傳
二
〇
〇(

明
三
一 5

)
 

フ
ォ
イ
ト
小
傳
二0

0

 
(

明
三
一 5

)
 

ウ

•+
ル
ヒ
ョ
ー 
ノ

性

行

二

〇

〇(

明
三
一 5

)
 

マ
ク
ス
、

フ
ヲ
ン
、
ペ
ッ
テ
ン
コ
—
フ
ェ
ル
氏
ノ
計
音 

二
三
五(

明
三
四4

)

(

明
二
ニ5

)
 

二

三
(

明
二

コ
ト
ー
四
四
、

一
三
四

緖

方

正

規

松

原

行

一

土
肥

慶

藏

永

井
 

潜

宮
島
幹
之
助

コ
ッ
ホ
博
士
の
逝
去 

三
四
六(

明
四
三7

)

ウ
ィ
リ
ヤ
ム
ヽ
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
、
ゴ
ル
ガ
ス
四
六
ハ

(

大
九9

)

徽
毒
起
源
の
硏
究
の
徑
路
五
三
一(

昭
二7

)
 

野
口
英
世
君
を
弔
す
五
四
三(

昭
三7

)
 

野
口
博
士
の
微
生
物
學
上
に
於
け
る
功
績
五
四
三(

昭

三7
)

〇
其 

他

箕

作
元
ハ
コ

ロ
ン

ブ
ス
時
代
地
理
探
檢
に
就
て

一
四
ニ
、

一
四
三

(

明
二
六7

8
)

"ヽ 神 西 大

藤
文
次
郞

保 山 家

正 壽

虎 吾 雄

福辻多寺 藤
澤
利
喜
太
郎

佐
々
木 

謙 

中

村

精

男

地 村 田尾

信
世 

太
郎 

文

男壽

ズ
ユ
ー
ス
小
傳
二
〇
〇(

明
三
一 5

)
 

y

ヒ
ト
ホ
ー
フ
ェ
ン
小
傳
二
〇
〇(

明
三
一 5

)
 

地
質
學
者
ラ
イ
マ
ン
先
生
小
傳
四
七
〇(

大
九
11) 

造
山
論
の
史
的
瞥
見
と
ナ
ウ
マ
ン
、

シ
ュ
ウ
ス
、
リ
ヒ
ト 

ホ
ー
フ
ェ
ン
五
三
〇(

昭
二6

)
 

地
質
學
者
山
崎
直
方
先
生
を
懷
ふ 

五
五
七(

昭
四9

)
 

山
崎
博
士
と
地
理
學 

五
五
七(

昭
四9

)
 

山
崎
先
生
と
地
段
學 

沉
五
仁(

昭
四9

)
 

太
陽
曆
の
話
ハ
ハ
、
ハ
九(

明
ニ
ニ1

2
)
 

度

量

衡

九

八(

明
二
ニ
11
一 

元
嘉
曆
と
儀
鳳
曆
九
八(

明
二
ニ
11) 

天

氣

圖

二

就

テ

ニ

ニ(

明
二
四1

)
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關

谷

淸

景

攝

津

國

神

戶
一
-

ア
ル
金
星
經
遍
表
ー
ー
九(

明
二
四8

)
 

狩

野

亨

吉

志

筑

忠

雄

の

星

氣
說

一
六
五(

明
二
《6

)
 

寺

尾
 

壽 

太
陽
曆
の
沿
革 

二
七
七
、

二
七
八(

明
三
七
10
11) 

西
說
觀

象

經

一

六

一(

明
二
ハ2

)

〇

技 

術

磯

野 

德
三
郞 

撮
影
術
ノ
沿
革
「
タ
ゲ
ー
ル
」
形

ノ

部

一

九(

明
一
六

4
)

"
 

撮
影
術
沿
革
史
紙
寫
撮
影
術
ノ
部
ニ
〇(

明
一
六5

)

石

川
 

巖

寫

眞

術

ノ

進

步

九

二(

明
二
ニ5

、・

六

角
 

謙

時

計

ノ

創

造

九

六(

明
二
ニ9

)

三
好
晉
六
郞
蒸
汽
船
の
起
原
及
沿
革 

一
 〇

「(

明
二
三2

)
 

大

江 

武

男 

世
界
造
船
業
の
發
達
並
其
現
狀 

三
八
ハ
、
三
八
九(

大

三1
2
)

