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1 

 

序
章 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
へ
の
招
待 

  

一
．
翻
訳
テ
ク
ス
ト
の
研
究 

 

本
論
文
の
目
的
は
、
い
ま
だ
か
つ
て
総
体
と
し
て
本
格
的
に
読
解
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
文
部
省
『
百
科
全
書
』
と
い
う
明
治
初

期
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
を
研
究
対
象
に
据
え
て
、〈
翻
訳
学
〉
の
視
点
か
ら
探
究
す
る
こ
と
に
あ
る
。
広
義
の
〈
翻
訳
〉
を
メ
タ
フ

ァ
ー
と
し
て
曖
昧
に
捉
え
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
誤
訳
を
指
摘
し
た
り
訳
出
物
に
評
価
を
与
え
た
り
す
る
も
の
で
も
な
い
一

。

そ
う
で
は
な
く
、
特
定
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
を
同
時
代
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
定
位
し
、
起
点
テ
ク
ス
ト
（
原
著
）
と
併
せ
て
読
む
こ
と

で
、
歴
史
の
曲
が
り
角
に
あ
っ
た
日
本
の
近
代
を
翻
訳
の
問
題
系
か
ら
再
考
す
る
試
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
言
語
論
的
転
回
（
リ
チ

ャ
ー
ド
・
ロ
ー
テ
ィ
）
の
ひ
そ
み
に
倣
え
ば
「
翻
訳
論
的
転
回
」
の
主
張
で
あ
り
、
日
本
の
近
代
を
「
訳
さ
れ
た
近
代
」
と
し
て

捉
え
直
す
こ
と
で
あ
る
二

。
明
治
期
は
―
―
こ
の
研
究
が
対
象
と
す
る
文
部
省
『
百
科
全
書
』
が
訳
さ
れ
た
明
治
初
期
は
と
り
わ

け
―
―
近
代
日
本
語
に
と
っ
て
の
画
期
で
あ
り
、
こ
の
と
き
の
翻
訳
を
め
ぐ
る
出
来
事
が
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
の
思
考
に
も

奥
深
い
と
こ
ろ
で
作
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
無
意
識
の
レ
ベ
ル
に
近
い
深
層
で
の
こ
と
だ
か
ら
、
普

段
は
あ
ま
り
気
づ
か
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
も
翻
訳
と
い
う
現
象
の
常
と
し
て
、
透
明
な
不
可
視
性
を
是
と
し
、
そ
の
存

在
を
自
ら
見
え
な
く
し
よ
う
と
す
る
力
学
も
は
た
ら
く
。 

日
本
に
お
け
る
翻
訳
論
、
と
り
わ
け
翻
訳
語
と
翻
訳
文
体
に
つ
い
て
の
理
論
研
究
は
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
柳
父
章
が
先
駆
的

に
取
り
組
ん
で
い
る
三

。
翻
訳
学
と
い
う
新
た
な
学
際
領
域
が
欧
米
を
中
心
に
萌
芽
し
た
時
期
と
奇
し
く
も
重
な
る
が
、
柳
父
の

翻
訳
研
究
は
日
本
と
い
う
固
有
の
文
脈
の
な
か
で
独
自
の
思
想
を
形
成
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
が
自
明
と
し
て
き
た
日
本

語
を
疑
い
、
そ
の
擬
態
（
ホ
ミ
・
バ
ー
バ
）
を
問
い
、
翻
訳
論
を
通
し
て
私
た
ち
の
深
層
に
あ
る
思
い
込
み
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け

る
。
本
論
文
で
は
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
と
い
う
翻
訳
テ
ク
ス
ト
を
読
み
解
く
た
め
に
柳
父
の
方
法
論
を
踏
襲
し
、「
日
本
語

の
事
件
」
と
し
て
近
代
日
本
の
翻
訳
を
論
じ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
翻
訳
語
を
そ
の
語
源
に
遡
ろ
う
と
す
る
漢
語
研
究
と
は
手

法
を
異
に
し
て
お
り
、
近
代
日
本
に
お
い
て
翻
訳
行
為
が
遂
行
し
た
「
こ
と
ば
の
出
来
事
」
と
し
て
翻
訳
の
「
等
価
」（eq

u
iv

alen
ce

）

の
虚
構
性
を
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
翻
訳
へ
の
ま
な
ざ
し
を
、
明
治
初
期
の
日
本
に
お
い
て
文
部
省
主
導
で
行

わ
れ
た
翻
訳
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
『
百
科
全
書
』
に
向
け
る
と
、
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
像
が
結
ば
れ
る
だ
ろ
う
か
。
文
部
省
『
百
科

全
書
』
の
読
解
を
通
し
て
、
近
代
日
本
と
翻
訳
の
共
犯
関
係
を
問
い
直
し
て
み
た
い
と
思
う
。 

開
化
啓
蒙
期
の
近
代
日
本
が
西
洋
諸
国
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
た
歴
史
的
事
実
の
自
明
性
と
は
裏
腹
に
、
媒
介
と
な
っ
た

翻
訳
の
諸
相
は
見
え
に
く
い
。
そ
れ
は
、
等
価
に
仮
託
し
た
翻
訳
行
為
を
無
色
透
明
の
ふ
る
ま
い
と
し
て
葬
り
去
っ
て
き
た
か
ら

だ
。
こ
の
隠
蔽
さ
れ
た
翻
訳
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
暴
き
、
翻
訳
と
は
い
か
な
る
出
来
事
で
あ
る
の
か
を
問
い
、
翻
訳
と
い
う
言
語

行
為
の
遂
行
性
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。
近
代
日
本
の
文
明
開
化
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
本
研
究
は
、
そ
の
不
可
視
的
側
面

を
可
視
化
す
る
試
み
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
の
不
可
視
性
と
は
翻
訳
の
謂
い
で
あ
る
。
等
価
と
い
う
幻
に
蔽
わ
れ
た
翻
訳
行
為
の
遂

行
性
、
そ
れ
が
近
代
日
本
と
日
本
語
に
残
し
た
痕
跡
を
文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
探
る
。 

本
論
文
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
を
「
訳
さ
れ
た
近
代
―
―
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
翻
訳
学
」
と
す
る
。
こ
の
な
か
に
埋
め
込
ま

れ
た
意
味
は
、
研
究
が
展
開
す
る
に
つ
れ
て
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
は
ず
だ
。
と
は
い
え
、
誤
解
の
な
い
よ
う
に
若
干
の

説
明
が
あ
ら
か
じ
め
必
要
か
も
し
れ
な
い
。「
訳
さ
れ
た
」「
近
代
」「
文
部
省
『
百
科
全
書
』」
の
「
翻
訳
学
」
に
つ
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
意
味
合
い
を
暫
定
的
に
示
し
て
お
く
。 

 

「
訳
さ
れ
た
」 

「translated =
 

訳
さ
れ
た
」
と
い
う
行
為
の
主
体
は
誰
な
の
か
。
こ
こ
に
は
翻
訳
の
行
為
者
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
一
般
的
に
は
、
不
可

視
に
な
り
や
す
い
翻
訳
者
た
ち
。
日
本
に
お
い
て
は
欧
米
諸
国
と
比
較
し
て
可
視
性
が
高
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
相
対
的
に
そ
う



 

 

2 

 

で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
翻
訳
テ
ク
ス
ト
を
考
察
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
翻
訳
行
為
を
遂
行
し
た
主
体
に
も
光
を
当
て

可
視
化
し
て
い
く
。 

 「
近
代
」 

時
代
区
分
と
し
て
の
「m

odern =
 

近
代
」
と
は
、
日
本
で
は
一
般
的
に
明
治
か
ら
昭
和
の
敗
戦
ま
で
を
指
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
だ

が
同
時
に
こ
の
こ
と
ば
は
、「
近
代
の
超
克
」
な
ど
の
よ
う
に
、
あ
る
価
値
づ
け
を
反
映
し
た
翻
訳
語
の
典
型
で
あ
る
。
柳
父
章
は
「
地
獄

の
「
近
代
」、
あ
こ
が
れ
の
「
近
代
」」
と
し
て
、「
近
代
」
を
価
値
づ
け
さ
れ
た
こ
と
ば
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
、「
意
味
と
い
う
点
か
ら
言

う
な
ら
ば
、
意
味
は
む
し
ろ
な
い
、
と
言
っ
た
方
が
よ
い
。
そ
し
て
、
意
味
は
な
い
か
ら
こ
そ
、
か
え
っ
て
人
々
を
惹
き
つ
け
、
乱
用
さ

れ
、
流
行
す
る
」
と
分
析
し
て
い
る
四

。
西
洋
由
来
の
概
念
を
翻
訳
す
る
行
為
は
、
と
り
わ
け
漢
語
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
権
威
に

よ
っ
て
、
翻
訳
語
の
価
値
づ
け
を
も
遂
行
す
る
の
で
あ
る
。 

日
本
史
や
日
本
文
学
の
分
野
で
は
明
治
維
新
以
降
の
歴
史
や
文
学
を
近
代
史
や
近
代
文
学
と
し
て
研
究
対
象
と
す
る
の
に
対
し
て
、
日

本
語
学
で
は
近
代
語
の
成
立
を
江
戸
期
と
す
る
こ
と
か
ら
も
、「
近
代
」
と
い
う
こ
と
ば
の
虚
構
性
は
明
ら
か
だ
。 

英
語m

odern

は
フ
ラ
ン
ス
語m

oderne

（
ラ
テ
ン
語m

odernus

）
か
ら
派
生
し
た
単
語
で
あ
り
、
名
詞
で
も
形
容
詞
で
も
用
い
る
こ
と

が
で
き
る
。Ｏ
Ｅ
Ｄ（『
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
』第
二
版
）に
お
け
るm

odern

の
語
源
に
つ
い
て
の
説
明
で
繰
り
返
さ
れ
るpresent

「
現
前
の
」
やcurrent

「
現
行
の
」
か
ら
連
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
過
ぎ
去
っ
たantiquity

「
む
か
し
」
に
対
す
るpresent

「
い
ま
の
」
人
、

言
語
、
建
築
な
ど
を
指
し
た
単
語
に
起
源
を
遡
る
。
だ
か
ら
、
ダ
イ
ク
シ
ス
（
直
示deixis

）
の
常
と
し
て
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
文
脈
に

依
存
す
る
わ
け
で
あ
る
。 

 「
文
部
省
『
百
科
全
書
』」 

こ
れ
か
ら
私
た
ち
が
読
解
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
い
わ
ば
も
う
ひ
と
つ
の
「
百
科
全
書
」
で
あ
る
。「
も
う
ひ
と
つ
の
」
と
余
計
な
修
飾

語
を
付
け
た
理
由
は
、
無
防
備
に
「
百
科
全
書
」
と
い
え
ば
、
十
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
影
響
を
与
え
た
、
デ
ィ
ド
ロ
（D

enis D
iderot

）

と
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
（Jean L

e R
ond d'A

lem
bert

）
ら
の
『
百
科
全
書
』（L

'E
ncyclopédie, ou D

ictionnaire raisonné des sciences, des arts 

et des m
étiers, par une société de gens de lettres

）
が
有
名
で
あ
り
、
真
っ
先
に
思
い
浮
か
ぶ
か
も
し
れ
な
い
か
ら
だ
五

。
し
か
も
紛
ら
わ

し
い
こ
と
に
、
彼
ら
は
英
国
の
イ
ー
フ
レ
ム
・
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
（E

phraim
 C

ham
bers

）
の
「
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
」、
つ
ま
りC

ham
bers’ 

C
yclopaedia

か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
。
ま
だ
他
に
も
「
百
科
全
書
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
国
内
外
に
幾
種
類
も
存
在
す
る
。 

不
要
な
混
同
を
避
け
て
、
明
治
初
期
に
文
部
省
の
企
図
で
始
ま
っ
た
国
家
的
翻
訳
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
該
書
を
他
と
峻
別
す
る
た
め

に
、
十
九
世
紀
英
国
の
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
を
中
心
に
活
躍
し
た
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
兄
弟
（W

illiam
 C

ham
bers

とR
obert C

ham
bers

）
が
編
集

出
版
し
たC

ham
bers’s Inform

ation for the P
eople

を
起
点
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
日
本
語
へ
と
訳
出
し
た
テ
ク
ス
ト
を
「
文
部
省
『
百
科

全
書
』」
と
し
た
次
第
で
あ
る
。
文
部
省
『
百
科
全
書
』
は
民
間
書
肆
か
ら
も
分
冊
本
が
翻
刻
さ
れ
た
り
、
合
冊
版
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
り

し
て
い
る
の
で
、
文
部
省
の
み
が
出
版
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
（
詳
し
い
書
誌
情
報
は
第
二
章
に
譲
ろ
う
）。 

文
脈
か
ら
明
ら
か
な
場
合
は
、
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
に
単
に
『
百
科
全
書
』
と
す
る
こ
と
も
あ
る
。 

 「
翻
訳
学
」 

「translation studies =
 

翻
訳
学
」
と
い
う
等
価
は
、
果
た
し
て
ど
の
程
度
ま
で
定
着
し
て
き
た
だ
ろ
う
か
。「
翻
訳
研
究
」
や
「
ト
ラ
ン

ス
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
」
な
ど
と
す
る
場
合
も
あ
り
、
日
本
語
の
定
訳
が
ま
だ
な
い
。
近
年
、
マ
ン
デ
イ
（Jerem

y M
unday

）

に
よ
る
翻
訳
理
論
の
概
説
書Introducing Translation Studies

が
『
翻
訳
学
入
門
』
と
し
て
邦
訳
刊
行
さ
れ
六

、
日
本
通
訳
翻
訳
学
会
の
学

会
誌
が
『
通
訳
翻
訳
研
究
』（Interpreting and Translation Studies

）
と
改
称
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、「
翻
訳
学
」「
翻
訳
研
究
」
な
ど
が

比
較
的
よ
く
用
い
ら
れ
る
が
、
人
口
に
膾
炙
し
て
き
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
個
別
の
「
翻
訳
論
」
で
は
な
く
、
翻
訳
そ

の
も
の
を
学
術
研
究
の
対
象
と
す
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
本
論
文
の
副
題
に
「
翻
訳
学
」
を
入
れ
た
。 

ち
な
み
に
「
翻
訳
学
」
と
い
う
語
は
、
一
九
七
〇
年
代
初
め
に
す
で
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
聖
書
翻
訳
研
究
者
の
ナ
イ
ダ
（E

ugene N
ida

）
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に
よ
るTow

ard a Science of Translating

が
一
九
七
二
年
に
『
翻
訳
学
序
説
』
と
し
て
邦
訳
出
版
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
が
、
も
と
の
タ
イ

ト
ル
に
はtranslation studies

と
い
う
語
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
七

。 

 
ま
た
「
西
洋
」
と
い
う
こ
と
ば
に
つ
い
て
も
、
本
論
文
に
頻
出
す
る
の
で
説
明
し
て
お
い
た
ほ
う
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
齋
藤
毅

は
、
こ
の
こ
と
ば
の
持
つ
「
独
特
の
ひ
び
き
」
を
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
を
さ
す
地
理
上
の
区
分
」
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

「
学
ぶ
べ
き
文
明
の
栄
え
て
い
る
地
域
」
あ
る
い
は
「
優
れ
た
異
質
の
文
明
圏
」
で
あ
り
、「
あ
る
種
の
憧
憬
の
念
や
羨
望
感
」

と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
と
説
明
す
る
八

。
別
言
す
れ
ば
、「
地
理
上
の
名
辞
で
あ
る
よ
り
も
、
一
種
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」

と
し
て
の
「
西
洋
」
で
あ
る
九

。
江
戸
期
に
も
す
で
に
新
井
白
石
『
西
洋
紀
聞
』
な
ど
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
語
の
定
着
に
は
や
は

り
、
明
治
期
に
入
り
福
澤
諭
吉
『
西
洋
事
情
』
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
影
響
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。「
西
洋
」

と
い
う
一
枚
岩
の
実
体
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
本
論
文
で
は
便
宜
的
に
こ
の
語
を
用
い
る

こ
と
に
す
る
。 

 

私
た
ち
が
無
意
識
に
想
定
し
て
い
る
翻
訳
に
つ
い
て
の
自
明
性
が
、
私
た
ち
の
用
い
る
こ
と
ば
の
深
層
を
蔽
っ
て
い
る
。
翻
訳

と
い
う
プ
リ
ズ
ム
を
通
し
て
日
本
の
近
代
に
向
き
合
う
試
み
は
、
翻
訳
を
反
射
鏡
と
し
て
現
代
の
私
た
ち
の
思
考
に
近
代
日
本

を
映
し
出
す
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
文
部
省
『
百
科
全
書
』
と
い
う
翻
訳
テ
ク
ス
ト
を
明
治
期
日
本
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
定
位

し
て
、
翻
訳
研
究
の
視
角
か
ら
読
解
す
る
意
義
は
い
ま
現
在
へ
と
つ
な
が
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
言
語
論
的
転
回
を
経
た
西
洋
哲

学
の
経
験
に
な
ぞ
ら
え
れ
ば
、
近
代
日
本
を
め
ぐ
る
思
索
は
そ
の
根
底
で
翻
訳
論
的
転
回
を
要
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
国
の
文

明
開
化
を
近
代
日
本
語
と
い
う
翻
訳
語
の
出
来
事
と
し
て
直
視
す
る
こ
と
に
な
る
。 

  

二
．『
百
科
全
書
』
研
究
の
意
義 

 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
は
、
大
項
目
か
ら
な
る
英
国
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
啓
蒙
書C

h
a
m

b
ers’s In

fo
rm

a
tio

n
 fo

r th
e P

eop
le

を

起
点
テ
ク
ス
ト
と
す
る
翻
訳
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
個
別
的
に
研
究
さ
れ
て
き
た
項
目
も
あ
る
。
た
と
え
ば
菊
池
大
麓
訳

『
修
辞
及
華
文
』
は
、
坪
内
逍
遥
が
『
小
説
神
髄
』
で
長
く
引
用
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
明
治
初
期
の
「
文
学
」
や
「
修
辞
学
」

に
つ
い
て
の
理
論
概
説
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
一
〇

。
し
か
し
な
が
ら
、
同
時
代
の
『
明
六
雑
誌
』
な
ど
の
研
究
と
比
較
し
て
も
、

文
部
省
『
百
科
全
書
』
は
全
体
と
し
て
詳
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
諸
側
面
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
研
究
未
開
の
地
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
本
論
文
で
は
、『
百
科
全
書
』
を
め
ぐ
る
書
誌
情
報
も
精
査
し
、
明
治
初
期
に
実
施
さ
れ
た
大
規
模
な
翻
訳
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
と
し
て
検
証
す
る
作
業
が
必
要
と
な
る
。
現
代
で
は
忘
れ
ら
れ
た
感
の
あ
る
国
家
的
事
業
を
翻
訳
研
究
の
視
点
か
ら
読
み
解

く
と
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
地
道
な
事
実
確
認
も
こ
の
研
究
の
意
義
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
公
文
書
館
、
国
会
図
書
館
、
東
書
文
庫
、

全
国
の
大
学
図
書
館
、
さ
ら
に
は
英
国
図
書
館
な
ど
が
所
蔵
す
る
一
次
資
料
を
丹
念
に
調
べ
る
覚
悟
も
要
請
さ
れ
よ
う
。 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
つ
い
て
の
数
少
な
い
先
行
研
究
の
一
冊
は
、
未
完
の
研
究
書
、
福
鎌
達
夫
『
明
治
初
期
百
科
全
書
の

研
究
』（
風
間
書
房
、
一
九
六
八
年
）
で
あ
り
、
著
者
病
没
後
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
著
者
が
入
院
中
の
病
室
に
資
料
を
持
ち
込

ん
で
命
を
削
り
最
期
ま
で
執
筆
し
た
様
子
が
、
編
者
に
よ
る
「
あ
と
が
き
」
か
ら
生
々
し
く
伝
わ
る
。
こ
れ
は
、
文
部
省
『
百
科