P
 
• 
Q
 
• R
 

工
業
上
に
及
ぼ
す
理
化
學
硏
究
に
關
す
る
意
見
の
數
 々

四
三
九
、
四
四
一
、
四
四
ニ
、
四
四
三(

大
七4

6
7

8
)

ユ
ー

イ
ン
グ 

發
明
の
一
世
紀 

五
四
四(

昭
三8

〉

五

M 
下 
段 
第

行

ソ 
フ 

イ
S ア 

レ 

キ 
サ 
ン 

ド 
レ 

イ 
ア

誤

ソ 
フ 
イ 

ス 

う

1 
ク 

を

ア 
レ 

ク 
サ 
ン 
ド 
レ 
イ 
ア

正

科
學
史
文
獻
集
成(

一)

ニ
ニ
五

【35



科
學
史
・
硏
究 

第

二

號

會 

報

咋
年
四
月
二
十
二
日
發
會
式
を
行
っ
て
か
ら
早
く
も
一
ケ
年
を
經&

が
、 

此
の
間
に
會
員
數
は
二
百
九
十
名
に
達
し
、
例
會
の
開
催
は
九
囘
、
同
時 

にW

究
談
話
會
を
二
囘
僵
し
て
ゐ
る
。
學
會
と
し
て
の
事
業
は
未
だ
準
備 

中
の
も
の
が
多
い
が
、
外
の
科
學
史
的
出
版
其
他
の
事
業
に
は
殆
ど
こ
の 

學
會
の
會
員
が
參
劃
し
て
居
り
、
陰
に
陽
に
絕
大
な
會
員
相
互
間
の
支
按 

に
よ
っ
て
夫
等
が
遂
行
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
が
多
い
。
會
誌
の
賣
行
き
も
ffl 

當
に
好
調
子
で
あ
る
し
、
ま
づ
ま
づ
學
會
と
し
て
は
順
調
に
發
展
し
つ
、 

あ
る
も
の
と
見
て
差
支
へ
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
と
に
桑
木
會
長 

は
こ
の
程
松
本
高
等
學
校
長
の
職
を
辭
さ
れt

の
で
、
今
ま
で
の
樣
な
贸 

に
多
忙
な
東
京
松
本
間
の
往
復
や
其
他
の
事
務
か
ら
開
放
さ
れ
て
、
本
學 

會
の
た
め
に
も
、
ま
た
科
學
史
硏
究
の
方
面
に
も
專
心
さ
れa

r
-
i

が
出 

來
る
や
う
に
な
リ
、
會
と
し
て
は
大
い
に
有
難
い
こ
と
に
な
っ
た
。 

か
ね
て
懸
案
の
關
西
文
部
設
立
は
原
光
雄
氏
其
他
の
方
の
努
力
に
上
り 

五
月
中
に
は
實
現
の
見
达
と
な
っ
た
。
詳
細
は
五
月
の
書
に
報
吿
さ
れ 

る
で
あ
ら
う
。(

追
Ba
參
照)

四
月
の
委
員
會
に
於
て
次
の
通
り
三
分
科
會
設
置
の
案
が
決
定
さ
れ
た
。 

分
科
會
は
全
く
硏
究
の
た
め
で
ち
リ
、
仕
事
を
分
擔
出
來
る
人
・
の
み
で

ニ
ニ
六

構
成
し
、
そ
の
硏
究
結
果
は
例
會
に
報
吿
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
っ

も0

で
申
込
ま
れ
た
い
。(

括
荻
內
責
任
者) 

第
一
分
科
會 

科
學
敎
育
と
科
學
史 

第
二
分
科
會
日
本
科
學
史(

數.

物.
化)

(

菅

井

準

一
)

(

桑

木
S

雄)

第
三
分
科
會
日
本
科
學
史(

生
物.
醫
學)

(

野

口

彌

吉
)

本
年
度
年
會
は
左
記
の
通
り
開
催
と
決
定
し
た
。
會
員
の
御
出
席
を
打 

願
ひ
す
る
。

期

日
 

五
月
三
十
日(

土)

牛
後
四
時 

場

所
 

神
田
區
一
ッ
橋 

學
士
會
館
大
食
堂 

總

會
 

會
長
演
說
(

四
時
—
四
時
半) 

議 

事
(

四
時
半
—
五
時)

，
 

講
演
會 

(

五
時
—A

時)
 

會

食
 

(

六
時!