全
書
』
に
関
す
る
包
括
的
な
研
究
の
名
著
で
あ
る
こ
と
疑
い
な
い
が
、
残
念
な
が
ら
病
魔
に
よ
り
著
者
が
目
論
ん
だ
形
で
の
完
成

は
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
同
時
期
の
も
う
一
冊
、
杉
村
武
『
近
代
日
本
大
出
版
事
業
史
』（
出
版
ニ
ュ
ー
ス
社
、
一
九
六
七
年
）

で
は
、
出
版
文
化
史
と
い
う
観
点
か
ら
明
治
初
期
の
文
部
省
の
出
版
事
業
に
着
目
し
、
そ
の
な
か
で
『
百
科
全
書
』
も
対
象
と
し

て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
テ
ク
ス
ト
内
容
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
福
鎌
と
杉
村
の
研
究
か
ら
十
年
の

歳
月
を
経
て
重
要
な
展
開
を
見
せ
た
の
は
、
菅
谷
廣
美
『「
修
辞
及
華
文
」
の
研
究
』（
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
八
年
）
で

あ
る
。
書
名
が
示
す
ご
と
く
、
菅
谷
の
関
心
は
『
修
辞
及
華
文
』
に
特
化
す
る
が
、『
百
科
全
書
』
の
基
礎
資
料
に
関
す
る
新
事
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実
も
加
え
ら
れ
て
お
り
、
福
鎌
と
杉
村
に
よ
る
先
行
研
究
を
補
完
す
る
。 

い
ず
れ
の
労
作
も
貴
重
な
水
先
案
内
で
は
あ
る
が
、
本
論
文
は
こ
れ
ら
時
の
試
練
を
経
た
代
表
的
先
行
研
究
に
導
か
れ
な
が

ら
も
、
単
純
な
事
実
誤
認
は
訂
正
し
、
翻
訳
研
究
に
お
け
る
新
た
な
可
能
性
へ
と
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
開
く
こ
と
を
試
み
る
。 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
翻
訳
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
か
っ
た
し
、
す
で
に
菅
谷
の
研
究

か
ら
は
三
十
年
以
上
が
過
ぎ
て
い
る
。
こ
の
間
、
新
た
な
研
究
論
文
も
散
発
的
に
発
表
さ
れ
て
き
た
。
本
論
文
で
は
相
対
的
に
新

し
い
諸
研
究
の
成
果
も
最
大
限
に
活
用
し
な
が
ら
、
時
に
は
相
反
す
る
情
報
の
断
片
を
て
い
ね
い
に
照
合
し
て
新
た
な
知
見
を

紡
ぎ
出
し
、
さ
ら
に
翻
訳
と
い
う
視
角
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
加
え
る
こ
と
に
意
義
を
置
く
。 

  

三
．
本
論
文
の
構
成 

 

本
論
文
の
各
章
を
要
約
し
て
以
下
に
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。 

こ
の
序
章
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
を
「
文
部
省
『
百
科
全
書
』
へ
の
招
待
」
と
し
た
と
お
り
、
本
論
文
の
目
的
と
意
義
を
明
確
に
し

た
う
え
で
論
文
全
体
の
概
要
を
示
す
。
そ
し
て
第
一
章
で
は
、「
等
価
」
を
鍵
概
念
と
し
て
欧
米
の
翻
訳
学
史
を
再
構
築
し
、
ス

キ
ャ
ン
ダ
ル
を
介
在
し
て
日
本
に
お
け
る
翻
訳
論
へ
と
つ
な
げ
る
。
日
本
の
文
脈
で
野
上
豊
一
郎
と
柳
父
章
の
言
説
を
対
比
的

に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
翻
訳
研
究
と
等
価
を
め
ぐ
る
主
要
な
論
点
の
再
考
を
す
る
こ
と
で
、
本
論
文
に
お
け
る
等
価
概
念

の
位
置
づ
け
を
明
確
に
す
る
。 

第
二
章
で
は
、
本
論
文
が
分
析
対
象
と
す
る
文
部
省
『
百
科
全
書
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
生
成
へ
と
つ
な
が
る
翻
訳
機
関
の
歴
史

的
変
遷
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
国
家
的
事
業
の
輪
郭
を
描
く
。
明
治
初
期
に
企
図
さ
れ
た
大
規
模
な
国
家
的
翻
訳
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と

し
て
の
全
体
像
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
次
第
で
あ
る
。
明
治
政
府
の
文
明
開
化
を
翻
訳
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
し
な
が
ら
、『
百
科

全
書
』
に
関
係
す
る
史
実
、
人
物
、
書
誌
情
報
な
ど
を
前
景
化
し
、
後
続
の
テ
ク
ス
ト
分
析
へ
の
準
備
作
業
と
し
た
い
。 

第
三
章
か
ら
第
九
章
ま
で
は
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
と
い
う
翻
訳
テ
ク
ス
ト
を
総
体
と
し
て
読
解
す
る
た
め
に
、
各
章
で
テ

ー
マ
を
設
定
し
て
、
以
下
の
テ
ク
ス
ト
群
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
一
一

。 

 

天
文
学 

気
中
現
象
学 

地
質
学 

地
文
学 

植
物
生
理
学 

植
物
綱
目 

動
物
及
人
身
生
理 

動
物
綱
目 

物
理
学 

重
学 
動
静
水

学 

光
学
及
音
学 

電
気
及
磁
石 

時
学
及
時
刻
学 

化
学
篇 

陶
磁
工
篇 

織
工
篇 

鉱
物
篇 

金
類
及
錬
金
術 

蒸
気
篇 

土
工
術 

陸
運 

水
運 

建
築
学 

温
室
通
風
点
光 

給
水
浴
澡
堀
渠
篇 

農
学 

菜
園
篇 

花
園 

果
園
篇 

養
樹
篇 

馬 

牛
及
採
乳
方 

羊

篇 

豚
兎
食
用
鳥
篭
鳥
篇 

蜜
蜂
篇 

犬
及
狩
猟 

釣
魚
篇 

魚
猟
篇 

養
生
篇 

食
物
篇 

食
物
製
方 

医
学
篇 

衣
服
及
服
式 

人

種 

言
語 

交
際
及
政
体 

法
律
沿
革
事
体 

太
古
史 

希
臘
史 

羅
馬
史 

中
古
史 

英
国
史 

英
国
制
度
国
資 

海
陸
軍
制 

欧
羅

巴
地
誌 

英
倫
及
威
爾
斯
地
誌 

蘇
格
蘭
地
誌 

愛
倫
地
誌 

亜
細
亜
地
誌 

亜
弗
利
加
及
大
洋
州
地
誌 

北
亜
米
利
加
地
誌 

南
亜
米

利
加
地
誌 

人
心
論 

骨
相
学 

北
欧
鬼
神
誌 

論
理
学 

洋
教
宗
派 

回
教
及
印
度
教
仏
教 

歳
時
記 

修
身
論 

接
物
論 

経
済
論 

人
口
救
窮
及
保
険 

百
工
倹
約
訓 

国
民
統
計
学 

教
育
論 

算
術
及
代
数 

戸
内
遊
戯
方 

体
操
及
戸
外
遊
戯 

古
物
学 

修
辞
及
華

文 

印
刷
術
及
石
版
術 

彫
刻
及
捉
影
術 

自
然
神
教
及
道
徳
学 

幾
何
学 

聖
書
縁
起
及
基
督
教 

貿
易
及
貨
幣
銀
行 

画
学
及
彫
像 

百
工
応
用
化
学 

家
事
倹
約
訓 

 

第
三
章
は
、
私
た
ち
の
身
体
所
作
を
翻
訳
語
か
ら
振
り
返
る
。「
身
体
教
育
」
か
ら
「
体
育
」
と
い
う
近
代
日
本
語
が
成
立
す

る
一
方
で
、「
ス
ポ
ー
ツ
」
の
翻
訳
漢
語
が
未
成
立
で
あ
っ
た
こ
と
に
着
目
し
、「
体
操
」「
運
動
」
と
い
う
翻
訳
語
と
相
俟
っ
て
、

近
代
国
家
の
な
か
で
国
民
の
身
体
が
規
律
・
訓
練
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。 

第
四
章
は
「
言
語
」
に
つ
い
て
大
槻
文
彦
の
翻
訳
行
為
に
光
を
当
て
る
。
日
本
初
の
近
代
国
語
辞
書
『
言
海
』
の
編
纂
者
が
、

文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
翻
訳
者
と
し
て
か
か
わ
り
、
辞
書
編
纂
と
同
時
期
に
『
言
語
篇
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
訳
し
て
い
た
こ
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と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
文
彦
の
翻
訳
行
為
に
よ
っ
て
何
が
遂
行
さ
れ
た
の
か
を
、「
言
語
」
と
い
う
根
源
的
な
主
題
の

も
と
で
論
じ
て
い
く
。 

第
五
章
で
扱
う
「
宗
教
」
は
、
明
治
十
年
代
に
成
立
し
た
翻
訳
語
で
あ
る
こ
と
は
先
行
研
究
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
ま
で
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
宗
教
関
連
の
テ
ク
ス
ト
群
が
宗
教
学
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。「
宗
教
」
と
い
う

翻
訳
語
は
、
逆
説
と
し
て
非
「
宗
教
」
を
誕
生
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
靖
国
体
制
の
鋳
型
が
成
立
し
た
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た

コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
、「
宗
教
」
が
ゆ
ら
ぎ
な
が
ら
立
ち
上
が
る
テ
ク
ス
ト
を
読
み
、
そ
の
帰
結
を
問
う
。 

第
六
章
は
「
大
英
帝
国
」
と
い
う
不
可
解
な
こ
と
ば
へ
と
接
近
す
る
。「
帝
国
」
と
い
う
翻
訳
語
が
蘭
学
の
訳
語
か
ら
英
学
へ

と
受
け
継
が
れ
た
結
果
、
何
が
起
こ
っ
た
の
か
。
大
日
本
帝
国
が
範
と
し
た
の
は
、
果
た
し
て
「
大
英
帝
国
」
で
あ
っ
た
の
か
。

「
帝
国
」
と
い
う
こ
と
ば
が
今
も
な
お
更
新
さ
れ
続
け
て
い
る
理
由
を
問
い
直
し
て
み
た
い
。 

第
七
章
の
「
骨
相
学
」
で
は
、
近
代
の
ま
な
ざ
し
が
何
を
視
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
を
論
じ
な
が
ら
、「
神
経
」
や
「
脳
」
か

ら
文
学
の
語
り
ま
で
を
多
角
的
に
論
じ
る
。
視
る
こ
と
の
近
代
が
文
化
を
超
え
て
翻
訳
さ
れ
た
の
で
あ
る
。「
科
学
」
と
「
疑
似

科
学
」
の
近
代
が
、「
骨
相
学
」
的
な
視
線
と
ど
の
よ
う
に
交
差
し
た
の
か
。 

第
八
章
で
探
究
す
る
の
は
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
理
系
分
野
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。『
百
科
全
書
』
全
体
の
お
よ
そ
半
数

を
占
め
る
こ
れ
ら
自
然
科
学
テ
ク
ス
ト
の
読
後
感
に
は
、
近
代
英
学
の
近
世
蘭
学
か
ら
の
継
承
が
ま
ず
浮
上
す
る
。
し
か
も
そ
の

継
承
は
一
見
す
る
と
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
離
脱
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。 

第
九
章
で
は
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
を
め
ぐ
る
制
度
の
流
通
と
消
費
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
全
体
を
出
版

物
と
し
て
読
み
返
す
。
そ
し
て
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
を
総
体
と
し
て
な
が
め
る
な
か
で
、
第
八
章
ま
で
の
テ
ー
マ
で
十
分
に

扱
え
な
か
っ
た
テ
ク
ス
ト
を
中
心
に
、
近
代
の
視
覚
と
学
問
の
制
度
化
へ
と
議
論
を
開
い
て
み
る
。 

終
章
で
は
、
以
上
で
論
じ
た
内
容
を
振
り
返
り
、
近
代
に
お
け
る
漢
語
名
詞
と
し
て
の
翻
訳
語
の
ふ
る
ま
い
を
考
え
る
。
最
後

に
〈
翻
訳
〉
と
い
う
こ
と
ば
に
も
こ
だ
わ
り
、
日
本
の
近
代
化
を
再
考
す
る
う
え
で
翻
訳
論
的
転
回
の
要
請
を
主
張
し
て
、
文
部

省
『
百
科
全
書
』
を
読
解
し
た
総
括
を
行
う
。 

な
お
、
本
論
文
に
お
け
る
外
国
語
文
献
の
引
用
で
は
既
訳
を
参
照
し
て
い
る
が
、
部
分
的
に
改
訳
し
た
箇
所
も
あ
り
、
既
訳
の

な
い
も
の
は
拙
訳
し
た
。
日
本
語
文
献
に
お
い
て
は
基
本
的
に
新
字
体
を
用
い
て
引
用
し
、
煩
雑
に
な
る
ル
ビ
や
傍
線
を
適
宜
省

略
し
て
い
る
。
ま
た
、
引
用
元
の
表
記
が
原
本
と
異
な
る
場
合
も
あ
る
。
明
治
初
期
の
文
部
省
『
百
科
全
書
』
を
読
解
す
る
な
か

で
、
同
時
代
辞
書
と
し
て
は
、
主
に
ヘ
ボ
ン
（Jam

es C
u
rtis H

ep
b
u
rn

）『
和
英
語
林
集
成
』（
初
版
一
八
六
七
年
、
再
版
一
八
七

二
年
、
第
三
版
一
八
八
六
年
）、
な
ら
び
に
一
八
七
三
年
の
柴
田
昌
吉
・
子
安
峻
編
『
附
音
挿
図
英
和
字
彙
』
な
ど
を
中
心
に
確

認
し
、
そ
の
他
の
辞
書
類
も
必
要
に
応
じ
て
参
照
す
る
。 
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一 
そ
の
意
味
で
は
、
本
論
文
に
お
け
る
翻
訳
テ
ク
ス
ト
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
ど
の
よ
う
に
翻
訳
す
べ
き
か
と
い
う
規
定
的
（prescriptive

）

研
究
で
は
な
く
、
翻
訳
と
は
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
記
述
的
（descriptive

）
研
究
、
つ
ま
り
翻
訳
研
究
者
の
ト
ゥ
ー
リ
ー
（G

ideon 

T
oury

）
が
提
唱
し
た
「
記
述
的
翻
訳
研
究
」（D

T
S

: D
escriptive T

ranslation S
tudies

）
に
近
い
立
場
で
は
あ
る
。
起
点
テ
ク
ス
ト
（source 

text

）
と
翻
訳
テ
ク
ス
ト
―
―
あ
る
い
は
目
標
テ
ク
ス
ト
（target text

）
―
―
の
「
等
価
」（equivalence

）
を
規
定
的
に
問
う
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
等
価
を
す
で
に
先
験
的
に
想
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
扱
う
。
だ
が
、
翻
訳
の
普
遍
的
特
性
（universal

）
や
翻
訳
者
の
規
範
（norm

）

を
追
究
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ち
な
み
に
起
点
テ
ク
ス
ト
と
は
、
一
般
的
に
は
「
原
著
」
や
「
原
文
」
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が

「
オ
リ
ジ
ナ
ル
」（
裏
返
せ
ば
、
翻
訳
テ
ク
ス
ト
は
「
コ
ピ
ー
」）
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
か
ら
自
由
に
な
る
た
め
に
、
本
論
文
で
は
起
点
テ
ク
ス

ト
と
い
う
用
語
を
採
用
し
た
い
。
そ
し
て
、
た
と
え
ば
英
語
か
ら
日
本
語
へ
の
翻
訳
に
お
い
て
は
、
英
語
が
起
点
言
語
（source language

）、

日
本
語
が
目
標
言
語
（target language

）
と
な
る
。 

二 

こ
こ
で
の
「
翻
訳
論
的
転
回
」
と
の
謂
い
は
、
欧
米
翻
訳
学
に
お
け
るtranslational turn

（
あ
る
い
はtranslation turn

やturn to the 

translation

）
を
想
起
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
偶
然
以
上
の
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
翻
訳
語
で
も
な
い
が
、
必
ず
し
も
無
関
係
と
も
い

え
な
い
。
日
本
の
近
代
を
「
訳
さ
れ
た
近
代
」
と
す
る
本
論
文
の
主
題
に
通
底
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
終
章
で
再
び
触
れ
る
こ
と
に
す

る
。 

三 

柳
父
章
『
未
知
と
の
出
会
い
―
―
翻
訳
文
化
論
再
説
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
三
年
）
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
翻
訳
と
の
出
会
い
」（
一

九
九―

二
五
〇
頁
）
と
「
著
作
目
録
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

四 

柳
父
章
「
地
獄
の
「
近
代
」、
あ
こ
が
れ
の
「
近
代
」」『
翻
訳
語
成
立
事
情
』（
岩
波
新
書
、
一
九
八
二
年
、
四
三―

六
四
頁
） 

五 

桑
原
武
夫
編
『
フ
ラ
ン
ス
百
科
全
書
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
四
年
）
お
よ
び
ジ
ャ
ッ
ク
・
プ
ル
ー
ス
ト
『
百
科
全
書
』
平
岡
昇
・
市

川
慎
一
訳
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
）
な
ど
参
照
。 

六 

ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
マ
ン
デ
イ
『
翻
訳
学
入
門
』
鳥
飼
玖
美
子
監
訳
（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）（M

unday, J. (2008). Introducing 

translation studies, second edition
. L

ondon and N
ew

 Y
ork: R

outledge.

）。 

七 

ユ
ー
ジ
ン
・
ナ
イ
ダ
『
翻
訳
学
序
説
』
成
瀬
武
史
訳
（
開
文
社
出
版
、
一
九
七
二
年
）（N

ida, E
. A

. (1964). Tow
ard a science of 

translating
. L

eiden: E
. J. B

rill.

）。 

八 

齋
藤
毅
『
明
治
の
こ
と
ば
―
―
文
明
開
化
と
日
本
語
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
、
四
三
―
七
七
頁
。 

九 

橋
川
文
三
・
飛
鳥
井
雅
道
・
河
野
健
二
「
近
代
主
義
と
反
近
代
主
義
」
古
田
光
・
佐
田
啓
一
・
生
松
敬
三
編
『
近
代
日
本
社
会
思
想
史
』（
有

斐
閣
、
一
九
六
八
年
、
一
四
三
―
一
九
〇
頁
）。 

一
〇 

菅
谷
廣
美
『「
修
辞
及
華
文
」
の
研
究
』
以
降
で
は
、
た
と
え
ば
亀
井
秀
雄
『「
小
説
」
論
―
―
『
小
説
神
髄
』
と
近
代
』（
岩
波
書
店
、
一

九
九
九
年
）
な
ど
。 

一
一 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
出
版
事
情
は
複
雑
で
、
第
二
章
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
タ
イ
ト
ル
の
ゆ
ら
ぎ
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
便
宜
的

に
、
青
史
社
に
よ
る
復
刻
版
（
文
部
省
版
と
有
隣
堂
版
な
ど
の
混
合
）
一
九
八
三
―
八
六
年
に
依
拠
。 
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第
一
章 

翻
訳
研
究
に
お
け
る
「
等
価
」
言
説
―
―
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
罠 

  

一
．
翻
訳
の
理
論
と
「
等
価
」 

 

翻
訳
の
理
論
と
実
践
を
研
究
対
象
と
し
て
近
年
盛
ん
に
な
っ
た
翻
訳
学
で
は
、「
等
価
」（eq

u
iv

alen
ce

）
を
め
ぐ
る
言
説
が
編

成
さ
れ
て
き
た
一

。
こ
れ
ま
で
に
翻
訳
と
等
価
に
つ
い
て
は
語
り
つ
く
さ
れ
た
感
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
論
文
で
は
欧
米

と
日
本
で
の
異
な
る
立
場
か
ら
の
歴
史
的
前
提
を
踏
ま
え
て
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
二

。
本
章
で
は
ま
ず
、
欧
米
系
翻
訳
学
の
成

立
と
等
価
の
系
譜
を
概
観
す
る
が
、
等
価
と
い
う
概
念
へ
の
筆
者
の
着
目
は
、
言
語
形
式
で
あ
れ
意
味
内
容
で
あ
れ
、
異
言
語
テ

ク
ス
ト
間
の
等
価
性
へ
の
ナ
イ
ー
ヴ
な
希
求
と
は
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ

ア
ル
翻
訳
研
究
を
取
り
あ
げ
た
う
え
で
、
次
に
近
代
日
本
の
翻
訳
論
へ
と
目
を
転
じ
、
等
価
と
い
う
切
り
口
で
野
上
豊
一
郎
と
柳

父
章
の
言
説
を
検
討
す
る
。 

翻
訳
行
為
は
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
遂
行
す
る
複
雑
な
言
語
行
為
で
あ
る
。
そ
し
て
、
翻
訳
が
生
み
出
す
等
価
は
、

ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
招
く
翻
訳
の
出
来
事
だ
。
英
語
のscand

al
と
い
う
語
は
「
醜
聞
」
な
ど
と
訳
さ
れ
も
す
る
が
、
本
章
で
は
カ

タ
カ
ナ
語
「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」
を
用
い
る
。「
醜
聞
」
も
「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」
もscan

d
al

の
翻
訳
語
で
あ
り
、
ど
ち
ら
に
し
て
も

原
語
か
ら
の
ず
れ
は
不
可
避
で
あ
ろ
う
。
Ｏ
Ｅ
Ｄ
に
よ
る
と
、scan

dal
の
語
源
に
はtrap

「
罠
」
の
意
味
が
潜
む
と
い
う
三

。 

聖
書
学
者
の
佐
竹
明
に
よ
れ
ば
、
英
語
「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」（scan

d
al

）
は
ギ
リ
シ
ャ
語
「
ス
カ
ン
ダ
ロ
ン
」（sk

an
d
alon

）
に

由
来
す
る
が
、
こ
の
語
は
旧
約
聖
書
七
十
人
訳
で
ヘ
ブ
ラ
イ
語
「
モ
ー
ケ
ー
シ
ュ
」（m

ōq
esh

）
と
「
ミ
ク
シ
ョ
ー
ル
」（m

ik
sh
ō
l

）

の
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
四

。
前
者
は
「
罠
」
を
意
味
し
、
後
者
は
「
つ
ま
ず
く
」
と
い
う
動
詞
「
カ
ー
シ
ャ
ル
」（k

āsh
al

）

か
ら
の
派
生
語
で
あ
る
。
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
い
う
語
か
ら
は
、
翻
訳
研
究
分
野
で
は
有
名
な
ヴ
ェ
ヌ
テ
ィ
（L

aw
ren

ce 
V

en
u
ti

）

が
一
九
九
八
年
に
著
し
たT

h
e S

can
d
a
ls o

f T
ra

n
sla

tio
n
: To

w
a
rd

 a
n
 E

th
ics o

f D
ifferen

ce

も
想
起
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
語
本
来

の
意
味
合
い
も
同
時
に
確
認
さ
れ
た
い
。
本
章
で
は
、
等
価
と
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
不
即
不
離
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
（
こ
と
ば
の

意
味
は
、
ず
れ
な
が
ら
反
復
す
る
の
が
常
な
の
だ
が
）
論
を
進
め
る
。 

翻
訳
と
等
価
の
関
係
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
多
層
的
な
分
析
が
不
可
欠
だ
。
翻
訳
行
為
に
等
価
と
い
う
概
念
を
介
入
さ
せ
る
こ

と
は
危
う
い
賭
け
で
も
あ
り
、
ス
ネ
ル
＝
ホ
ー
ン
ビ
ー
（M

ary
 S

n
ell-H

o
rn

b
y

）
が
批
判
す
る
よ
う
に
、
等
価
な
ど
と
い
う
概
念

は
異
な
る
言
語
間
に
シ
ン
メ
ト
リ
ー
が
存
在
す
る
か
の
よ
う
な
幻
想
を
生
み
出
す
五

。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
と
言
う
べ
き

か
、
だ
か
ら
と
言
う
べ
き
か
、
翻
訳
学
に
お
い
て
は
等
価
の
記
憶
を
途
絶
で
き
な
い
。
等
価
概
念
を
翻
訳
か
ら
抹
消
す
る
の
は
、

等
価
と
い
う
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
不
可
視
の
ま
ま
忘
却
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
等
価
が
幻
想
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
な
お
さ
ら

等
価
と
い
う
幻
想
を
可
視
化
す
る
た
め
の
メ
タ
的
思
考
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ピ
ム
（A

n
tho

n
y
 P

y
m

）
も
「
翻
訳
の
ユ
ー
ザ
ー
が

翻
訳
に
つ
い
て
信
じ
て
い
る
こ
と
の
多
く
が
実
は
幻
想
で
あ
り
、
幻
想
は
幻
想
と
し
て
分
析
可
能
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
六

。 

日
本
の
文
脈
で
は
ど
う
か
。
わ
が
国
に
は
翻
訳
実
践
と
格
闘
し
た
漢
文
訓
読
以
来
の
長
い
経
験
が
あ
る
。
そ
の
過
程
で
の
理
論

的
関
心
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
た
と
え
ば
、
近
世
の
国
学
者
、
漢
学
者
、
洋
学
者
ら
が
残
し
た
論
考
の
な
か
で
、
私
た
ち
は
翻

訳
に
つ
い
て
の
言
説
に
出
会
う
。
伴
蒿
蹊
『
国
文
世
々
の
跡
』『
訳
文
童
喩
』
や
荻
生
徂
徠
『
訳
文
筌
蹄
』
な
ど
は
、
江
戸
期
の

翻
訳
論
と
し
て
読
む
こ
と
が
可
能
だ
七

。
こ
こ
に
は
、
昭
和
初
期
の
谷
崎
潤
一
郎
「
西
洋
の
文
章
と
日
本
の
文
章
」
ま
で
連
綿
と

つ
な
が
る
、
文
章
論
的
な
翻
訳
論
の
系
譜
が
あ
る
八

。
た
だ
し
本
章
で
は
、
翻
訳
学
に
お
け
る
等
価
概
念
と
の
照
応
を
鑑
み
て
、

こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
翻
訳
論
を
一
旦
切
断
し
た
論
考
を
取
り
あ
げ
る
。
対
蹠
的
に
翻
訳
の
等
価
と
向
き
あ
っ
た
日
本
に
お
け
る

言
説
と
し
て
、
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
等
価
幻
想
に
呪
縛
さ
れ
た
野
上
豊
一
郎
の
翻
訳
論
と
、
翻
訳
語
と
翻
訳
文
体
に
隠
蔽
さ
れ
た
等

価
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
暴
く
柳
父
章
の
翻
訳
論
に
注
目
す
る
。 
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二
． 

欧
米
翻
訳
学
事
始 

 
翻
訳
に
お
け
る
言
語
学
的
側
面  

二
十
世
紀
後
半
か
ら
欧
米
を
中
心
に
翻
訳
に
つ
い
て
の
学
術
研
究
が
体
系
化
さ
れ
た
契
機
は
、翻
訳
と
等
価
に
関
す
る
言
語
学

的
な
研
究
で
あ
っ
た
。 

等
価
と
い
う
用
語
を
用
い
た
初
期
の
翻
訳
研
究
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
と
英
語
の
間
で
の
比
較
文
体
論
が
あ
る
。
ヴ
ィ
ネ
イ
と
ダ

ル
ベ
ル
ネ
（Jean

-P
au

l V
in

ay and
 Jean

 D
arb

eln
et

）
に
よ
る
一
九
五
八
年
の
著
作S

tylistiq
u
e co

m
p
arée du

 fra
n
ça

is et d
e 

l'a
n
g
la

is

（
英
訳
タ
イ
ト
ルC

o
m

p
ara

tive stylistics o
f F

ren
ch

 a
n
d E

n
glish

: A
 M

eth
o
d
o
log

y fo
r T

ra
n
sla

tio
n

）
で
は
、
翻
訳
方
略

の
ひ
と
つ
と
し
て
の
等
価
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
九

。
彼
ら
は
、「
直
接
的
翻
訳
」（d

irect tran
slatio

n

）
と
「
間
接
的
翻
訳
」（o

b
lique 

tran
slatio

n

）と
い
う
翻
訳
方
法
を
示
し
て
、そ
れ
を
七
つ
の
手
順（「
直
接
的
翻
訳
」を「
借
用
」（b

orro
w

in
g

）、「
な
ぞ
り
」（calqu

e

）、

「
直
訳
」（literal 

tran
slatio

n

）
の
三
つ
、「
間
接
的
翻
訳
」
を
「
転
位
」（tran

sp
o
sitio

n

）、「
調
整
」（m

o
d
u
latio

n

）、「
等
価
」

（eq
u
iv

alen
ce

）、「
翻
案
」（ad

ap
tatio

n

）
の
四
つ
）
に
分
類
し
た
の
だ
。
こ
こ
で
の
等
価
と
は
諺
や
熟
語
な
ど
定
型
表
現
を
翻

訳
す
る
た
め
に
用
い
る
方
略
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
ピ
ム
は
、
こ
の
よ
う
な
方
略
に
よ
る
等
価
を
「
自
然
的
等
価
」
（n

atu
ral 

eq
u
iv

alen
ce

）
と
し
て
い
る
一
〇

。 

言
語
学
者
の
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
（R

o
m

an
 Jak

o
b
so

n

）
も
同
時
期
に
、
翻
訳
研
究
に
お
け
る
メ
タ
言
語
と
し
て
、
等
価
概
念
を
持
ち

出
し
て
い
る
。
一
九
五
九
年
の
論
文
「
翻
訳
の
言
語
学
的
側
面
に
つ
い
て
」
で
は
翻
訳
を
三
種
類
に
分
類
し
て
お
り
、
言
語
記
号

（v
erb

al sig
n
s

）
を
対
象
と
し
て
、（
一
）「
言
語
内
翻
訳
」（in

tralingu
al tran

slatio
n

）
と
い
う
「
換
言
」
と
し
て
の
「
同
一
言
語

内
の
別
の
記
号
に
よ
る
言
語
記
号
の
解
釈
」、（
二
）「
言
語
間
翻
訳
」（in

terlin
g
u
al tran

slatio
n

）
と
い
う
「
本
来
の
翻
訳
」
と
し

て
の
「
別
の
言
語
に
よ
る
言
語
記
号
の
解
釈
」、（
三
）「
記
号
間
翻
訳
」（in

tersem
io

tic tran
slatio

n

）
と
い
う
「
変
異
」
と
し
て

の
「
非
言
語
記
号
体
系
の
記
号
に
よ
る
言
語
記
号
の
解
釈
」
と
し
た
。
そ
し
て
、（
二
）
の
場
合
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。 

 

あ
る
言
語
か
ら
別
の
言
語
へ
の
翻
訳
は
、
あ
る
言
語
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
他
の
言
語
に
よ
る
個
々
の
コ
ー
ド
単
位
に
置
き
換
え
る
の
で
は
な

く
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
全
体
で
置
き
換
え
る
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
翻
訳
は
間
接
話
法
で
あ
り
、
翻
訳
者
は
別
の
情
報
源
か
ら
受
け
取
っ
た
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
再
び
コ
ー
ド
化
し
て
伝
え
る
。
か
く
し
て
翻
訳
と
は
、
二
つ
の
異
な
る
コ
ー
ド
に
お
け
る
二
つ
の
等
価
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伴
う

の
で
あ
る
一
一

。 

 ヤ
コ
ブ
ソ
ン
は
言
語
学
的
な
観
点
か
ら
、
等
価
関
係
に
あ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
翻
訳
テ
ク
ス
ト
を
捉
え
た
の
で
あ
る
。
い
わ

ゆ
る
「
直
訳
」
か
「
意
訳
」
か
と
い
う
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
キ
ケ
ロ
以
来
何
世
紀
に
も
及
ぶ
「
不
毛
な
議
論
」
一
二

か
ら
一
歩
踏

み
出
し
て
、
翻
訳
は
言
語
学
的
研
究
の
対
象
と
な
っ
た
一
三

。
た
だ
し
言
語
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
の
ち
に
翻
訳
学
の
「
文
化
的

転
回
」（cu

ltu
ral tu

rn

）
を
提
唱
す
る
研
究
者
か
ら
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
一
四

。
狭
義
の
静
的
な
言
語
的
等
価
性
は
、
翻
訳
学

の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
な
っ
た
と
さ
え
言
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
も
う
少
し
、
等
価
の
系
譜
を
辿
っ
て
み
る
。 

 

等
価
の
諸
相 

ド
イ
ツ
の
翻
訳
研
究
者
コ
ラ
ー
（W

ern
er 

K
o
ller

）
は
、
対
照
言
語
学
が
ラ
ン
グ
の
「
対
応
」（K

o
rresp

o
n
d
en

z

）
を
研
究
す

る
一
方
で
、
翻
訳
研
究
で
は
パ
ロ
ー
ル
間
の
「
等
価
」（Ä

qu
iv

alen
z

）
が
対
象
に
な
る
と
指
摘
し
た
一
五

。
こ
の
よ
う
に
翻
訳
を

言
語
分
析
す
る
な
か
で
、等
価
の
議
論
は
い
く
つ
か
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
進
展
し
、そ
の
分
類
の
多
様
化
と
い
う
道
を
歩
ん
だ
。 

一
九
六
〇
年
代
に
遡
れ
ば
、
ナ
イ
ダ
（E

u
g
en

e 
N

id
a

）
に
よ
る
等
価
に
関
す
る
言
説
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
代
表
的
著
作
二
冊

が
七
〇
年
代
に
邦
訳
さ
れ
て
、
日
本
で
も
早
く
か
ら
紹
介
さ
れ
た
。
一
九
六
四
年
のTo

w
a
rd

 a
 S

cien
ce o

f Tra
n
sla

tin
g

は
一
九

七
二
年
に
『
翻
訳
学
序
説
』
と
し
て
、
一
九
六
九
年
のT

h
e T

h
eo

ry an
d
 P

ra
ctice o

f T
ra

n
sla

tio
n

は
一
九
七
三
年
に
『
翻
訳
―
―

理
論
と
実
際
』
と
し
て
邦
訳
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
、
生
成
文
法
に
基
づ
き
翻
訳
を
「
科
学
」
と
し
て
研
究
す
る
と
い
う
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姿
勢
が
当
時
と
し
て
は
画
期
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
後
者
の
起
点
テ
ク
ス
ト
は
、
テ
イ
バ
ー
（C

h
arles T

ab
er

）
と
の
共
著
で
あ
る

が
、
日
本
語
版
で
は
さ
ら
に
ブ
ラ
ネ
ン
（N

o
ah

 B
ran

n
en

）
が
加
わ
る
こ
と
で
、
翻
訳
の
た
め
に
改
作
さ
れ
る
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク

な
方
法
を
採
用
し
て
い
る
一
六

。 
ナ
イ
ダ
の
有
名
な
分
類
は
、
起
点
テ
ク
ス
ト
志
向
の
「
形
式
的
等
価
」（fo

rm
al 

eq
u
iv

alen
ce

）
と
受
容
者
志
向
の
「
動
的
等

価
」（d

y
n
am

ic eq
u
iv

alen
ce

）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ナ
イ
ダ
自
身
は
動
的
等
価
に
よ
っ
て
翻
訳
か
ら
異
質
性
を
排
除
し
、「
起
点

言
語
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
対
し
て
最
も
近
い
自
然
な
等
価
」
を
目
指
し
た
。
こ
の
志
向
性
は
、
ナ
イ
ダ
が
聖
書
翻
訳
者
で
あ
っ
た
こ

と
と
密
接
に
関
係
す
る
。
つ
ま
り
、
絶
対
的
な
神
の
こ
と
ば
を
異
言
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
で
、
異
教
徒
を
改
宗
さ
せ
る
と
い
う
逼

迫
し
た
要
請
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

そ
の
後
の
等
価
へ
の
関
心
は
、
翻
訳
類
型
の
二
項
対
立
に
引
き
続
き
発
展
し
て
い
っ
た
。
ハ
ウ
ス
（Ju

lian
e H

o
u
se

）
の
「
顕

在
化
翻
訳
」（ov

ert tran
slatio

n

）
と
「
潜
在
化
翻
訳
」（co

v
ert tran

slatio
n

）
一
七

、
ニ
ュ
ー
マ
ー
ク
（P

eter N
ew

m
ark

）
の
「
意

味
重
視
の
翻
訳
」（sem

an
tic tran

slatio
n

）
と
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
重
視
の
翻
訳
」（co

m
m

u
n
icative tran

slatio
n

）
一
八

、
ノ

ー
ド
（C

h
ristian

e N
o
rd

）
の
「
記
録
と
し
て
の
翻
訳
」（d

o
cu

m
en

tary
 tran

slatio
n

）
と
「
道
具
と
し
て
の
翻
訳
」（in

stru
m

en
tal 

tran
slatio

n

）
一
九

な
ど
の
二
項
的
な
翻
訳
方
法
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
と
し
て
の
翻
訳
が
ど
の
よ
う
な
等
価
を
規
定
的

に
志
向
し
て
い
る
の
か
を
と
ら
え
た
も
の
で
あ
る
。
ピ
ム
に
従
え
ば
、
こ
れ
ら
は
「
方
向
的
等
価
」（d

irectio
n
al 

eq
u
iv

alen
ce

）

と
い
う
概
念
で
ま
と
め
る
こ
と
も
で
き
る
二
〇

。 

 

等
価
を
超
え
て 

翻
訳
に
つ
い
て
の
言
語
学
的
研
究
は
異
言
語
間
に
お
け
る
等
価
へ
の
探
求
か
ら
出
発
し
、等
価
を
類
型
化
し
分
類
す
る
と
い
う

点
で
は
一
定
の
精
緻
化
も
な
さ
れ
た
。
だ
が
、
ト
ゥ
ー
リ
ー
（G

id
eo

n T
o
u
ry

）
の
「
記
述
的
翻
訳
研
究
」（d
escrip

tiv
e tran

slatio
n
 

stu
d
ies

）
で
は
、
等
価
を
超
え
て
反
対
方
向
か
ら
眺
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
翻
訳
に
お
い
て
等
価
は
す
で
に
そ
こ
に
存

在
す
る
、
と
措
定
し
た
の
だ
二
一

。 

翻
訳
と
は
何
か
と
い
う
難
問
に
対
す
る
ト
ゥ
ー
リ
ー
の
答
え
は
明
快
だ
。
そ
れ
は
、
翻
訳
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
も
の
が

翻
訳
で
あ
る
と
い
う
、
同
義
反
復
と
思
え
る
も
の
の
、
虚
を
突
い
た
定
義
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
翻
訳
テ
ク
ス
ト
が
所
与
の
起
点

テ
ク
ス
ト
の
翻
訳
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
等
価
の
関
係
が
す
で
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
自
明
と
す
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
翻
訳

と
等
価
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
仮
定
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
関
係
を
成
り
立
た
せ
る
社
会
文
化
的
な
「
翻
訳
規
範
」（tran

slatio
n
al 

n
o
rm

）
の
分
析
へ
と
向
か
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
。 

ト
ゥ
ー
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
翻
訳
と
は
「
規
範
に
支
配
さ
れ
た
活
動
」（n

o
rm

-go
v
ern

ed
 activ

ity

）
で
あ
る
二
二

。
翻
訳
者
の
翻
訳

行
為
は
、
拘
束
力
の
あ
る
規
則
か
ら
個
人
的
な
特
異
性
の
間
に
拡
散
す
る
連
続
体
と
し
て
の
「
規
範
」（n

o
rm

）
に
制
約
さ
れ
遂

行
さ
れ
る
の
だ
。
こ
の
規
範
と
い
う
概
念
は
社
会
学
か
ら
の
援
用
で
、
不
安
定
な
社
会
文
化
的
特
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
ゆ
え
に
交
渉
可
能
で
あ
る
。
等
価
を
前
提
と
し
て
翻
訳
規
範
の
交
渉
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
ト
ゥ
ー
リ
ー
ら
の
研
究
は
、