七
時)
 

懇
談
會 

(

七
時
—
九
時) 

以

上
 

例 

會

◊

第

>*<
囘
例
會

昭
和
」ハ
年
十
二
月
四
日
午
後
五
時
よ
り
學
士
會
館
二
號

室
に
於
て
、
出
席
者
四
十
三
名

・
科
學
史

请



1. 

我
邦
に
於
け
る
地
球
儀
及
天
球
儀
作
成
史(

槪
報)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

秋

岡

武

次

郎

氏

2. 

江
戶
時
代
に
於
け
る
轉
水
技
術
の
移
植
に
つ
い
て

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

三

枝

博

音

氏
 

會
を
始
め
る
前
に
會
食
を
な
し
、
會
長
の
挨
拶
、
营
井
委
員
よ
り
會
の 

槪
況
報
吿
あ0

。

◊

第
七
回
例
會 

昭
和
十
七
年
一
月
十
七
日(

土
〉
午
後
六
時
よ
り
日
本 

醫
師
會
館
に
て
、
出
席
者
五
十
名

1.
日
本
に
於
け
る
工
作
機
械
の
發
達.
.
.

菊

池
 

盛
氏

引
き
つ
ヾ
き

第
一
囘
硏
究
談
話
會(

ヒ
時
よ
り)

「
科
學
敎
育
と
科
學
史
」

最
初
の
試
み
と
し
て
科
學
敎
育
と
科
學
史
に
つ
い
て
出
席
者
の
意
見 

を
閒
く
。
菅
井
委
員
座
長
と
な
り
、
指
名
に
よ
っ
て
各
自
抱
懷
す
る
科 

學
敎
育
の
今
後
の
方
針
、
科
學
史
の
と
り
入
れ
方
な
ど
を
述
べ
る
。
問 

題
は
中
々
廣
汎
の
た
め
、
之
と
云
っ
た
簡
單
な
結
論
に
は
達
し
な
か
っ 

た
が
、
種
々
考
へ
さ
せ
ら
れ
る
示
唆
に
と
む
意
見
が
あ
り
、
問
題
に
つ 

い
て
の
關
心
と
興
味
と
が
湧
き
た
、
せ
ら
れ
たc

◊

第
八
囘
例
會 

二
月
二
十
一
日(

土)

午
後
六
時
よ
り
口
本
醫
師
會
館 

に
て
、
出
席
者
三
十
名

會 

報

1.
小
林
義
信
の
二
儀
略
說
に
つ
い
て.
.
.

桑

木

孩

雄

氏

引
き
つ
k'
き 

第
二
囘
硏
究
談
話
會(

七
時
半
よ
り)
 

「
中
等
敎
育
と
科
學
史
」 

今
囘
はM

題
を
中
等
敎
育
に
限
定
し
て
は
つ
き
リ
結
論
に
導
く
樣
に 

と
努
力
し
た
。
管
井
委
員
座
長
と
な0

、
擔
當
者
と
し
て
依
賴
し
て
あ 

っ
と
黑
田
孝
郞
、
今
野
武
雄
、
三
石
巖
、
古
川
晴
男
の
諸
氏̂

り
數
學
、
 

物
理
、
生
物
科
に
於
け
る
中
等
敎
育
の
缺
陷
を
指
摘
し
た
。
之
に
引
き 

つ
ド
い
て
田
中
館
愛
橘
先
生
、
中
村
淸
二
先
生
、
前
文
部
省
圖
書
監
修 

官
桑
木
來
吉
氏
等
に
よ
る
意
見
も
述
べ
ら
れ
、
閒
題
の
所
在
追
求
を
徹 

底
さ
せ
て
會
を
閉
-s'
た
。

◊

第
九
囘
例
會 

四
月
四
日(

土)

午
後
六
時£

リ
日
本
醫
師
會
館
に
て
、
 

出
席
者
二
十
六
名 

・

1.
近
代
化
學
成
立
の
・
方
法
論
的
崔
礎•
：:

原 

光

雄

氏
 

2
 

レ
ー
ウ
ェ
ン
フ
ッ
ク
の
業
績
に
つ
い
て:

阿

部
 

徹
氏 

委 

員 

會 

昭
和
十
六
年
十
二
月
九
日(

火)