翻
訳
の
等
価
を
規
定
的
概
念
か
ら
歴
史
的
概
念
へ
と
変
容
さ
せ
た
。
そ
し
て
翻
訳
規
範
の
研
究
は
、「
翻
訳
の
普
遍
性
」（u

n
iv

ersal 

o
f 

tran
slatio

n

）
を
求
め
る
道
へ
と
向
か
っ
た
が
、
等
価
そ
の
も
の
を
生
成
す
る
翻
訳
行
為
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
は
不
問
と
さ
れ

た
。 

 

ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
、
不
可
視
性
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル 

翻
訳
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
言
語
学
的
な
等
価
分
析
を
拒
み
、記
述
的
翻
訳
研
究
の
規
範
概
念
が
価
値
観
か
ら
離
れ
た
も
の
あ
る

こ
と
に
異
議
申
し
立
て
を
し
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
で
活
躍
す
る
イ
タ
リ
ア
語
／
英
語
の
翻
訳
者
か
つ
翻
訳
研
究
者
の
ヴ
ェ
ヌ
テ
ィ

で
あ
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
現
代
思
想
の
影
響
を
受
け
た
ニ
ラ
ン
ジ
ャ
ナ
（T

ejasw
in

i N
iran

jan
a

）
は
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な

観
点
か
ら
十
九
世
紀
イ
ン
ド
に
お
け
る
植
民
地
政
策
と
翻
訳
の
問
題
系
を
論
じ
た
。
両
者
の
主
張
に
共
通
す
る
の
は
、
起
点
言
語

と
目
標
言
語
の
間
に
力
の
不
均
衡
が
あ
れ
ば
、翻
訳
は
非
対
称
的
な
権
力
関
係
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
立
ち
位
置
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か
ら
、
英
語
へ
の
翻
訳
に
顕
現
す
る
暴
力
性
に
抗
議
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
翻
訳
研
究
に
お
い
て
は
、
言
語
学

的
等
価
性
の
分
析
そ
の
も
の
が
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
な
る
。 

 

翻
訳
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
不
可
視
性 

ヴ
ェ
ヌ
テ
ィ
は
翻
訳
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
翻
訳
者
の
「
不
可
視
性
」（in

v
isib

ility

）
を
問
題
と
す
る
。
特
に
英
語
圏
に
お
い
て
、

文
化
的
、
経
済
的
、
政
治
的
に
翻
訳
と
翻
訳
者
が
周
辺
化
さ
れ
て
い
る
現
実
に
注
意
を
喚
起
し
、
英
国
や
北
ア
メ
リ
カ
な
ど
、
い

わ
ゆ
る
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
文
化
に
お
け
る
翻
訳
の
位
置
づ
け
を
問
題
視
す
る
の
だ
。
ヴ
ェ
ヌ
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、「
透
明
性
と

い
う
幻
想
」
を
生
み
出
し
、
翻
訳
行
為
が
隠
蔽
さ
れ
る
状
況
が
翻
訳
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
で
あ
る
二
三

。 

一
般
的
に
現
代
の
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
文
化
に
お
い
て
は
、
違
和
感
の
な
い
滑
ら
か
な
翻
訳
文
体
、
つ
ま
り
翻
訳
で
あ
り
な

が
ら
翻
訳
で
は
な
い
か
の
よ
う
な
翻
訳
が
好
ま
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
れ
に
は
出
版
社
・
編
集
者
・
評
者
・
読
者
な
ど
出
版
業
界

内
外
の
関
係
者
の
指
図
や
意
見
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
環
境
下
で
の
翻
訳
実
践
の
結
果
と
し
て
、
異
質
性
や
他

者
性
を
消
去
し
た
翻
訳
作
品
が
生
産
さ
れ
る
の
だ
。
翻
訳
は
原
作
の
二
次
的
な
派
生
物
と
し
て
消
費
さ
れ
、
翻
訳
者
は
不
可
視
の

存
在
と
な
る
の
で
あ
る
二
四

。 

 

「
同
化
的
翻
訳
」（do

m
esticating

 tran
slatio

n

）
と
「
異
化
的
翻
訳
」（fo

reig
n
izin

g
 tran

slatio
n

）
と
い
う
二
つ
の
方
略
を
提
示

す
る
ヴ
ェ
ヌ
テ
ィ
は
、
異
質
な
外
国
語
で
書
か
れ
た
起
点
テ
ク
ス
ト
を
自
民
族
中
心
的
な
翻
訳
テ
ク
ス
ト
と
し
て
受
容
す
る
同
化

的
翻
訳
方
略
を
激
し
く
批
判
し
た
二
五

。
同
化
と
異
化
と
い
う
翻
訳
方
略
の
起
源
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義

の
神
学
者
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ハ
ー
（F

ried
rich

 S
ch

leierm
ach

er

）
に
よ
る
一
八
一
三
年
の
講
義
録
「
翻
訳
の
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
に

つ
い
て
」 

で
あ
る
二
六

。 

 

翻
訳
者
が
辿
る
道
は
ど
う
い
っ
た
も
の
で
し
ょ
う
か
。
私
が
見
た
と
こ
ろ
で
は
道
は
二
つ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
著
者
を
で
き
る
だ
け
そ
っ

と
し
て
お
い
て
読
者
の
方
を
著
者
に
向
け
て
動
か
す
、
あ
る
い
は
読
者
の
方
を
で
き
る
だ
け
そ
っ
と
し
て
お
い
て
著
者
を
読
者
に
向
け
て

動
か
す
、
こ
の
ど
ち
ら
か
し
か
あ
り
ま
せ
ん
二
七

。              
 

 

シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ハ
ー
は
異
化
作
用
の
手
法
に
よ
っ
て
、「
著
者
を
で
き
る
だ
け
そ
っ
と
し
て
お
い
て
読
者
の
方
を
著
者
に
向

け
て
動
か
す
」
こ
と
を
推
奨
し
、
こ
れ
が
ヴ
ェ
ヌ
テ
ィ
の
異
化
的
翻
訳
へ
と
受
け
継
が
れ
た
。
た
だ
し
、
ヴ
ェ
ヌ
テ
ィ
は
、「
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
化
翻
訳
」（m

in
oritizin

g
 tran

slatio
n

）
と
い
う
語
も
使
用
し
て
い
る
二
八

。
英
語
へ
の
翻
訳
行
為
に
お
け
る
異
化
的
方

略
の
呼
び
か
け
に
は
、
英
語
帝
国
主
義
に
対
す
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
言
語
の
抵
抗
と
い
う
構
図
が
あ
る
の
だ
二
九

。 

ヴ
ェ
ニ
ヌ
ィ
は
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
文
化
に
お
け
る
日
本
文
学
の
受
容
の
さ
れ
方
に
関
し
て
も
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
一
九

五
〇
、
六
〇
年
代
に
英
訳
さ
れ
た
川
端
康
成
、
三
島
由
紀
夫
、
谷
崎
潤
一
郎
な
ど
の
「
日
本
的
」
作
品
が
、
英
語
圏
に
お
け
る
近

代
日
本
文
学
の
正
典
と
な
っ
た
点
を
指
摘
し
て
い
る
三
〇

。
覇
権
的
な
言
語
と
し
て
の
英
語
へ
の
翻
訳
と
い
う
出
来
事
で
は
、
ど

の
作
家
が
誰
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
方
略
で
翻
訳
さ
れ
た
の
か
を
検
証
す
る
こ
と
で
、
翻
訳
行
為
の
「
オ
リ

エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
が
露
呈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
翻
訳
研
究 

ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
の
翻
訳
研
究
は
、異
な
る
言
語
間
の
不
均
衡
な
権
力
関
係
を
問
題
と
す
る
。そ
し
て
、

翻
訳
行
為
が
も
た
ら
す
言
語
間
の
不
平
等
性
に
闘
争
を
挑
む
。
こ
の
よ
う
な
非
対
称
性
は
、
現
代
の
翻
訳
学
で
は
特
に
英
語
と
い

う
支
配
的
な
言
語
へ
と
翻
訳
さ
れ
る
際
に
顕
著
と
な
る
。
バ
ス
ネ
ッ
ト
（S

u
san

 B
assn

ett

）
と
ト
リ
ヴ
ェ
デ
ィ
（H

arish
 T

riv
ed

i

）

が
編
集
し
たP

o
stco

lo
n
ia

l Tra
n
sla

tio
n
: T

h
eo

ry a
n
d
 P

ra
ctice

は
、
そ
の
よ
う
な
論
考
を
集
成
し
た
論
文
集
で
あ
る
三
一

。
ま
た
、

ス
ピ
ヴ
ァ
ッ
ク
（G

ay
ato

ri C
h
ak

rav
o
rty

 S
p
iv

ak

）
は
「
翻
訳
の
政
治
学
」
に
お
い
て
、
西
洋
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
を
非
難
し
な
が

ら
、
抑
圧
さ
れ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
英
語
に
翻
訳
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
歪
曲
さ
れ
続
け
て
き
た
と
論
じ
る
三
二

。 
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ニ
ラ
ン
ジ
ャ
ナ
に
よ
るS

itin
g
 T

ran
sla

tio
n
: H

isto
ry, P

o
st-stru

ctu
ra

lism
, a

n
d
 th

e C
o
lo

n
ia

l C
o
n
text

で
は
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア

ル
な
文
脈
に
お
い
て
民
族
や
言
語
の
間
の
不
平
等
と
非
対
称
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、翻
訳
実
践
の
役
割
と
そ
の
問
題
を
定
置

す
る
三
三

。
ド
・
マ
ン
（P

au
l d

e M
an

）、
デ
リ
ダ
（Jacq

u
es D

errid
a

）、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
（W

alter B
en

jam
in

）
ら
を
読
解
し
な
が

ら
、
植
民
地
に
お
け
る
「
従
属
化
（
主
体
化
）」（su

b
jectio

n
 / su

b
jectificatio

n

）
が
ど
の
よ
う
に
実
践
さ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う

点
で
、
翻
訳
の
果
た
し
た
役
割
を
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。 

 

整
合
的
で
透
明
な
テ
ク
ス
ト
と
主
体
を
創
出
す
る
と
き
に
、
翻
訳
は
多
様
な
言
説
を
横
断
し
て
植
民
地
の
文
化
を
定
置
す
る
こ
と
に
参
与

す
る
。
そ
し
て
、
植
民
地
の
文
化
が
歴
史
的
に
構
築
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
あ
た
か
も
静
的
で
不
変
な
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
せ

る
。
翻
訳
は
す
で
に
存
在
す
る
何
か
の
透
明
な
現
前
と
し
て
機
能
す
る
。
だ
が
、
そ
の
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
」
は
実
際
に
は
翻
訳
を
通
し
て
も

た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
逆
説
的
に
言
え
ば
、
翻
訳
は
ま
た
、
植
民
地
の
人
々
に
と
っ
て
の
「
歴
史
」
に
お
け
る
場
所
を
も
提
供
す
る
の

だ
三
四

。  
   

 

こ
う
し
て
ニ
ラ
ン
ジ
ャ
ナ
は
英
語
へ
の
翻
訳
に
よ
っ
て
、
植
民
地
の
主
体
（
臣
民
）
や
歴
史
が
逆
説
的
に
構
築
さ
れ
、「
東
洋
」

の
イ
メ
ー
ジ
が
書
き
換
え
ら
れ
た
点
を
糾
弾
し
、「
支
配
者
な
き
植
民
地
主
義
」（ab

sen
tee 

co
lo

n
ialism

）
と
い
う
表
現
で
翻
訳

の
責
任
を
問
う
の
で
あ
る
三
五

。 

言
語
間
の
非
対
称
性
の
力
学
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
翻
訳
の
実
践
に
お
い
て
も
見
過
ご
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
こ
こ

に
は
、
西
洋
語
と
日
本
語
、
日
本
語
と
旧
植
民
地
の
諸
言
語
と
い
う
二
重
に
非
対
称
的
な
権
力
関
係
が
介
在
し
て
い
る
。
こ
の
う

ち
西
洋
語
か
ら
の
翻
訳
に
つ
い
て
言
え
ば
、
西
洋
の
植
民
地
支
配
下
に
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
が
西
洋
語
へ
の
過
剰

な
模
倣
と
擬
態
を
示
し
た
点
で
、
ニ
ラ
ン
ジ
ャ
ナ
の
「
支
配
者
な
き
植
民
地
主
義
」
は
、
小
森
陽
一
の
「
自
己
植
民
地
化
」
と
も

通
底
す
る
三
六

。
小
森
に
よ
れ
ば
、
自
己
植
民
地
化
と
は
近
代
日
本
に
お
い
て
「
欧
米
列
強
と
い
う
他
者
に
半
ば
強
制
さ
れ
た
論

理
に
よ
っ
て
、
自
発
性
を
装
い
な
が
ら
植
民
地
化
す
る
状
況
」
で
あ
る
。 

 

あ
た
か
も
自
発
的
意
志
で
あ
る
か
の
よ
う
に
「
文
明
開
化
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
て
、
欧
米
列
強
を
模
倣
す
る
こ
と
に
内
在
す
る

自
己
植
民
地
化
を
隠
蔽
し
、
忘
却
す
る
こ
と
で
、
植
民
地
的
無
意
識
が
構
造
化
さ
れ
る
三
七

。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

福
沢
諭
吉
は
一
八
七
五
年
の
『
文
明
論
之
概
略
』
で
、
文
明
開
化
の
度
合
い
を
「
文
明
・
半
開
・
野
蛮
」
と
い
う
三
段
階
に
相

対
化
し
た
三
八

。
こ
の
見
方
で
は
、
欧
米
列
強
の
「
文
明
」
に
対
し
て
は
「
半
開
」
で
し
か
な
い
日
本
が
、「
野
蛮
」
な
周
辺
地
域

を
領
土
化
す
る
た
め
に
、「
野
蛮
」
を
発
見
し
続
け
る
と
同
時
に
、「
文
明
」
へ
の
擬
態
と
模
倣
が
常
に
要
請
さ
れ
る
。 

国
を
挙
げ
て
文
明
開
化
を
掲
げ
た
近
代
日
本
で
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
翻
訳
主
義
が
採
用
さ
れ
た
三
九

。
そ
の
結
果
、

矢
野
文
雄
『
訳
書
読
法
』
の
「
序
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
方
今
訳
書
出
版
ノ
盛
ナ
ル
ヤ
、
其
ノ
数
幾
万
巻
、
啻
ニ
汗

牛
充
棟
ノ
ミ
ナ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
」
と
い
う
状
況
も
生
ま
れ
た
四
〇

。
明
治
政
府
に
と
っ
て
、
西
洋
の
科
学
技
術
や
社
会
制
度
な
ど
を

翻
訳
す
る
こ
と
は
死
活
的
に
重
要
な
国
家
事
業
で
あ
り
、
開
化
啓
蒙
期
の
日
本
の
翻
訳
は
、
西
洋
語
と
等
価
で
あ
る
（
と
虚
構
さ

れ
た
）
翻
訳
語
と
そ
れ
を
統
辞
的
に
配
列
す
る
翻
訳
文
体
で
西
洋
文
明
を
表
象
し
て
い
た
（
は
ず
だ
と
思
い
込
ま
れ
た
）。
こ
こ

に
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
視
線
を
照
射
す
れ
ば
、
翻
訳
行
為
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
た
等
価
が
西
洋
文
明
へ
の
擬
態
を
可
能
に
し
、

模
倣
に
隠
さ
れ
た
自
己
植
民
地
化
へ
と
導
い
た
と
言
え
る
。 

  

三
．
近
代
日
本
の
翻
訳
論 

  

こ
こ
か
ら
は
、
わ
が
国
の
翻
訳
論
の
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
等
価
へ
の
見
果
て
ぬ
夢
を
抱
い
た
野
上
豊
一
郎
と
、
翻
訳
語
と
翻
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訳
文
体
に
お
け
る
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
暴
い
た
柳
父
章
の
言
説
に
的
を
絞
っ
て
論
じ
る
。両
者
の
翻
訳
論
を
対
比
的
に
読
み
な
が
ら
、

両
極
に
あ
る
日
本
の
等
価
言
説
を
考
察
す
る
。 

 

野
上
豊
一
郎
の
翻
訳
論
―
―
浪
曼
的
等
価
四
一 

夏
目
漱
石
門
下
の
英
文
学
者
、野
上
豊
一
郎
は
能
の
研
究
者
と
し
て
も
著
名
で
あ
る
が
、『
翻
訳
論
―
―
翻
訳
の
理
論
と
実
際
』

を
著
し
て
い
る
。
ま
ず
一
九
三
二
年
に
小
冊
子
『
翻
訳
論
』
が
「
岩
波
講
座 

世
界
文
学
」
シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ

た
。
こ
れ
は
、
一
九
三
八
年
の
『
翻
訳
論
―
―
翻
訳
の
理
論
と
実
際
』
で
は
「
翻
訳
の
理
論
」
と
い
う
章
と
し
て
再
録
さ
れ
、
さ

ら
に
「
翻
訳
の
態
度
」「
日
本
文
学
の
翻
訳
」「
謡
曲
の
翻
訳
に
つ
い
て
」「
蒟
蒻
問
答
」
な
ど
が
追
加
さ
れ
た
。
こ
の
一
九
三
八

年
版
の
『
翻
訳
論
』
は
、
二
〇
〇
頁
超
の
本
格
的
な
翻
訳
理
論
書
で
あ
る
。
同
時
代
評
は
概
ね
良
好
で
あ
り
、
多
く
の
書
評
も
出

た
。
と
り
わ
け
小
林
秀
雄
は
、「
大
変
面
白
く
読
み
、
教
へ
ら
れ
る
処
が
多
か
つ
た
。
恐
ら
く
外
国
に
も
類
書
は
な
い
だ
ろ
う
。

あ
つ
て
も
こ
ん
な
に
翻
訳
上
の
諸
問
題
を
綿
密
に
論
評
し
た
も
の
は
無
い
だ
ら
う
」
と
絶
賛
し
て
い
る
四
二

。 

野
上
豊
一
郎
の
翻
訳
論
は
そ
の
後
、
翻
訳
理
論
と
し
て
の
継
承
発
展
は
特
に
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
一
九

七
〇
年
代
以
降
は
日
本
語
の
「
翻
訳
調
」
批
判
を
背
景
と
し
て
、
野
上
の
「
直
訳
」
擁
護
的
な
主
張
は
実
務
者
か
ら
厳
し
く
攻
撃

さ
れ
た
四
三

。
も
っ
と
も
近
年
で
は
翻
訳
の
文
化
史
と
い
う
観
点
か
ら
、
野
上
の
翻
訳
論
の
再
評
価
も
提
起
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
四
四

。
だ
が
筆
者
は
、
等
価
の
陥
穽
に
は
ま
っ
た
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
し
て
、
野
上
の
言
説
を
再
読
で
き
る
と
考
え
る
。
野
上
豊

一
郎
の
翻
訳
論
は
、
浪
曼
的
等
価
と
命
名
で
き
る
も
の
で
あ
る
。 

野
上
が
翻
訳
論
を
発
表
し
た
戦
間
期
の
一
九
三
〇
年
代
と
は
、
ど
の
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
た
の
か
。
保
田
與
重
郎
ら
が
文
学
同

人
誌
『
日
本
浪
曼
派
』
を
創
刊
し
た
の
が
、
一
九
三
五
年
で
あ
る
。
野
上
自
身
は
『
日
本
浪
曼
派
』
の
同
人
で
は
な
か
っ
た
が
、

伝
統
美
へ
の
回
帰
と
西
洋
近
代
へ
の
屈
折
し
た
ま
な
ざ
し
の
な
か
で
、
彼
の
翻
訳
論
は
発
表
さ
れ
た
。『
翻
訳
論
』
の
冒
頭
は
、

「
世
界
が
一
つ
の
読
書
サ
ー
ク
ル
を
形
作
ら
う
と
し
た
の
は
大
分
以
前
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
西
洋
で
逸
早
く
そ
れ
は
形
づ
く
ら
れ
、

思
想
的
に
国
境
は
と
つ
く
に
取
り
は
づ
さ
れ
、
東
洋
で
も
日
本
は
率
先
し
て
そ
れ
に
参
加
し
た
」
と
は
じ
ま
る
四
五

。
翻
訳
に
対

す
る
野
上
の
考
え
方
は
、
日
本
が
欧
米
諸
国
と
比
肩
し
よ
う
と
し
た
時
代
の
思
潮
と
重
な
る
の
だ
。 

野
上
は
色
の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
随
所
で
多
用
し
て
、
究
極
的
に
翻
訳
が
目
指
す
透
明
性
を
語
る
。「
無
色
的
翻
訳
」「
単
色
版
的

モ
ノ
ク
ロ
ー
ム

翻

訳
」
な
ど
の
言
説
は
、
西
洋
語
と
日
本
語
の
関
係
が
対
等
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
そ
し
て
、
異
言
語
間
に
存
在
す
る
壁
を

否
認
す
る
強
い
欲
望
が
見
え
隠
れ
す
る
。
さ
ら
に
目
を
引
く
の
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
「
等
量
的
翻
訳
」
で
あ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、『
翻
訳
論
』
以
前
の
論
考
「
翻
訳
可
能
の
標
準
に
つ
い
て
」
で
も
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
た
。 

 

翻
訳
は
Ａ
の
国
語
で
言
ひ
表
は
さ
れ
て
あ
る
事
な
り
心
持
な
り
を
、
そ
の
通
り
に
Ｂ
の
国
語
で
言
ひ
表
は
さ
う
と
す
る
の
で
あ
つ
て
、
其

の
際
、
原
物
に
盛
ら
れ
た
思
想
感
情
の
同
じ
分
量
が
複
製
の
中
に
も
盛
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
盛
ら
れ
た
も
の
が
原
物
に
比
較
し

て
過
多
に
失
す
る
場
合
も
、
不
足
の
場
合
と
同
様
に
失
敗
で
あ
る
。
た
だ
表
現
す
る
言
葉
が
違
ふ
だ
け
の
こ
と
で
、
中
身
は
全
く
同
じ
本

質
で
、
同
じ
分
量
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
四
六

。 
 

 

こ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
「
思
想
感
情
の
同
じ
分
量
」「
同
じ
本
質
で
、
同
じ
分
量
」
と
い
う
考
え
が
、『
翻
訳
論
』
で
は
、「
等
量

的
翻
訳
」
と
し
て
明
確
に
概
念
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
西
洋
の
も
の
を
日
本
の
も
の
ら
し
く
書
き
直
す
」
と
い
う
意
味
で
の

等
価
で
は
な
く
、「
西
洋
の
も
の
を
西
洋
の
も
の
ら
し
く
日
本
語
で
表
現
す
る
」
た
め
に
、「
従
来
の
日
本
文
の
文
脈
を
破
」
り
、

新
た
な
表
現
様
式
を
創
出
す
る
こ
と
を
志
向
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
西
洋
が
日
本
語
で
表
象
で
き
る
と
い
う
、
あ
る
種
ロ
マ
ン
主

義
的
な
等
価
性
を
追
い
求
め
た
の
で
あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
実
は
こ
の
概
念
化
自
体
に
野
上
独
自
の
考
え
と
言
い
切
れ
な
い
疑
念
が
残
る
。『
翻
訳
論
』
の
理
論
的
著
述

の
全
体
に
西
洋
近
代
の
翻
訳
論
が
色
濃
く
投
影
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。 

野
上
と
ほ
ぼ
同
時
代
を
生
き
た
英
国
の
古
典
学
者
ポ
ス
ト
ゲ
イ
ト
（Jo

h
n
 P

erciv
al P

o
stg

ate

）
は
、
一
九
二
二
年
にTra

n
sla

tio
n 
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a
n
d
 Tra

n
sla

tio
n
s: T

h
eo

ry a
n
d
 P

ra
ctice 

を
刊
行
し
て
い
る
四
七

。
ポ
ス
ト
ゲ
イ
ト
は
、「
同
等
」（co

m
m

ensu
raten

ess

）
と
い
う

語
を
繰
り
返
し
用
い
た
が
、
こ
の
語
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、「
翻
訳
は
量
と
質
に
お
い
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
忠
実
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
量
と
質
は
自
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
量
へ
の
無
関
心
は
質
へ
と
影
響
し
な
い
は
ず
は
な
い
」
と
、
量
と
質
の
両
面

か
ら
の
等
価
で
あ
る
四
八

。
野
上
の
「
等
量
的
翻
訳
」
と
い
う
概
念
は
ポ
ス
ト
ゲ
イ
ト
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

 

完
全
な
翻
訳
は
、
第
一
に
、
原
作
の
表
現
が
一
語
一
語
の
末
ま
で
正
確
な
意
味
を
把
握
し
て
伝
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
次
に
、
用
ひ

ら
れ
た
国
語
の
特
性
が
原
作
の
国
語
の
特
性
を
最
近
似
の
度
合
に
於
い
て
連
想
さ
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
最
後
に
、
さ
う
や
つ

て
ま
と
め
上
げ
ら
れ
た
翻
訳
は
、
全
体
と
し
て
、
措
辞
・
語
法
の
点
か
ら
見
て
も
、
文
勢
・
格
調
の
点
か
ら
見
て
も
、
原
作
の
そ
れ
等
と

同
質
・
同
量
の
う
つ
し
と
な
つ
て
ゐ
な
け
れ
な
ら
ぬ
四
九

。 

 

野
上
は
翻
訳
に
お
け
る
忠
実
性
の
理
想
を
掲
げ
る
が
、そ
れ
は
西
洋
語
と
日
本
語
と
の
透
明
な
等
価
性
と
い
う
幻
想
に
囚
わ
れ

た
帰
結
で
あ
っ
た
。
西
洋
の
翻
訳
論
、
と
り
わ
け
ポ
ス
ト
ゲ
イ
ト
の
理
論
的
論
考
を
引
き
写
し
た
野
上
の
翻
訳
論
は
、
二
重
の
意

味
で
等
価
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
翻
弄
さ
れ
た
。
日
本
浪
曼
派
の
時
代
に
応
答
す
る
か
の
よ
う
に
、
い
わ
ば
浪
曼
的
等
価
の
罠
に
は

ま
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。 

 

柳
父
章
の
翻
訳
論
―
―
日
本
語
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル 

T
ran

slatio
n
 S

tu
d
ies

と
い
う
名
称
が
初
め
て
提
唱
さ
れ
た
の
は
、
一
九
七
二
年
の
国
際
応
用
言
語
学
会
で
の
ホ
ー
ム
ズ
（Jam

es 

S
. 

H
o
lm

es

）
の
発
表
で
あ
る
五
〇

。
日
本
で
は
こ
の
年
に
、
柳
父
章
の
最
初
の
著
作
『
翻
訳
語
の
論
理
―
―
言
語
に
み
る
日
本
文

化
の
構
造
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
五
一

。
本
書
に
お
い
て
も
そ
の
後
の
一
連
の
翻
訳
論
に
お
い
て
も
、「
等
価
」
と
い
う
語
を
直
接

用
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
柳
父
の
翻
訳
論
は
近
代
日
本
語
に
潜
む
等
価
幻
想
を
暴
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
。『
翻
訳
語
成

立
事
情
』
の
な
か
で
翻
訳
語
が
成
立
し
た
歴
史
を
考
え
る
際
に
柳
父
は
、「
単
に
こ
と
ば
の
問
題
と
し
て
、
辞
書
的
な
意
味
だ
け

を
追
う
と
い
う
や
り
方
を
、
私
は
と
ら
な
い
。
こ
と
ば
を
、
人
間
と
の
係
わ
り
に
お
い
て
、
文
化
的
な
事
件
の
要
素
と
い
う
側
面

か
ら
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。
と
り
わ
け
、
こ
と
ば
が
人
間
を
動
か
し
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
な
視
点
を
重
視
し
た
い
」
と
述
べ

る
五
二

。
ま
た
、『
近
代
日
本
語
の
思
想
―
―
翻
訳
文
体
成
立
事
情
』
で
は
、「
日
本
の
近
代
を
、
西
洋
近
代
か
ら
到
来
し
た
文
明

の
言
葉
の
事
件
と
し
て
、
そ
の
文
字
の
翻
訳
と
い
う
側
面
か
ら
迫
っ
て
み
た
い
」
と
す
る
五
三

。
こ
う
し
て
、「
文
字
の
出
来
事
」

と
し
て
、
翻
訳
語
と
翻
訳
文
体
に
隠
さ
れ
た
日
本
語
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。 

 

翻
訳
語
の
成
立 

翻
訳
語
と
い
う
「
不
透
明
」
な
こ
と
ば
を
多
量
に
生
産
し
た
近
代
日
本
語
の
歴
史
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
柳
父
は
西
周
の
述
懐

を
引
用
す
る
五
四

。 

 

本
邦
従
来
欧
州
性
理
ノ
書
ヲ
訳
ス
ル
者
甚
タ
稀
ナ
リ
是
ヲ
以
テ
訳
字
ニ
至
リ
テ
ハ
固
ヨ
リ
適
従
ス
ル
所
ヲ
知
ラ
ス
且
漢
土
儒
家
ノ
説
ク
所

ニ
比
ス
ル
ニ
心
性
ノ
区
分
一
層
微
細
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
其
指
名
ス
ル
所
モ
自
ラ
他
義
ア
ル
ヲ
以
テ
別
ニ
字
ヲ
選
ヒ
語
ヲ
造
ル
ハ
亦
已
ム
ヲ

得
サ
ル
ニ
出
ツ                                                        

 

 

こ
れ
は
、
一
八
六
九
年
の
ヘ
ブ
ン
（Jo

sep
h
 H

av
en

）
著M

en
ta

l P
h
ilo

so
p
h
y

の
西
周
訳
『
心
理
学
』（
一
八
七
五
―
七
六
年
）

に
お
け
る
「
凡
例
」
か
ら
の
一
節
で
あ
る
。
西
に
代
表
さ
れ
る
当
時
の
知
識
人
翻
訳
者
は
、「
固
ヨ
リ
適
従
ス
ル
所
ヲ
知
ラ
ス
」

と
い
う
訳
字
に
つ
い
て
、「
語
ヲ
造
ル
ハ
亦
已
ム
ヲ
得
サ
ル
ニ
出
ツ
」と
い
う
方
針
に
従
っ
て
翻
訳
と
格
闘
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。

西
洋
語
か
ら
の
翻
訳
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
膨
大
な
漢
語
に
は
、
漢
籍
か
ら
の
借
用
も
あ
れ
ば
新
造
語
も
あ
り
、
こ
の
現
象
自
体

は
国
語
学
的
研
究
に
お
い
て
も
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
五
五

。
け
れ
ど
も
、
翻
訳
研
究
と
し
て
重
要
と
な
る
の
は
、
そ
れ
ら
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の
語
彙
が
翻
訳
プ
ロ
セ
ス
で
等
価
と
し
て
選
択
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
選
択
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
、
等
価
で
あ
る
と
い
う
幻
想
が
生
ま

れ
た
点
で
あ
る
。 

翻
訳
行
為
の
遂
行
に
よ
っ
て
等
価
は
成
立
す
る
の
だ
。
等
価
な
こ
と
ば
が
訳
語
と
な
る
の
で
は
な
く
、
訳
語
と
な
る
こ
と
で
等

価
と
見
做
さ
れ
る
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
。
旧
来
か
ら
存
在
し
て
い
た
か
新
た
に
造
語
さ
れ
た
か
の
如
何
を
問
わ
ず
、
近
代
日
本

語
に
お
け
る
翻
訳
語
と
し
て
の
漢
語
が
過
去
を
継
承
し
な
が
ら
も
切
断
し
、
西
洋
語
の
等
価
物
と
し
て
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。 

柳
父
は
翻
訳
語
を
意
味
の
乏
し
い
こ
と
ば
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
も
、
そ
れ
は
誰
に
も
気
づ
か
れ
に
く
い
。
い
わ
ば
日
本
語
に

お
け
る
翻
訳
語
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
な
の
だ
。
翻
訳
語
は
異
言
語
と
相
互
参
照
さ
れ
、
意
味
は
此
岸
に
は
な
く
彼
岸
に
あ
る
の
か
も

し
れ
な
い
（
あ
る
い
は
、
ど
こ
に
も
な
い
）
の
だ
が
、
そ
の
事
実
自
体
は
等
価
幻
想
に
よ
っ
て
隠
蔽
さ
れ
る
。
翻
訳
行
為
は
虚
構

と
し
て
の
等
価
を
生
み
出
す
が
、
こ
の
日
本
語
の
出
来
事
は
、
日
本
人
が
漢
字
と
い
う
文
字
を
受
け
入
れ
た
古
代
に
ま
で
遡
る
。 

哲
学
者
の
中
村
雄
二
郎
は
、
国
語
学
者
の
時
枝
誠
記
の
日
本
語
文
法
論
を
参
照
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
時
枝
の
「
言

語
過
程
説
」
は
「
事
と
し
て
の
言
語
観
」
の
上
に
築
か
れ
る
も
の
と
し
た
。 

 

時
枝
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
伝
統
的
な
言
語
論
の
特
色
は
、
一
般
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
学
が
言
語
を
物、
と
し
て
見
る
傾
向
が
つ
よ
い
の
に

対
し
て
、
言こ

と

と
事こ

と

を
同
一
視
す
る
よ
う
な
考
え
方
が
つ
よ
い
こ
と
に
あ
る
。
だ
が
、
ど
う
し
て
そ
う
い
う
特
色
が
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
言
う
事

、
、
、
の
根
本
に
心、
が
あ
っ
て
、
心
が
発
動
さ
れ
て
言
語
に
な
る
と
い
う
よ
う
に
見
な
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
五
六

。 

（
強
調
原
文
） 

 

中
村
は
『
古
今
集
』
の
序
文
「
や
ま
と
歌
は
人
の
心
を
種
と
し
て
、
よ
ろ
づ
の
言
の
葉
と
ぞ
な
れ
り
け
る
」
も
引
き
な
が
ら
、

「
心
が
発
動
さ
れ
て
言
語
に
な
る
」
こ
と
を
説
明
す
る
。
だ
が
、「
言 こ

と

と
事 こ

と

を
同
一
視
す
る
よ
う
な
考
え
方
」
と
い
う
の
は
、
文

字
以
前
の
状
況
を
想
定
す
れ
ば
想
像
に
難
く
な
い
の
で
は
な
い
か
。
文
字
を
あ
て
る
前
に
は
「
言
」「
事
」
と
い
う
区
別
は
な
く
、

た
だ
「
コ
ト
」
と
い
う
「
や
ま
と
こ
と
ば
」
の
音
声
が
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
も
っ
と
も
そ
れ
を
知
る
よ
す
が
は
な
く
、
今
と
な

っ
て
は
文
字
の
み
が
残
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
だ
が
。 

柳
父
に
よ
れ
ば
、『
万
葉
集
』
の
な
か
で
は
「
事
」「
言
」
の
文
字
が
い
ず
れ
も
「
コ
ト
」
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
五
七

。
と
は
言

え
、「
事
」
と
「
言
」
と
い
う
別
の
概
念
を
持
つ
借
字
を
無
頓
着
に
混
用
し
て
い
る
の
で
も
な
く
、
そ
の
区
別
に
無
知
で
あ
っ
た

の
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、「
事
」
と
「
言
」
を
「
同
一
視
」
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
や
ま
と
こ
と
ば
」
の
「
コ
ト
」
と
い
う
根

源
的
に
「
同
一
」
の
こ
と
ば
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
意
識
的
に
混
用
で
き
た
の
で
あ
る
五
八

。 

柳
父
は
万
葉
集
に
お
け
る
「
タ
マ
」
に
つ
い
て
も
、「
玉
」「
珠
」「
霊
」「
魂
」
の
表
記
文
字
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
分

析
し
て
い
る
。「
コ
ト
」
と
「
タ
マ
」
を
合
わ
せ
れ
ば
「
コ
ト
ダ
マ
」
と
い
う
こ
と
ば
と
な
り
、
現
在
で
は
「
言
霊
」
と
い
う
文

字
で
普
通
は
表
記
さ
れ
る
。
こ
の
結
果
、
上
代
日
本
人
の
言
霊
信
仰
を
解
釈
す
る
際
に
、
そ
の
解
釈
の
方
向
付
け
が
既
に
解
釈
以

前
に
与
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
、
柳
父
は
鋭
く
見
抜
い
て
い
る
。 

 

こ
の
コ
ト
は
、「
言
」
で
あ
る
か
、「
事
」
で
あ
る
か
、
ま
た
、
こ
の
タ
マ
は
、「
玉
」
で
あ
る
か
、「
霊
」
で
あ
る
か
。
問
題
は
、
い
か
な

る
文
字
か
、
で
あ
る
。
果
し
て
、
い
ず
れ
か
の
文
字
の
概
念
で
割
り
切
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
、
お
よ
そ
何

ら
か
の
漢
字
に
置
き
換
え
得
る
言
葉
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
今
ま
で
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
五
九

。 

 

や
ま
と
こ
と
ば
と
文
字
の
等
価
性
と
い
う
思
い
こ
み
は
、
こ
の
よ
う
に
気
づ
か
れ
に
く
い
。 

 

一
般
的
に
言
っ
て
、
日
本
人
は
、
外
来
の
文
字
を
、
必
ず
し
も
そ
の
原
語
の
概
念
ど
お
り
に
受
け
と
め
て
き
た
の
で
は
な
い
、
と
私
は
思

う
。
こ
の
こ
と
は
、
近
代
以
降
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
言
葉
を
翻
訳
語
と
し
て
受
け
入
れ
て
後
の
事
情
に
つ
い
て
も
、
基
本
的
に
変
わ
り

は
な
い
、
と
思
う
六
〇

。 
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古
代
に
お
い
て
は
漢
字
と
い
う
文
字
を
受
け
入
れ
、さ
ら
に
明
治
期
に
は
漢
字
二
字
の
多
く
の
翻
訳
語
が
翻
訳
行
為
に
よ
っ
て

誕
生
し
た
。
近
代
の
翻
訳
語
で
は
、
西
洋
語
と
い
う
異
言
語
の
意
味
を
異
言
語
に
起
源
を
も
つ
漢
字
で
表
記
し
て
い
る
事
実
は
無

意
識
の
な
か
に
沈
め
ら
れ
て
、
西
洋
語
と
等
価
な
意
味
を
も
つ
近
代
日
本
語
と
い
う
虚
構
が
成
立
し
た
。
こ
こ
で
の
起
源
の
忘
却

は
、
む
し
ろ
起
源
の
再
利
用
と
も
言
う
べ
き
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
齋
藤
希
史
は
「
漢
字
世
界
の
起
源
を
書
き
換
え
よ
う
と
い
う

新
た
な
試
み
」
と
し
て
、「
日
本
と
い
う
国
家
の
た
め
の
古
典
が
定
位
さ
れ
、
漢
語
の
起
源
が
そ
こ
に
求
め
ら
れ
る
」
と
指
摘
す

る
六
一

。 

 

翻
訳
文
体
の
思
想 

 

近
代
日
本
の
翻
訳
論
と
し
て
最
も
有
名
な
言
説
の
ひ
と
つ
は
、お
そ
ら
く
二
葉
亭
四
迷
に
よ
る
例
の「
原
文
に
コ
ン
マ
が
三
つ
、

ピ
リ
オ
ド
が
一
つ
あ
れ
ば
、
訳
文
に
も
亦
ピ
リ
オ
ド
が
一
つ
、
コ
ン
マ
が
三
つ
」
と
い
う
件
を
含
む
「
余
が
翻
訳
の
標
準
」
で
あ

ろ
う
。
続
く
部
分
は
こ
う
で
あ
る
。 

 

出
来
上
つ
た
結
果
は
ど
う
か
、
自
分
の
訳
文
を
取
つ
て
見
る
と
、
い
や
実
に
読
み
づ
ら
い
、
佶
倔
聱
牙
だ
、
ぎ
く
し
や
く
し
て
如
何
に
と