學
士
會®

に
*?
い
て
委
員
會
開
催
。 

硏
究
談
話
會
の
件
、
史
傳
叢
書
の
件
、
科
學
古
典
全
書
出
版
に
關
す
る
協 

力
の
件
等
に
つ
き
相
談
等
を
し
fc
が
、
其
後
も
適
宜
役
員
の
會
合
を
行
っ 

て
會
務
を
進
行
さ
せ
て
ゐ
る
。
事
業
の
一
端.
と
し
て
B3.
念
す
べ
・
き
古
典
的

ニ
ニ
七
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科

學

史

硏

究
 

第

二

號 

出
版
物
の
覆
刻
等
の
案
も
あ0

、

い
づ
れ
實
現
出
來
る
も
の
と
思
ふ
。
委 

員
會
に
は
每
囘
種
々
な
計
畫
を
も
ち
出
さ
れ
て
、
お
れ
こ
れ
と
そ
の
實
現 

を
夢
見
て
活
氣
に
滿
た
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
實
行
に
は
極
め
て 

困
難
を
件
ふ
場
合
が
多
い
。
そ
れ
は
關
係
者
が
非
常
に
多
忙
を
極
め
て
ゐ 

る
こ
と
と
、
實
行
を
助
け
る
機
構
の
不
十
分
さ
に
も
よ
る
も
の
で
あ
る
。 

昭
和
十
七
年
四
月
二
十
五
口 (

土)

學
士
會
餡
に
て
委
員
會
開
催
。
上
記 

の
如
く
總
會
開
催
の
件
、
分
科
會
の
件
等
決
定
す
る
。

會

員

消

息

先
に
述
べ
た
通
り
桑
木
會
長
は
松
本
高
等
學
校
長
を
三
月
三
十
一 

口
附 

を
以
て
引
退
さ
れ
、
今
後
は
文
部
省
と
學
士
院
の
兩
方
の
仕
事
を
さ
れ
る 

こ
と
に
な
っ
た
。

關
西
支
部
創
立
會

關
西
支
部
の
設
立
に
つ
い
て
は
、
委
員
、
幹
事
と
の
連
絡
の
も
と
に
、
 

關
酉
在
住
の
會
員.
有
志
の
間
で
そ
の
談
合
が
進
め
ら
れ
て
卷
た
が
、
汎
月 

七
日
夕
京
都
帝
大
樂
友
會
館
で
創
立
會
を
開
催
す
る
運
び
と
な
っ
た
。
出 

席
會
員
二
十
名
。
本
部
か
ら
桑
木
會
長
と
菅
井
委
員
と
が
西
下
し
て
出
席 

し
た
。

ま
づ
一
同
晩
麥
を
共
に
し
た
後
、
本
部
委
員
と
し
て
上
田
穰
氏
が
立0

一
三
A. 

て
座
長
の
選
出
を
一
同
に
諮
り
、
藤
田
元
春
氏
が
推
さ
れ
て
座
長
の
席
に 

就
い
た
。
藤
田
座
長
は
先
づ
創
立
會
開
催
に
い
た
る
ま
で
の
經
過
報
吿
を 

原
光
雄
氏
に
求
め
、
原
氏
よ
り
報
吿
が
あ
っ
た
後
、
支
部
長
新
よ
び
支
部 

委
員
の
決
定
に
入
っ
た
。
支
部
長
の
指
名
を
桑
木
會
長
に
一
任
し
た
き
旨 

を
座
長
よ
り
一
同
に
諮
っ
た
所
滿
場
一
致
の
賛
成
が
あ
り
、
桑
木
會
長
立 

っ
て
上
田
穰
氏
を
支
部
長
に
推
す
。
次
い
で
支
部
委
員
の
決
定
は
支
部
長 

に

ー
任
す
る
こ
と
に
な
り'

上
田
支
部
長
立
っ
て
就
任
挨
拶
を
述
べ
た
後
、
 

委
員
と
し
て
、
靑
木
一
郎
、
伏
見
康
治
、
原
光
雉
の
三
氏
を
指
名
し
た
こ 

れ
で
支
部
の
創
立
を
見
た
の
で
、
桑
木
會
長•

菅
井
委
員
よ
り
夫
々
祝
舒 

が
あ0

、
支
部
會
員
を
代
表
し
て
石
橋
榮
達
氏
の
挨
拶
が
あ
っ
た
後
、
座 

談
會
に
入0

、

一
同
の
自
己
紹
介
そ
の
他
の
歡
談
が
あ
っ
て
午
後
九
時
す 

ぎ
散
會
し
た
。
終
始
和
氣
・̂

々
裡
に
創
立
會
を
終
了
す
る
こ
と
が
で&
 &
O
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顧會委幹