も
出
来
栄
え
が
悪
い
。
従
つ
て
世
間
の
評
判
も
悪
い
、
偶
々
賞
美
し
て
呉
れ
た
者
も
あ
つ
た
け
れ
ど
、
お
し
な
べ
て
非
難
の
声
が
多
か
つ

た
六
二

。 

  

後
に
な
っ
て
四
迷
が
得
た
日
本
近
代
文
学
に
お
け
る
言
文
一
致
文
体
へ
の
高
い
評
価
と
は
裏
腹
の
、
こ
の
「
佶
倔
聱
牙
」
の
翻

訳
文
体
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
点
を
考
え
る
糸
口
を
柳
父
章
『
近
代
日
本
語
の
思
想
―
―
翻
訳
文
体
成
立
事
情
』
が
指
摘

し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
の
文
体
に
頻
出
す
る
よ
う
な
「
主
語
」
構
文
で
あ
り
、
小
説
に
お
い
て
は
三
人
称
代
名

詞
「
彼
」「
彼
女
」、
学
術
論
文
に
お
い
て
は
未
知
難
解
な
抽
象
名
詞
で
始
ま
る
「
セ
ン
テ
ン
ス
」
の
成
立
で
あ
る
。
近
代
日
本
語

は
言
文
一
致
と
い
う
過
程
を
経
て
成
立
し
た
と
言
わ
れ
る
が
、
文
字
通
り
に
「
言
」（
音
声
言
語
）
と
「
文
」（
書
記
言
語
）
と
を

一
致
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
西
洋
語
か
ら
の
翻
訳
が
近
代
日
本
語
形
成
に
深
く
関
与
し
て
い
る
。 

 

近
代
日
本
語
に
、「
主
語
」
ら
し
い
文
法
要
素
が
つ
く
ら
れ
、
ま
た
こ
の
「
主
語
」
を
受
け
て
、
文
を
結
ぶ
「
で
あ
る
。」
と
い
う
文
末
語

も
つ
く
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
日
本
語
の
中
で
果
た
し
た
の
は
、
上
か
ら
下
へ
天
降
っ
て
く
る
演
繹
的
論
理
を
導
く
新
し
い
機
能
で
あ
っ
た

が
、
と
に
か
く
西
洋
語
の
主
語
の
翻
訳
と
い
う
使
命
を
果
た
し
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
近
代
西
洋
の
法
律
、
文
学
な
ど
の
思
想
内
容

を
持
ち
運
ん
で
く
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
と
り
わ
け
、
最
先
端
の
新
し
い
未
知
の
概
念
を
持
ち
運
ん
で
く
る
の
に
有
効
で
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
六
三

。 

  

日
本
語
文
体
の
諸
相
は
、
西
田
幾
多
郎
の
哲
学
や
時
枝
誠
記
の
日
本
語
文
法
論
な
ど
、
日
本
語
の
思
想
と
文
体
を
論
じ
る
場
面

で
も
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
西
田
の
「
述
語
論
理
」
と
時
枝
の
「
言
語
過
程
説
」
を
結
び
付
け
て
、
両
者
の
共
通
性
か
ら
「
日

本
語
の
論
理
」
を
言
語
主
体
で
は
な
く
「
場
所
の
論
理
」
と
す
る
見
方
で
あ
る
六
四

。 

柳
父
は
こ
の
よ
う
な
見
解
を
一
応
は
認
め
つ
つ
、
近
代
日
本
語
の
翻
訳
文
体
と
い
う
点
か
ら
、
独
自
の
文
体
論
を
展
開
す
る
。

大
槻
文
彦
以
来
、
西
洋
文
法
を
モ
デ
ル
と
し
て
日
本
語
文
法
を
論
じ
て
き
た
反
省
と
し
て
、
三
上
章
の
主
語
廃
止
論
を
首
肯
し
な

が
ら
も
、
近
代
日
本
語
の
「
主
語
」
を
括
弧
つ
き
で
用
い
る
立
場
で
あ
る
。 

柳
父
の
翻
訳
論
の
核
心
に
あ
る
の
は
、
翻
訳
と
の
出
会
い
を
契
機
に
日
本
語
が
引
受
け
て
き
た
矛
盾
で
あ
る
。
日
本
列
島
に
お

い
て
漢
字
が
使
用
さ
れ
始
め
て
以
来
続
い
て
き
た
、異
質
な
文
化
の
文
字
と
語
彙
文
法
を
受
容
し
た
日
本
語
が
孕
む
等
価
へ
の
思

い
込
み
が
呼
び
出
さ
れ
る
。
翻
訳
に
よ
る
異
文
化
と
の
出
会
い
は
、
日
本
語
文
体
の
思
想
を
も
変
容
さ
せ
て
き
た
の
だ
っ
た
。 
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時
枝
の
説
く
「
陳
述
」
は
、
伝
統
的
な
日
本
文
に
お
い
て
は
、「
辞
及
び
陳
述
を
客
体
的
な
も
の
か
ら
切
離
し
て
、
主
体
的
な
も
の
の
表
現
」

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
文
法
構
造
を
受
け
て
考
え
る
な
ら
ば
、
近
代
以
後
に
翻
訳
の
場
で
つ
く
ら
れ
た
「
で
あ
る
。」
や
「
た
。」
や

「
ル
形
」
は
、
客
観
的
な
判
断
の
内
容
を
包
み
込
ん
で
い
る
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
即
ち
、
客
観
的
判
断
内
容
を
「
主
体
的
な
も
の
の
表

現
」
で
包
み
込
む
と
い
う
い
わ
ば
矛
盾
し
た
構
造
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
結
局
近
代
日
本
語
に
お
け
る
翻
訳
文
の
持
つ
本
質
的
な
矛
盾
と
も

い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
西
洋
舶
来
の
客
観
的
、
論
理
的
内
容
や
、
人
間
世
界
に
つ
い
て
の
客
観
的
叙
述
は
、
い
っ
た
ん
翻
訳
者
や
学
者

や
作
家
の
「
主
体
的
な
も
の
の
表
現
」
に
納
め
ら
れ
、
そ
こ
で
「
主
体
的
」
な
変
容
を
こ
う
む
る
六
五

。 

 

た
と
え
ば
、
英
語
の
be
動
詞
に
よ
っ
て
Ａ
＝
Ｂ
と
い
う
関
係
を
定
義
す
る
構
文
は
、「（
主
語
）
は
～
で
あ
る
。」
と
近
代
日
本

語
で
は
翻
訳
さ
れ
る
が
、
そ
の
意
味
は
、「
発
言
者
の
立
場
か
ら
整
序
さ
れ
、
色
づ
け
さ
れ
、
つ
く
り
な
お
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、「
主
語
」
の
空
間
に
置
か
れ
た
名
詞
が
抽
象
的
な
翻
訳
語
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
客
観
的
な
意
味
内
容
が
明
確
で
な

く
と
も
、
主
体
的
な
解
釈
に
よ
っ
て
価
値
づ
け
さ
れ
て
評
価
さ
れ
、
次
第
に
変
化
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
構
文
装
置
に
仮
託
し

て
、
夥
し
い
西
洋
の
思
想
や
学
術
テ
ク
ス
ト
が
日
本
語
へ
と
翻
訳
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。 

柳
父
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
未
知
な
概
念
を
未
知
な
ま
ま
で
、
こ
の
構
文
を
通
じ
て
受
け
取
る
こ
と
に
、
私
た
ち
は
そ
れ
な

り
に
慣
れ
て
き
た
」
六
六

の
か
も
し
れ
な
い
。
と
同
時
に
、
翻
訳
行
為
の
遂
行
性
を
無
意
識
の
淵
へ
と
閑
却
し
た
た
め
に
、
等
価

が
幻
想
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
忘
却
さ
れ
て
、
あ
た
か
も
自
明
の
意
味
が
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
こ
と
に
も
慣
ら
さ

れ
て
き
た
。
こ
こ
に
、
等
価
と
い
う
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
罠
が
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
。 

  

四
．
日
本
の
翻
訳
学 

 

本
章
で
は
、
翻
訳
学
に
お
け
る
「
等
価
」
と
い
う
鍵
概
念
を
確
認
し
た
う
え
で
、
日
本
の
翻
訳
言
説
と
接
合
し
、
野
上
豊
一
郎

が
囚
わ
れ
、
柳
父
章
が
暴
い
た
等
価
幻
想
を
明
ら
か
に
し
た
。
従
来
は
別
々
に
語
ら
れ
て
き
た
欧
米
系
の
翻
訳
学
と
日
本
の
翻
訳

論
に
等
価
と
い
う
補
助
線
を
引
い
て
み
た
の
だ
。
そ
こ
に
潜
ん
で
い
た
の
が
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
満
ち
た
罠
で
あ
る
。 

翻
訳
不
可
能
論
に
も
か
か
わ
ら
ず
現
実
に
翻
訳
は
存
在
し
、
異
言
語
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
は
遂
行
さ
れ
て
い
る
。

等
価
と
い
う
概
念
は
気
ま
ぐ
れ
で
さ
え
あ
る
。
翻
訳
の
等
価
は
、
な
い
と
言
え
ば
な
い
し
、
あ
る
と
言
え
ば
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

想
像
さ
れ
た
等
価
概
念
を
虚
構
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
。
欧
米
の
翻
訳
学
史
に
お
い
て
は
、
等
価
へ
の
求
心
力
が
遠
心
力
に
転
じ

て
、
翻
訳
の
等
価
は
時
代
遅
れ
の
幻
想
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
等
価
の
探
求
が
翻
訳
学
の
成
立
に
寄
与
し
た
反

面
、
文
化
的
転
回
が
等
価
を
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
し
た
の
だ
。
だ
が
日
本
に
お
い
て
は
、
特
に
明
治
以
降
の
近
代
化
の
な
か
で
翻
訳

を
考
察
す
る
た
め
に
、
等
価
と
い
う
概
念
は
幻
想
で
あ
れ
何
で
あ
れ
、
さ
ら
に
は
幻
想
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
可
視
化
し
て
お
く
べ
き

も
の
、
と
筆
者
は
考
え
る
。
柳
父
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
他
者
と
の
「
未
知
不
可
解
な
出
会
い
」
に
お
け
る
翻
訳
は
、
日
本
語
を

め
ぐ
る
出
来
事
で
あ
る
。
特
に
「
近
代
化
＝
西
洋
化
」
と
い
う
啓
蒙
の
幻
想
図
式
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
西
洋
の
言
語
と
等

価
で
あ
る
と
虚
構
さ
れ
た
翻
訳
語
と
翻
訳
文
体
が
必
要
で
あ
っ
た
。 

原
作
の
派
生
物
と
し
て
の
翻
訳
、
著
者
性
を
有
し
な
い
翻
訳
者
は
不
可
視
の
存
在
と
み
な
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
翻
訳
実
践
に

は
長
い
時
間
が
流
れ
て
い
る
が
、
翻
訳
学
と
し
て
学
術
的
に
体
系
化
さ
れ
始
め
た
の
が
二
十
世
紀
後
半
で
あ
る
の
も
故
な
き
こ
と

で
は
な
い
。
若
い
学
問
の
典
型
と
し
て
、
翻
訳
学
も
学
際
性
に
富
む
領
域
で
あ
り
、
言
語
学
、
文
学
、
歴
史
学
、
哲
学
、
社
会
学
、

心
理
学
、
人
類
学
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
な
ど
諸
学
問
や
そ
の
下
位
領
域
と
の
関
連
は
深
い
。T

ran
slatio

n
 S

tu
d
ies

と
い
う

名
称
はC
u
ltu

ral S
tu

d
ies

（
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
）
を
想
起
さ
せ
る
が
、
と
も
に
現
代
的
な
問
題
へ
の
関
心
を
共
有

し
て
い
る
。
い
ま
の
日
本
で
は
、
と
り
わ
け
三
・
一
一
の
東
日
本
大
震
災
と
福
島
原
発
事
故
を
契
機
と
し
た
思
考
と
相
俟
っ
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
テ
ク
ス
ト
の
読
み
直
し
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
の
な
か
で
翻
訳
テ
ク
ス
ト
を
読
む
際
に
は
、
日
本

語
に
記
憶
さ
れ
た
等
価
幻
想
の
可
視
化
は
避
け
て
通
れ
な
い
課
題
で
あ
る
。 
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一 
本
章
で
の
キ
ー
ワ
ー
ド
「
等
価
」
はequivalence

の
翻
訳
語
で
、equal

「
等
し
い
」+

 value

「
価
値
」
と
い
う
意
味
合
い
の
こ
と
ば
で
あ
る
。

煩
雑
に
な
る
の
で
、
以
下
基
本
的
に
は
「 

」
を
外
し
て
用
い
る
。 

二 

た
と
え
ば
、
モ
ナ
・
ベ
イ
カ
ー
、
ガ
ブ
リ
エ
ラ
・
サ
ル
ダ
ー
ニ
ャ
編
『
翻
訳
研
究
の
キ
ー
ワ
ー
ド
』
藤
濤
文
子
監
修
・
編
訳
（
研
究
社
、
二
〇

一
三
年
）
の
「E

quivalence 

等
価
」
で
は
、「
等
価
は
翻
訳
理
論
の
中
心
概
念
で
あ
る
」
一
方
で
、「
等
価
概
念
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
に
つ
い

て
は
立
場
が
大
き
く
分
れ
て
い
る
」（
五
三
頁
）
と
解
説
す
る
が
、
欧
米
の
文
脈
に
終
始
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。 

三 

現
代
日
本
の
英
和
辞
典
で
も
、
そ
の
語
源
に
つ
い
て
ギ
リ
シ
ャ
語skandalon

に
言
及
し
、「
わ
な
、
つ
ま
ず
き
の
石
」『
ジ
ー
ニ
ア
ス
英
和
大

辞
典
』（
大
修
館
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）、「
わ
な
、
精
神
的
わ
だ
か
ま
り
の
原
因
」『
ラ
ン
ダ
ム
ハ
ウ
ス
英
和
大
辞
典
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
）

な
ど
と
解
説
す
る
。 

四 

佐
竹
明
「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
思
想
―
―
聖
書
に
そ
く
し
て
」『
現
代
思
想
』（
第
四
巻
第
六
号
、
青
土
社
、
一
九
七
六
年
、
一
一
〇
―
一
一
五
頁
）。 

五 S
nell-H

ornby, M
. (1988). Translation studies: A

n integrated approach
. A

m
sterdam

 and P
hiladelphia: John B

enjam
ins. 

六 

ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ピ
ム
『
翻
訳
理
論
の
探
求
』
武
田
珂
代
子
訳
（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
〇
年
、
六
六
頁
）（P

ym
, A

. (2010). E
xploring translation 

theories. L
ondon and N

ew
 Y

ork: R
outledge.

） 

七 

杉
本
つ
と
む
『
江
戸
の
文
苑
と
文
章
学
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
六
年
）
も
参
照
。 

八 

谷
崎
潤
一
郎
『
文
章
読
本
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
三
四
年
）。 

九 V
inay, J.-P., &

 D
arbelnet, J. (1995). C

om
parative stylistics of F

rench and E
nglish: A

 m
ethodology for translation

. trans. and ed. J. C
. 

S
ager &

 M
.-J. H

em
el. A

m
sterdam

 and P
hiladelphia: John B

enjam
ins. 

（Jean-P
aul V

inay, J.-P., &
 D

arbelnet, J. (1958). Stylistique com
parée 

du français et de l'anglais. P
aris: D

idlier.

） 

一
〇 

ピ
ム
の
前
掲
書
、
一
一
―
四
一
頁
。 

一
一 Jakobson, R

. (1959/2004). O
n linguistic aspects of translation. In L

. V
enuti (E

d.), T
he translation studies reader, second ed

ition. (pp. 

138-143). L
ondon and N

ew
 Y

ork: R
outledge. 

一
二 S

teiner, G
. (1975/1998). A

fter B
abel: A

spects of language and translation
. L

ondon, O
xford and N

ew
 Y

ork: O
xford U

niversity P
ress. 

一
三 

こ
こ
で
は
「
直
訳
」「
意
訳
」
と
い
う
語
を
便
宜
的
に
用
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
英
語
のliteral translation

とfree translation

あ
る
い
は

w
ord-for-w

ord translation

とsense-for-sense translation

な
ど
に
厳
密
に
対
応
す
る
わ
け
で
は
な
い
。 

一
四 

翻
訳
学
に
お
け
る
「
文
化
的
転
回
」（cultural turn

）
の
用
語
は
、S

nell-H
ornby, M

. (1990). L
inguistic transcoding or cultural transfer: A

 

critique of translation theory in G
erm

any. In S
. B

assnett &
 A

. L
efevere (E

ds.), Translation, history and culture. (pp. 79
-86). L

ondon and 

N
ew

 Y
ork: R

outledge.

に
よ
る
。 

一
五 K

oller, W
. (1989). E

quivalence in tran
slation theory. In A

. C
hesterm

an (E
d.), R

eadings in translation theory. (pp. 99
-104). H

elsinki: O
y 

F
inn L

ectura A
b. 

一
六 

ユ
ー
ジ
ン
・
ナ
イ
ダ
『
翻
訳
学
序
説
』
成
瀬
武
史
訳
（
開
文
社
出
版
、
一
九
七
二
年
）（N

ida, E
. A

. (1964). Tow
ard a science of translating. 

L
eiden: E

. J. B
rill.

）。
ユ
ー
ジ
ン
・
ナ
イ
ダ
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
バ
ー
、
ノ
ア
・
ブ
ラ
ネ
ン
『
翻
訳
―
―
理
論
と
実
際
』
沢
登
春
仁
・
升
川
潔

訳
（
研
究
社
出
版
、
一
九
七
三
年
）（N

ida, E
. A

., T
aber, C

. R
., &

 B
rannen, N

. S
. (1969). T

he theory and practice of translation. L
eiden: E

.J. 

B
rill.

は
厳
密
な
意
味
で
の
起
点
テ
ク
ス
ト
で
は
な
い
）。
本
書
の
ブ
ラ
ネ
ン
に
よ
る
「
日
本
語
版
へ
の
序
」
に
は
、
ナ
イ
ダ
の
監
修
の
も
と
で
、

「
原
著
に
あ
る
聖
書
の
例
文
を
大
幅
に
削
除
し
た
り
、
他
の
文
学
か
ら
の
例
を
代
り
に
挿
入
し
た
り
、
新
し
い
例
を
も
つ
け
加
え
た
り
し
て
い
る

の
で
、
翻
訳
と
い
う
よ
り
は
原
著
を
活
か
し
た
改
作
」（
viii
頁
）
で
あ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。 

一
七 H

ouse, J. (1977). A
 m

odel for translation quality assessm
ent. T

übingen: G
unter N

arr.

お
よ
びH

ouse, J. (1997). Translation quality 

assessm
ent: A

 m
odel revisited. T

übingen: G
unter N

arr. 

一
八 N

ew
m

ark, P. (1981). A
pproaches to translation

. O
xford and N

ew
 Y

ork: P
ergam

on.. 

一
九 N

ord, C
. (1997). Translating as a purposeful activity. M

anchester: S
t. Jerom

e. 

二
〇 

ピ
ム
の
前
掲
書
、
五
五
頁
。 

二
一 T

oury, G
. (1995). D

escriptive T
ranslation Studies and beyond. A

m
sterdam

 and P
hiladelphia: John B

enjam
ins. 

二
二 

同
書
、
五
三
―
六
九
頁
。 

二
三 V

enuti, L
. (1995/2008). T

he translator’s invisibility: A
 history of translation, second edition. L

ondon and N
ew

 Y
ork: R

outledge.  

二
四 

同
書
、
一
―
三
四
頁
。 

二
五 

他
に
も
自
民
族
中
心
主
義
の
翻
訳
を
批
判
し
て
い
る
の
は
、
た
と
え
ば
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
翻
訳
理
論
家
ベ
ル
マ
ン
（A

n
toin

e B
erm

a
n

）

で
あ
り
、
彼
は
「
翻
訳
の
倫
理
学
」
を
主
張
し
た
（
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ベ
ル
マ
ン
『
他
者
と
い
う
試
練
―
―
ロ
マ
ン
主
義
ド
イ
ツ
の
文
化
と
翻
訳
』

藤
田
省
一
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
八
年
、
一
二
―
一
六
頁
）。
ま
た
時
代
も
場
所
も
異
な
る
が
、
明
治
期
日
本
で
「
翻
訳
王
」
と
呼
ば
れ
た

森
田
思
軒
は
「
翻
訳
の
苦
心
」
と
題
す
る
談
話
の
な
か
で
、「
其
の
言
葉
の
姿
の
西
洋
と
東
洋
と
違
ツ
て
居
る
の
を
、
違
ツ
て
居
る
ま
ゝ
幾
分
が

見
せ
た
い
」
と
、
異
化
へ
の
志
向
を
語
っ
た
（『
日
本
近
代
思
想
大
系
十
五 

翻
訳
の
思
想
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
、
二
九
二
―
二
九
三
頁
）。 

二
六 

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ハ
ー
「
翻
訳
の
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
に
つ
い
て
」
三
ッ
木
道
夫
編
訳
『
思
想
と
し
て
の
翻
訳
―
―
ゲ
ー
テ

か
ら
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
、
ブ
ロ
ッ
ホ
ま
で
』（
白
水
社
、
二
〇
〇
八
年
、
二
四
―
七
一
頁
）。 

二
七 

同
書
、
三
八
頁
。 

二
八 V

enuti, L
. (1998). T

he scandals of translation: Tow
ards an ethics of difference. L

ondon and N
ew

 Y
ork: R

outledge. 

二
九 

同
書
、
九
―
二
〇
頁
。 

三
〇 

同
書
、
六
七
―
七
五
頁
。 

三
一 B

assnett, S
., &

 T
rivedi, H

. (E
ds.). (1999). P

ostcolonial translation: T
heory and practice. L

ondon and N
ew

 Y
ork: R

outledge. 

三
二 

ガ
ヤ
ト
リ
・
ス
ピ
ヴ
ァ
ッ
ク
「
翻
訳
の
政
治
学
」
鵜
飼
哲
・
本
橋
哲
也
・
崎
山
正
毅
訳
『
現
代
思
想
』（
第
二
十
四
巻
第
八
号
、
青
土
社
、

一
九
九
六
年
、
二
八
―
五
二
頁
）（S

pivak, G
. C

. (1993/2004). T
he politics of translation. In L

. V
enuti (E

d.), T
he translation studies reader, 

second edition. (pp. 369-388). L
ondon and N

ew
 Y

ork: R
outledge.

）。 

三
三 N

iranjana, T
. (1992). Siting translation: H

istory, post-structuralism
, and the colonial context. B

erkeley, C
A

: U
niversity of C

alifornia 
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P

ress. 

三
四 

同
書
、
三
頁
。 

三
五 
同
書
、
八
頁
。 

三
六 
小
森
陽
一
『
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）。 

三
七 

同
書
、
一
五
頁
。 

三
八 

福
澤
諭
吉
『
文
明
論
之
概
略
』
戸
沢
行
夫
編
（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）。 

三
九 

加
藤
周
一
「
明
治
初
期
の
翻
訳
」
加
藤
周
一
・
丸
山
真
男
校
注
『
翻
訳
の
思
想
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
、
三
四
二
―
三
八
〇
頁
）
お

よ
び
丸
山
真
男
・
加
藤
周
一
『
翻
訳
と
日
本
の
近
代
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）
な
ど
参
照
。 

四
〇 

矢
野
文
雄
（
号
は
竜
渓
）
に
よ
る
『
訳
書
読
法
』
は
一
八
八
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
翻
訳
書
案
内
で
あ
る
。
そ
の
「
序
」
は
吉
浦
生
が
書
い
て

い
る
。 

四
一 rom

an

「
ロ
マ
ン
」
を
「
浪
漫
」
と
漢
字
表
記
し
た
嚆
矢
は
漱
石
で
あ
る
。
一
九
〇
八
年
の
「
創
作
家
の
態
度
」
と
い
う
小
説
論
に
、「
一
度

か
う
云
ふ
風
に
推
し
立
て
ら
れ
る
と
、
ス
コ
ッ
ト
は
浪
漫
主
義
で
浪
漫
主
義
は
ス
コ
ッ
ト
で
あ
る
と
云
ふ
風
に
ア
イ
デ
ン
チ
フ
ァ
イ
さ
れ
る
様
に

な
り
ま
す
」
と
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
野
上
と
の
同
時
代
性
を
考
慮
し
て
、
そ
の
後
の
文
学
機
関
誌
『
日
本
浪
曼
派
』（
一
九
三
五
―
三
八
年
）

に
倣
い
「
浪
曼
」
と
表
記
す
る
こ
と
に
し
た
。
日
本
浪
曼
派
に
つ
い
て
は
、
橋
川
文
三
『
日
本
浪
曼
派
批
判
序
説
』（
講
談
社
文
芸
文
庫
、
一
九

九
八
年
）お
よ
び
ケ
ヴ
ィ
ン
・
ド
ー
ク『
日
本
浪
曼
派
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』小
林
宣
子
訳（
柏
書
房
、一
九
九
九
年
）（D

oak, K
. M

. (1994). D
ream

s 

of difference: T
he Japan R

om
antic School and the crisis of m

odernity. B
erkeley and L

os A
ngeles: U

niversity of C
alifornia P

ress.

）
な
ど
を

参
照
。 

四
二 

小
林
秀
雄
「
野
上
豊
一
郎
の
『
翻
訳
論
』」『
東
京
堂
月
報
』（
一
九
三
八
年
三
月
号
）（『
小
林
秀
雄
全
集 

第
四
巻
』
新
潮
社
、
一
九
六
八
年
、

二
五
四
―
二
五
六
頁
に
収
録
）
以
外
に
も
、
同
時
代
評
価
と
し
て
は
複
数
の
書
評
か
ら
確
認
で
き
る
。
阿
部
知
二
「
野
上
豊
一
郎
『
翻
訳
論
』」

（『
文
學
界
』
一
九
三
八
年
五 

月
号
）、
本
多
顯
彰
「
野
上
氏
の
創
見
多
き
翻
訳
論
」（『
東
京
日
日
新
聞
』
一
九
三
八
年
四
月
二
十
七
日
付
）、
小

林
英
夫
「
野
上
豊
一
郎
氏
著
『
翻
訳
論
』」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
三
八
年
五
月
九
日
付
）、
中
島
健
蔵
「『
翻
訳
論
』
の
示
唆
―
―
野
上
豊
一

郎
氏
の
近
著
に
つ
い
て
」（『
帝
国
大
学
新
聞
』、
一
九
三
八
年
）
な
ど
が
主
な
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
肯
定
的
な
論
調
で
あ
る
。
な
お
大
山
定

一
は
、
吉
川
幸
次
郎
と
の
『
洛
中
書
問
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
四
年
。
初
出
は
一
九
四
四
年
六
月
か
ら
十
二
月
の
『
学
海
』
誌
上
）
に
お
い
て
、

野
上
の
『
翻
訳
論
』
に
対
す
る
否
定
的
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
。 

四
三 

た
と
え
ば
、
別
宮
貞
徳
『
翻
訳
を
学
ぶ
』（
八
潮
出
版
社
、
一
九
七
五
年
）
な
ど
。 

四
四 

鈴
木
貞
美
「
野
上
豊
一
郎
の
「
創
作
」
的
翻
訳
論
を
め
ぐ
っ
て
」『
文
学
』
第
十
三
巻
第
四
号
（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
、
一
五
〇
―
一

六
九
頁
） 

。 

四
五 

野
上
豊
一
郎
『
翻
訳
論
―
―
翻
訳
の
理
論
と
実
際
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
八
年
、
一
頁
）。 

四
六 

野
上
豊
一
郎
「
翻
訳
可
能
の
標
準
に
つ
い
て
」『
英
文
学
研
究
』
第
三
冊
（
東
京
帝
国
大
学
英
文
学
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岩
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語

辞
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の
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、
古
代
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い
て
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言
」
と
「
事
」
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未
分
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た
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え
で
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と
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か
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史
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潮
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〇
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第
二
章 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
と
い
う
近
代
―
―
ふ
ぞ
ろ
い
な
百
科
事
典 

  

一
．
国
家
的
翻
訳
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

  

わ
が
国
が
近
代
化
を
模
索
す
る
歴
史
の
曲
が
り
角
で
、
国
を
挙
げ
て
の
文
明
開
化
が
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
時
代
、
翻
訳
は
ま

さ
に
国
家
的
な
事
業
で
あ
っ
た
。
開
国
後
間
も
な
い
明
治
初
期
の
日
本
に
お
い
て
、
文
部
省
主
導
で
実
施
さ
れ
た
翻
訳
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
『
百
科
全
書
』
の
書
誌
と
人
物
群
像
を
め
ぐ
る
基
礎
資
料
を
精
査
し
基
本
情
報
を
整
理
す
る
こ
と
で
、
こ
の
国
家
事
業
の
詳

細
を
検
証
し
、
翻
訳
テ
ク
ス
ト
を
取
り
ま
く
コ
ン
テ
ク
ス
ト
も
含
め
た
全
体
像
へ
と
迫
っ
て
み
た
い
。 

 

明
治
初
年
に
は
周
知
の
よ
う
に
、
地
租
改
正
、
徴
兵
令
、
学
制
、
改
暦
な
ど
新
政
府
に
よ
る
改
革
が
矢
継
ぎ
早
に
実
施
さ
れ
た
。

廃
藩
置
県
が
断
行
さ
れ
た
四
日
後
の
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
七
月
十
八
日
に
、「
大
学
ヲ
廃
シ
文
部
省
ヲ
被
置
候
事
」
と
い
う

太
政
官
布
告
で
急
設
さ
れ
た
文
部
省
は
、
明
治
初
期
の
出
版
活
動
の
中
心
で
も
あ
っ
た
。
杉
村
武
は
出
版
文
化
史
と
い
う
観
点
か

ら
、「
出
版
印
刷
が
ま
ず
政
府
自
ら
の
手
で
行
わ
れ
、各
省
ま
た
盛
ん
に
出
版
活
動
を
行
い
そ
の
太
宗
が
文
部
省
で
あ
っ
た
こ
と
」

を
指
摘
し
て
い
る
一

。
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
か
ら
八
三
（
明
治
十
六
）
年
頃
に
か
け
て
文
部
省
が
印
行
し
た
『
百
科
全
書
』

は
、
英
国
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
啓
蒙
書C

h
a
m

b
ers’s In

fo
rm

a
tio

n
 fo

r th
e P

eo
p
le

の
翻
訳
で
あ
る
。
文
部
省
の
大
規
模
な
国
家
的

翻
訳
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
着
手
さ
れ
、文
字
通
り
百
科
全
書
的
な
内
容
が
多
数
の
洋
学
者
に
よ
っ
て
近
代
日
本
語
へ
と
訳
出
さ

れ
て
、
和
漢
学
者
の
校
正
を
経
て
順
不
同
で
出
版
さ
れ
た
。 

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
ス
ケ
ー
ル
は
特
筆
に
値
し
よ
う
。
明
治
政
府
の
翻
訳
事
業
と
し
て
は
最
大
級
規
模
の
も
の
で
あ
り
、
そ

の
関
係
者
は
文
部
省
を
中
心
と
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
ゆ
る
や
か
に
形
成
し
て
い
た
。当
時
の
洋
学
者
が
総
動
員
さ
れ
た
と
い
う

表
現
も
誇
張
で
は
な
く
、
そ
の
な
か
に
は
箕
作
麟
祥
や
西
村
茂
樹
を
は
じ
め
、
若
き
日
の
高
橋
是
清
、
菊
池
大
麓
、
永
井
久
一
郎

大
槻
文
彦
な
ど
錚
々
た
る
人
物
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
洋
学
者
ば
か
り
で
な
く
、
国
学
者
や
漢
学
者
も
加
わ
り
、
旧
幕
臣
系
と
し

て
す
で
に
功
績
の
あ
っ
た
者
か
ら
後
代
に
目
覚
し
く
活
躍
す
る
こ
と
に
な
る
気
鋭
の
若
手
を
含
む
多
彩
な
人
材
に
及
び
、徳
川
幕

府
と
明
治
政
府
、
官
と
民
、
洋
学
と
漢
学
、
英
学
と
蘭
学
な
ど
の
二
項
対
立
的
要
素
が
混
沌
た
る
時
代
の
な
か
で
、
翻
訳
事
業
の

た
め
に
集
ま
っ
た
重
層
的
な
人
脈
が
交
差
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
翻
訳
事
業
に
関
す
る
公
文
書
、
関
連
す
る
資
料
や
記
録
が
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
底

本
や
翻
訳
書
に
関
す
る
情
報
に
は
不
明
な
点
も
残
る
。
加
え
て
、
編
名
の
ゆ
ら
ぎ
や
、
起
点
テ
ク
ス
ト
新
版
を
底
本
と
し
た
別
の

翻
訳
者
に
よ
る
改
訳
な
ど
が
、
全
体
像
を
わ
か
り
に
く
く
し
て
い
る
。
日
本
各
地
の
民
間
書
肆
が
翻
刻
し
多
様
な
装
幀
で
出
版
さ

れ
た
各
種
異
本
が
、
い
ま
で
は
図
書
館
や
古
書
店
の
片
隅
で
ひ
っ
そ
り
と
息
を
ひ
そ
め
て
い
る
。
雑
多
に
現
存
す
る
複
数
の
『
百

科
全
書
』
は
、
デ
ジ
タ
ル
化
の
進
ん
だ
情
報
化
社
会
に
お
い
て
は
、
時
代
の
波
に
取
り
残
さ
れ
て
忘
れ
ら
れ
た
、
ふ
ぞ
ろ
い
な
百

科
事
典
に
す
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。「
ふ
ぞ
ろ
い
」
と
「
百
科
事
典
」
は
語
義
矛
盾
な
の
だ
が
、
ま
さ
し
く
そ
う
と
し
か
形

容
し
よ
う
の
な
い
の
が
文
部
省
『
百
科
全
書
』
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
書
誌
情
報
の
な
か
で
詳
し
く
触
れ
た
い
。 

時
代
遅
れ
の
ふ
ぞ
ろ
い
な
百
科
事
典
か
ら
私
た
ち
は
何
を
読
み
解
く
の
か
。近
代
日
本
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
へ
と
接
近
す
る
た
め

の
準
備
作
業
と
し
て
、
ま
ず
は
こ
の
翻
訳
事
業
に
つ
な
が
る
歴
史
的
背
景
を
踏
ま
え
て
、
翻
訳
シ
ス
テ
ム
を
め
ぐ
る
諸
事
情
を
概

観
し
て
み
よ
う
。 

  

二
．
翻
訳
機
関
の
変
遷 

 

フ
ェ
ー
ト
ン
号
事
件
以
降 

近
代
日
本
の
幕
開
け
は
、
一
八
五
三
（
嘉
永
六
）
年
の
ペ
リ
ー
率
い
る
黒
船
来
航
、
そ
し
て
翌
年
の
日
米
和
親
条
約
（
神
奈
川
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条
約
）
と
い
う
不
平
等
条
約
の
調
印
を
契
機
と
す
る
。
だ
が
、
英
書
翻
訳
の
歴
史
を
振
り
返
る
な
ら
ば
、
一
八
〇
八
（
文
化
五
）

年
の
フ
ェ
ー
ト
ン
号
事
件
に
ま
で
遡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
事
件
の
衝
撃
に
よ
っ
て
、
開
国
ま
で
半
世
紀
を
残
す
江
戸
幕

府
の
鎖
国
体
制
下
で
、
翻
訳
に
よ
る
日
本
の
近
代
化
は
用
意
さ
れ
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
至
る
近
代
翻

訳
機
関
の
淵
源
は
、オ
ラ
ン
ダ
船
籍
と
偽
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
軍
艦
が
長
崎
港
に
入
港
し
食
料
な
ど
を
要
求
し
た
フ
ェ
ー
ト
ン
号
事

件
の
後
、
一
八
一
一
（
文
化
八
）
年
五
月
に
設
置
さ
れ
た
幕
府
天
文
台
翻
訳
局
（
蕃
書
和
解
御
用
）
に
遡
る
。
こ
の
名
称
が
「
蘭

書
和
解
」
で
は
な
く
「
蕃
書
和
解
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
広
く
洋
書
を
対
象
と
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
翻
訳
局
は
、

蘭
学
者
ら
に
よ
る
日
本
初
の
西
洋
百
科
事
典
の
翻
訳
事
業
と
も
深
く
関
係
す
る
。 

翻
訳
局
の
新
設
は
天
文
方
高
橋
景
保
の
提
案
に
よ
る
も
の
で
、「
当
時
外
国
文
書
翻
訳
の
必
要
が
外
交
関
係
に
促
さ
れ
て
次
第

に
多
く
、
そ
れ
を
長
崎
通
詞
に
任
し
て
お
い
て
は
火
急
の
間
に
あ
わ
ぬ
場
合
が
多
か
っ
た
た
め
」
で
も
あ
る
二

。
景
保
は
江
戸
幕

府
の
天
文
方
・
書
物
奉
行
と
し
て
活
躍
し
な
が
ら
、
伊
能
忠
敬
の
測
量
を
も
支
援
し
、
彼
の
実
測
に
基
づ
い
た
日
本
地
図
「
大
日

本
沿
海
與
地
全
図
」
を
完
成
に
導
い
た
が
、
一
八
二
八
（
文
政
十
一
）
年
の
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
の
際
に
投
獄
さ
れ
て
翌
年
獄
死
し

た
。
悲
運
の
最
期
を
遂
げ
た
景
保
が
一
部
監
修
し
、
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
の
馬
場
貞
由
（
佐
十
郎
）
や
仙
台
藩
医
で
蘭
学
者
の
大
槻
玄

沢
（
磐
水
）
ら
複
数
の
翻
訳
者
が
協
力
し
た
の
が
西
洋
百
科
事
典
『
厚
生
新
編
』
で
あ
り
、「
蘭
学
者
に
は
必
携
の
書
で
あ
り
西

欧
文
化
移
入
に
大
き
な
役
割
を
演
じ
た
」
と
い
う
三

。 

門
戸
を
閉
ざ
し
鎖
国
を
し
て
い
た
江
戸
時
代
の
限
ら
れ
た
海
外
情
報
の
窓
口
と
し
て
は
、オ
ラ
ン
ダ
通
詞
ら
が
長
崎
で
活
躍
し

て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
幕
府
の
下
級
役
人
で
あ
り
、
語
学
力
を
駆
使
し
て
通
訳
を
含
む
幅
広
い
外
交
翻
訳

業
務
を
こ
な
し
て
い
た
。
だ
が
、
フ
ェ
ー
ト
ン
号
事
件
の
三
年
後
に
江
戸
に
設
置
さ
れ
た
蕃
書
和
解
御
用
の
は
じ
ま
り
に
、
幕
末

洋
学
史
上
最
大
の
『
厚
生
新
編
』
の
翻
訳
事
業
が
着
手
さ
れ
た
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。 

わ
が
国
初
の
翻
訳
百
科
事
典
で
あ
る
『
厚
生
新
編
』
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
シ
ョ
メ
ー
ル
（N

o
ël 

C
h
o
m

e

）
が
一
七
〇
九
年
に

編
纂
し
た
日
用
家
庭
百
科D

ictio
nn

a
ire œ

co
n
o
m

iq
u
e

を
シ
ャ
ル
モ
（J. A

. d
e C

h
alm

o
t

）
が
改
訂
し
た
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
増
補
版

H
u
ish

o
ud

elijk w
o
o
rd

en
b
o
ek

か
ら
の
重
訳
で
あ
り
、
日
本
語
版
は
医
学
や
本
草
学
を
中
心
と
し
た
抄
訳
で
あ
る
。
馬
場
貞
由
の

翻
訳
を
大
槻
玄
沢
が
補
佐
す
る
形
で
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
始
ま
っ
た
。
地
理
書
翻
訳
の
た
め
江
戸
の
天
文
方
に
出
仕
し
て
い
た