問長員事

支
部
長

日
本
科
學
史
學
會
顧
問
及
役
員
氏
名(
五
十
音
顺)

安
藤
廣
太
郎

伊

東

忠

太

石

原

純

岡

田

武

松

小
倉
金
之
助

太

田

正

雄

狩

野

亨

吉

桑

木

嚴

翼

小

泉

丹

高

木

貞

治

中

村

淸

二

藤
浪
剛
一

三

上
義

夫

桑

木
^

雄

彌

永

昌

吉 

・
篠

遠

喜

人

富
成
喜
馬
平

天

野

淸

湯

淺

明

小

出

滿
:

柴

田

桂

太

柴

田

雄

次

竹
內
松
次
郞

田
中
館
愛
橘

田

邊

元

西
田
幾
多
郞

藤
原
松
三
郞

村
上
直
次
郞

丘

英

通

下
村
寅
太
郎

野

口

彌

吉

稻

沼

瑞

穗

湯

淺

光

朝

關
西
支
部
役
員
氏
名

上

田

穰

支

部

委

員

靑

木

一

郞

原

光
雄

橋

田

邦

彥

松
原
行
一

・
緖
方
富
雄 

券
菅
井
準
一 

矢

島

祐

利

平

田

寬

伏

見

康

治

平

山

淸

次

眞

島

利

行

三

枝

博

音

玉
蟲
文
一 

(

・
印
常
務
委
員)

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
二
置
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
一
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
、
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

五
、
 

公
開
講
演
會
及
史
料
展
覽
會
ノ
開
催

人
、
文
献
目
錄
、
覆
刻
、
解
說
、
著
譯
ノ
編
纂
及
出
版

七
、
 

科
學
史
圖
書
館
ノ
設
立

八
、
 

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
五
條 

會
員
ハ
本
會
ノ
趣
旨
二
賛
同
ス
ル
者
ニ
シ
テ 

會
員
二
名
以
上 

ノ
抠
薦
ー
ー
ヨ
リ
役
員
會
ノ
就
認
ヲ
經
タ
ル
モ
ノ
ト
ス 

第
六
條
會
員
ハ
會
費
ト
シ
テ
年
額
金
四
圓
ヲ
納
厶 

第
七
條
本
會
二
次
ノ
役
員
ヲ
置
ク

會

長
 

一
 

名 

委

員
 

若

干

名
 

第
八
條
會
長
八
總
會
ニ
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
ス 

第
十
一
條 

本
會
ー
ー
顧
問
若
干
名
ヲ
置
ク 

顧
問
ハ
會
長
之
ヲ
依
囑
ス 

第
十
二
條 

會
長
及
委
員
ノ
任
期
ハ
二
年
ト
ス 

但
シ
重
任
ヲ
妨
ゲ
ズ

第

四

章

附

則
 

第
十
三
條 

本
會
ハ
適
當
ト
認
メ
タ
ル
地
方
一
ー
支
部
ヲ
設
ク
ル
ヲ
得



編 

輯 

後 

記 

「
科
學
史
硏
究
」
の
名
も
日
本
科
學
史
學
倉
の 

名
も
未
だ
十
分
に
は
知
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
始
め 

C

そ
の
樣
な
學
會
が
あ
る
こ
と
を
聞
か
さ
れ
て 

是
非
入
會
し
た
い
が
と
熱
心
に
申
込
ま
れ
ろ 

人
、
「
科
學
史
硏
究
」
が
買
ひ
た
い
が
何
處
の
本 

屋
に
あ
る
か
と
問
ひ
合
は
せ
ら
れ
る
人
が
隨
分 

に
多
い
。
雜
誌
を
賣
る
こ
と
は
昔
の
樣
に
は
自 

由
に
行
か
な
い
し
、
新
聞
の
廣
吿
は
甚
だ
し
い 

制
限
の
た
め
に
殆
ど
且
に
つ
く
樣
に
は
出
せ
な 

い
。
賣
れ
な
く
て
も
學
會
は
少
し
も
構
は
な
い 

の
で
は
あ
ら
う
が
、
編
輯
に
從
事
し
て
ゐ
る
も 

の
は
人
情
の
點
で
不
滿
を
伴
ふ
も
の
で
あ
る
。 

し
か
も
賣
行
が
始
め
の
う
ち
思
は
し
く
な
か
っ 

た
の
は
人
が
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
り
、
知
ら
せ 

る
手
段
が
實
に
制
限
さ
れ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
 

そ
の
齒
痒
さ
と
い
っ
た
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ 

が
新
聞
に
も
紹
介
さ
れ
、
方
々
の
廣
吿
も
ボ
ッ 

ボ
ツ
出
る
し
、
人
づ
て
に
聞
く
人
も
數
が
增
し 

て
、
其
後
は
實
に
よ
く
賣
れ
ご
行
っ
た
。
編
輯 

子
も
始
め
て
晴
れ
ば
れ
し
た
愉
快
さ
を
味
ふ
こ 

と
が
出
來
た
。

本
號
の
發
刊
が
一
ケ
月
以
上
も
お
く
れ
た
こ 

と
は
申
し
譯
な
い
。
・
だ
ん̂
-

と
は
と
り
か
へ 

す
つ
も
り
で
は
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
會
誌
の
內
容 

の
盛
衰
は
、
雜
誌
記
者
の
原
稿
集
め
に
依
存
す 

る
と
い
ふ
賣
る
た
め
の
科
學
雜
誌
で
は
な
い
の 

で
あ
っ
て
、
日
本
科
學
史
學
會
自
體
の
硏
究
が 

活
潑
に
な
れ
ば
從
っ
て
會
誌
も
潑
剌
と
し
て
來 

る
わ
け
で
あ
り
、
會
員
諸
賢
、
又

講.K

者
諸
賢 

の
御
協
力
の
如
何
が
本
誌
を
左
右
す
る
の
み
で 

あ
る
。
と
申
し
て
編
輯
者
、
役
員
其
他
責
任
を 

廻
避
す
る
心
算
で
は
な
く
、
是
非
と
も
こ
の
光 

輝
あ
る
會
誌
を
發
展
さ
せ
て
行
く
た
め
に
全
力 

を
盡
し
て
ゐ
る
。

本
號
か
ら
大
矢
眞
一
氏
の
努
力
に
よ
っ
て
科 

學
史
の
文
獻
目
錄
を
揭
載
し
始
め
る
。
今
後
こ 

の
方
面
の
あ
ら
ゆ
る
文
獻
を
片
端
し
か
ら
片
づ 

け
こ
行
き
た
い
。
そ
れ
に
は
個
人
の
藏
書
の
目 

錄
の
發
表
も
學
會
と
し
て
調
査
事
業
の
中
に
入 

れ
て
あ
る
が
、
そ
れ
が
少
し
で
も
手
に
入
り
次 

第
本
誌
上
に
發
表
し
て
行
く
つ
も
り
で
あ
る
。

昭
和
十
七
年
五
月
二
十
六
日
印
刷 

昭
和
十
七
年
五
月
二
十
九
日
發
行 

磔

定

價

壹
 

團
(

郵
稅
四
錢) 

日
本
科
學
史
學
會 

代

表

者

桑

木

域

雄
 

取
京
市
神
田
网
羌
止
代
町
一
六 

印
別
者 

嶋 

誠 

東
京
市
神
田
區
美
止
代
町
一
六 

印
刷
所 

聽

三
 

秀 

舍 

敗
京
市
本鄉
懾

東
京
帝
國
大
感
理
耳
部
頼
物
厚
敎
呈內 

發
行
所 

日

本

科

學

史

學

會 

按
替
口
座
jli
京
一
七
五
三
一
六
番 

日
本
出
版
文
化
協
會
會
員
番
號
ニ
ニ
ニ
ー
五
一
番 

一
 

册

壹
 

圓

(

郵
稅
闷
錢) 

ー
ヶ
年
分
四 

圓

(

郵
稅
十
宀
ハ
錢)

克
京
市
神
田
區
一
ツ
橋
二
丁
目
三
岳
地

發

賣

所 

岩

波

書

店

馆
話
九
用(

三
壬

振

替

口

座

束

京

二

六

二

四

〇

番 

n

木
出
版
文
化
協
會
窗H
#

號 

ー
〇•

二

〇

三

七

番 

祇

認

番

號

五

九

號

配

給

元 

娜际
吹
希/
£3
嘔
日
本
出
版
配
給
株
式
會
社
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