馬
場
が
役
目
を
終
え
て
長
崎
に
帰
る
時
期
と
な
り
、
語
学
の
才
に
長
け
た
彼
を
こ
の
ま
ま
引
き
止
め
る
た
め
に
、
こ
の
翻
訳
事
業

が
計
画
さ
れ
た
と
も
言
わ
れ
る
。
こ
れ
が
長
期
の
事
業
と
な
り
、
他
に
も
宇
田
川
玄
真
・
榕
菴
、
大
槻
玄
幹
・
玄
東
、
湊
長
安
、

小
関
三
英
、
箕
作
阮
甫
、
杉
田
立
卿
・
成
卿
、
竹
内
玄
同
な
ど
複
数
の
蘭
学
者
が
か
か
わ
っ
て
い
る
。
内
容
は
部
門
別
の
分
類
が

な
さ
れ
、
天
文
地
土
部
、
生
殖
部
、
諸
鳥
並
飛
虫
類
・
禽
獣
部
、
虫
部
、
魚
介
部
、
金
石
部
、
人
身
部
、
医
療
治
法
部
、
疾
病
部
、

食
物
部
、
産
業
部
、
技
芸
部
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。
項
目
数
で
は
本
草
・
植
物
に
関
す
る
も
の
が
最
多
で
、
つ
い
で
医
療
関
係
が

多
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。 

『
厚
生
新
編
』
は
江
戸
幕
府
最
大
の
翻
訳
事
業
の
成
果
で
あ
っ
た
。
お
よ
そ
三
十
年
を
費
や
し
た
結
果
、
一
八
三
九
（
天
保
十
）

年
に
は
翻
訳
が
七
十
巻
に
ま
で
な
っ
た
が
、
稿
本
は
幕
府
に
納
め
ら
れ
て
保
管
さ
れ
た
ま
ま
と
な
っ
た
。
幕
府
崩
壊
で
静
岡
に
移

さ
れ
た
後
、結
局
一
九
三
七（
昭
和
十
二
）年
に
な
っ
て
葵
文
庫
か
ら
出
版
の
運
び
と
な
っ
た
と
い
う
隠
れ
た
百
科
事
典
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
厚
生
新
編
』
は
長
い
間
刊
行
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
一
般
の
人
々
に
活
用
さ
れ
る
機
会
は
失
し
た
が
、
翻
訳
に
携

わ
っ
た
蘭
学
者
の
知
識
欲
は
大
い
に
刺
激
し
た
は
ず
で
あ
る
四

。 

日
本
の
近
代
化
に
お
い
て
翻
訳
は
、
明
治
政
府
が
江
戸
幕
府
か
ら
継
承
し
た
重
要
な
事
業
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
明
治
初
期
に
文

部
省
主
導
で
行
わ
れ
た
国
家
的
翻
訳
事
業
と
し
て
の『
百
科
全
書
』は
、わ
が
国
で
刊
行
さ
れ
た
近
代
的
百
科
事
典
の
出
版
史
上
、

記
念
碑
的
な
位
置
を
占
め
る
。
大
槻
如
電
に
よ
る
『
日
本
洋
学
年
表
』
の
「
明
治
十
年
丁
丑
」
の
欄
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。 

 

百
科
全
書 

第
一
篇 

天
文
地
文
地
質
気
象 

文
部
省
刊
行 

文
化
辛
未
幕
府
天
文
台
に
翻
訳
局
を
置
く
。
其
第
一
着
手
「
厚
生
新
編
」
百
科
全
書
也
。
此
局
変
転
六
十
又
年
、
是
歳
立
て
大
学
と
な
る
。
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而
し
て
文
部
（
省
）
先
此
書
を
刊
行
す
。
首
あ
り
尾
あ
り
と
云
ふ
べ
し
五

。 

 

補
足
す
れ
ば
、「
文
化
辛
未
」
と
は
一
八
一
一
（
文
化
八
）
年
、「
変
転
六
十
又
年
」
は
文
部
省
創
設
に
至
る
ま
で
の
翻
訳
機
関

変
遷
の
期
間
、「
大
学
」
は
一
八
七
七
（
明
治
十
）
年
に
設
立
さ
れ
た
東
京
大
学
を
指
す
。
日
本
で
最
初
に
翻
訳
出
版
さ
れ
た
西

洋
式
百
科
事
典
で
あ
る
『
厚
生
新
編
』
は
江
戸
幕
府
の
翻
訳
事
業
に
よ
る
成
果
物
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
続
き
刊
行
さ
れ
た
文
部

省
『
百
科
全
書
』
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
「
首
あ
り
尾
あ
り
」
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 翻
訳
機
関
の
そ
れ
か
ら 

一
八
〇
八
（
文
化
五
）
年
の
フ
ェ
ー
ト
ン
号
事
件
は
、
日
本
の
洋
学
史
に
お
け
る
蘭
学
か
ら
英
学
へ
の
転
換
点
と
も
な
っ
た
。

こ
の
事
件
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
江
戸
幕
府
は
、オ
ラ
ン
ダ
語
の
通
詞
ら
に
英
語
学
習
を
命
じ
る
と
と
も
に
、初
の
英
和
辞
書『
暗

厄
利
亜
語
林
大
成
』
を
一
八
一
四
（
文
化
十
一
）
年
に
編
纂
さ
せ
て
い
る
。 

一
八
五
三
（
嘉
永
六
）
年
の
ペ
リ
ー
来
航
に
よ
り
幕
府
の
外
交
事
務
が
増
加
し
、
天
文
台
蕃
書
和
解
御
用
で
の
翻
訳
業
務
も
拡

大
し
て
い
た
。
一
八
五
五
（
安
政
二
）
年
に
翻
訳
局
が
天
文
台
か
ら
分
離
さ
れ
て
洋
学
所
と
な
り
、
翌
年
に
は
幕
府
直
轄
の
洋
学

研
究
教
育
機
関
と
し
て
蕃
書
調
所
が
創
設
さ
れ
る
。「
洋
学
」
か
ら
「
蕃
書
」
へ
の
回
帰
は
、
幕
府
内
の
漢
学
者
ら
の
意
向
を
反

映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
古
賀
謹
一
郎
が
頭
取
（
校
長
）
に
就
き
、
当
時
の
高
名
な
洋
学
者
が
集
め
ら
れ
た
。
翻
訳
業
務
と
し

て
は
外
交
文
書
以
外
に
外
国
新
聞
や
雑
誌
も
日
常
的
に
扱
っ
た
よ
う
だ
。Ned

erla
n
d
sch

 M
a
g
a
zijn

（『
和
蘭
宝
函
』『
荷
蘭
宝
函
』

と
し
て
知
ら
れ
る
オ
ラ
ン
ダ
の
雑
誌
）
を
抄
訳
し
た
内
容
は
、『
官
板
玉
石
志
林
』
や
『
度
日
閑
言
』
に
窺
え
る
し
、「
新
聞
」
と

名
の
付
い
た
本
邦
初
の
「
官
板
バ
タ
ビ
ヤ
新
聞
」
は
、
バ
タ
ビ
ヤ
の
オ
ラ
ン
ダ
総
督
府
か
ら
出
さ
れ
て
い
た
機
関
紙
を
抄
訳
し
た

も
の
で
あ
る
（
後
に
「
官
板
海
外
新
聞
」
と
し
て
継
承
）。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
公
刊
さ
れ
ず
、
幕
府
内
で
閲
覧
さ
れ
た
の
み
で

あ
っ
た
。 

 

そ
の
後
、
蕃
書
調
所
は
一
八
六
二
（
文
久
二
）
年
に
洋
書
調
所
、
一
八
六
三
（
文
久
三
）
年
に
は
開
成
所
と
改
称
さ
れ
る
が
、

教
育
機
関
と
し
て
の
機
能
は
継
続
し
て
い
た
。
改
称
名
か
ら
は
、
も
は
や
「
蕃
書
」
と
呼
ぶ
漢
学
者
の
抵
抗
は
弱
体
化
し
た
と
考

え
ら
れ
よ
う
。
特
に
一
八
六
〇
（
万
延
元
）
年
以
降
は
授
業
科
目
も
増
え
て
、
オ
ラ
ン
ダ
語
に
加
え
英
語
・
フ
ラ
ン
ス
語
・
ド
イ

ツ
語
な
ど
の
語
学
が
充
実
し
、
さ
ら
に
化
学
・
器
械
学
・
物
産
学
・
画
学
・
数
学
な
ど
が
教
授
さ
れ
た
。
洋
学
関
係
翻
訳
書
の
開

版
に
際
し
て
は
、
草
稿
の
検
閲
業
務
が
天
文
方
か
ら
引
き
継
が
れ
、
そ
の
検
閲
記
録
は
『
開
版
見
改
元
帳
』
に
残
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
機
関
は
さ
ら
に
一
八
六
八
（
明
治
元
）
年
の
開
成
学
校
、
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
の
大
学
校
（
大
学
南
校
、
大
学
東
校
）、

一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
七
月
の
文
部
省
、
一
八
七
七
（
明
治
十
）
年
四
月
の
東
京
大
学
に
ま
で
つ
な
が
る
。 

 

『
東
京
帝
国
大
学
五
十
年
史 

上
冊
』
に
よ
る
と
、
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
十
月
に
は
「
我
邦
ニ
有
益
実
用
ア
ル
洋
書
ヲ
繙

訳
シ
国
家
政
教
ヲ
翼
賛
シ
以
テ
開
化
ヲ
進
ム
ル
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
大
学
南
校
に
「
繙
訳
局
」
が
置
か
れ
、
そ
の
規
則
に
つ
い

て
も
詳
細
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
興
味
深
い
内
容
な
の
で
引
用
し
て
お
こ
う
六

。 

 

大
学
南
校
繙
訳
局 

明
治
二
年
十
月
本
校
内
に
繙
訳
局
を
設
く
。
左
に
掲
ぐ
る
と
こ
ろ
の
同
局
規
則
に
拠
れ
ば
同
局
の
目
的
は
有
益
な
る
洋
書
を
訳
し
て
其
の

流
伝
を
弘
く
し
、
以
て
政
教
を
翼
賛
し
、
開
化
を
進
む
る
に
在
り
。
蓋
し
当
時
民
間
に
は
未
だ
有
力
な
る
飜
訳
出
版
の
機
関
存
せ
ず
、
西

洋
学
術
の
紹
介
も
微
々
た
る
も
の
な
り
し
か
ば
、
政
府
自
ら
訳
書
出
版
の
事
に
当
ら
ん
と
し
此
の
局
を
設
け
た
る
も
の
な
る
べ
し
。 

大
学
南
校
繙
訳
局
規
則 

一 

当
校
に
繙
訳
局
ヲ
開
ケ
ル
所
以
ノ
者
ハ
我
邦
ニ
有
益
実
用
ア
ル
洋
書
ヲ
繙
訳
シ
国
家
政
教
ヲ
翼
賛
シ
以
テ
開
化
ヲ
進
ム
ル
ニ
在
リ 

一 

訳
文
ハ
務
メ
テ
質
実
簡
潔
ナ
ラ
ン
ヲ
要
シ
苟
モ
文
華
ヲ
衒
フ
事
ヲ
禁
ス 

一 

校
合
者
疑
難
ノ
條
ア
ラ
ハ
訳
者
ニ
就
キ
質
問
シ
テ
之
ヲ
校
合
ス
ヘ
シ
妄
ニ
私
意
ヲ
以
テ
改
竄
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
事 

一 

写
字
生
版
下
ハ
勿
論
中
清
書
及
ヒ
草
稿
タ
リ
ト
モ
字
画
務
メ
テ
端
正
ヲ
主
ト
ス
草
体
読
難
キ
ノ
字
ヲ
書
ス
ベ
カ
ラ
ス 
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一 

訳
書
彫
刻
ハ
写
字
生
ノ
中
彫
刻
掛
リ
二
員
ヲ
置
テ
之
ヲ
掌
ラ
シ
ム
ル
事 

一 

局
中
置
附
ノ
書
籍
ハ
写
字
生
ノ
中
書
籍
掛
リ
二
員
ヲ
定
メ
テ
之
カ
管
轄
出
納
ヲ
掌
サ
ト
ラ
シ
ム
ル
事 

 
 
 

但
博
士
助
教
以
下
校
合
者
ニ
至
ル
マ
テ
書
籍
ヲ
宅
下
ス
ル
時
ハ
右
掛
リ
二
員
ノ
中
ヘ
談
ス
ヘ
シ 

一 
急
繙
訳
及
ヒ
急
校
合
急
写
字
等
ア
ル
時
ハ
時
刻
ニ
拘
ハ
ラ
ス
夙
出
晩
退
勉
励
ス
ヘ
キ
事 

 
 
 

但
休
暇
ノ
日
ト
雖
モ
時
宜
ニ
依
リ
出
局
或
ハ
居
宅
ニ
テ
其
業
ニ
従
事
ス
ヘ
シ 

一 

疾
病
ニ
テ
出
務
ヲ
謝
ス
ル
時
ハ
博
士
ハ
互
ニ
其
旨
断
状
ヲ
以
テ
シ
助
教
及
ヒ
写
字
督
務
ハ
博
士
監
督
ヘ
断
状
ヲ
以
テ
シ
写
字
生
ハ
写 

字
督
務
ヘ
断
状
ヲ
以
テ
シ
之
ヲ
長
官
ノ
聴
ニ
達
ス
ベ
シ 

 
 
 

但
当
病
ニ
テ
退
局
ノ
時
ハ
当
人
ヨ
リ
断
ニ
及
フ
事
右
ニ
准
ス 

明
治
四
年
七
月
文
部
省
設
立
の
後
間
も
な
く
同
局
は
文
部
省
に
移
管
せ
ら
れ
た
り
。 

 

文
部
省
創
設
の
二
か
月
後
、
九
月
に
は
文
部
省
編
輯
寮
が
置
か
れ
、
翌
年
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
九
月
に
そ
れ
が
編
書
課
と

反
訳
課
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
目
ま
ぐ
る
し
い
変
遷
を
経
て
、
一
八
七
七
（
明
治
十
）
年
の
東
京
大
学
創
立
に
い
た
る
わ
け
だ

が
、
以
上
の
よ
う
な
洋
学
教
育
行
政
機
関
に
よ
っ
て
翻
訳
の
実
践
は
着
実
に
担
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
情
を
踏
ま

え
る
と
、
明
治
初
期
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
に
は
そ
れ
ま
で
の
翻
訳
行
為
を
継
承
し
た
痕
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 文
部
省
『
百
科
全
書
』
へ
の
着
手 

こ
の
翻
訳
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、文
部
省
編
輯
寮
の
ト
ッ
プ
の
座
に
い
た
二
十
代
の
若
き
箕
作
麟
祥
が
中
心
と
な
っ
て
企
図
し
た

事
業
で
あ
る
。
箕
作
麟
祥
（
幼
名
「
貞
一
郎
」）
は
蘭
学
者
の
家
柄
出
身
で
、
祖
父
は
蘭
学
者
の
箕
作
阮
甫
、
父
は
阮
甫
の
養
子

省
吾
で
あ
る
。
従
兄
弟
の
大
麓
（
養
子
と
な
っ
た
の
で
菊
池
姓
）
も
『
百
科
全
書
』
で
翻
訳
を
担
当
し
て
い
る
。
本
邦
初
の
翻
訳

百
科
事
典
『
厚
生
新
編
』
の
訳
出
作
業
に
加
わ
っ
た
阮
甫
を
祖
父
に
持
っ
た
こ
と
が
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
へ
の
着
手
に
直
接

間
接
的
に
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
で
あ
ろ
う
と
の
想
像
は
難
く
な
い
。麟
祥
は
幼
少
時
か
ら
家
で
祖
父
に
蘭
学
や
英
学
を
学

び
、
ま
た
藤
森
天
山
（
弘
庵
）・
安
積
艮
斎
か
ら
漢
学
を
学
ん
だ
。
阮
甫
死
亡
に
よ
り
家
督
を
相
続
し
、
弱
冠
十
六
歳
で
蕃
書
調

所
の
教
官
と
な
っ
た
俊
才
だ
。
一
八
六
七
（
慶
応
三
）
年
に
徳
川
昭
武
の
パ
リ
博
覧
会
行
に
随
行
し
、
翌
年
帰
国
後
、
明
治
政
府

に
入
る
。
兵
庫
県
御
用
掛
の
後
に
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
に
翻
訳
御
用
掛
、
大
学
中
博
士
と
な
る
。
家
塾
の
生
徒
に
大
井
憲
太

郎
や
中
江
兆
民
ら
が
い
た
。
彼
ら
の
フ
ラ
ン
ス
語
は
箕
作
麟
祥
仕
込
み
な
の
だ
。
一
八
七
〇
（
明
治
三
）
年
に
制
度
取
調
兼
任
、

翌
年
に
文
部
少
博
士
兼
司
法
少
判
事
、
編
輯
寮
専
務
に
就
任
。
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
翻
訳
局
長
に
な
り
、
翌
年
に
は
明
六
社

に
参
加
し
、『
明
六
雑
誌
』
に
も
翻
訳
を
投
稿
し
て
い
る
。
大
槻
文
彦
に
よ
る
『
箕
作
麟
祥
君
伝
』
で
は
、
次
の
よ
う
な
大
隈
重

信
の
話
を
紹
介
す
る
。 

 

初
め
明
治
政
府
に
於
て
一
番
必
要
を
感
じ
た
の
は
、
外
国
の
語
、
そ
れ
か
ら
外
国
の
文
を
翻
訳
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
新
た
に
政
府
を
組

立
て
、
さ
う
し
て
総
て
外
交
を
引
受
け
る
と
同
時
に
、
外
政
の
改
革
を
行
ふ
に
就
て
、
外
国
人
を
雇
ふ
と
か
外
国
人
と
往
復
す
る
と
か
、

契
約
す
る
と
か
言
ふ
に
、
た
だ
、
普
通
の
通
弁
で
は
不
慥
で
あ
る
。
相
当
の
学
問
の
あ
る
人
で
且
人
格
が
慥
で
信
用
の
置
け
る
、
さ
う
し

て
、
多
少
一
般
の
政
治
の
上
に
も
、
社
会
の
上
に
も
、
相
当
の
人
格
を
具
へ
た
人
で
な
け
れ
ば
、
政
府
の
機
密
若
し
く
は
、
政
府
の
将
来

の
方
針
と
云
ふ
や
う
な
こ
と
を
打
明
け
て
話
を
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
さ
う
云
ふ
人
が
必
要
で
あ
つ
て
、
さ
う
云
ふ
人
は
甚
だ
乏
し
い

の
で
あ
る
。
然
る
に
箕
作
麟
祥
君
は
、
英
学
と
仏
学
と
両
方
が
出
来
て
、
さ
う
し
て
あ
あ
云
ふ
人
で
あ
り
ま
す
か
ら
十
分
に
信
用
を
置
い

て
、
何
事
も
打
明
け
て
、
話
を
す
る
こ
と
が
出
来
、
あ
の
人
の
学
力
と
、
あ
の
人
の
口
と
を
仮
り
て
十
分
の
働
き
を
な
さ
し
む
る
必
要
が

あ
り
、
又
実
際
に
於
て
十
分
働
き
を
現
は
し
た
こ
と
で
あ
つ
た
。
さ
う
云
ふ
訳
で
箕
作
君
は
政
府
全
体
に
重
ん
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
七

。 

 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
着
手
し
た
の
は
箕
作
麟
祥
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
活
躍
は
文
部
省
に
と
ど
ま
ら
ず
、
む

し
ろ
司
法
省
で
の
民
法
編
纂
な
ど
で
彼
は
後
世
に
名
を
遺
し
た
。 
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創
設
当
初
の
文
部
省
で
は
、
学
制
を
控
え
て
教
科
書
の
編
纂
が
差
し
迫
っ
た
任
務
で
あ
っ
た
。『
文
部
省
第
一
年
報
』
の
「
編

書
事
務
」
の
説
明
を
見
て
お
こ
う
八

。 

 
初
メ
文
部
省
ヲ
置
ク
ヤ
学
科
教
授
ノ
書
欠
乏
ナ
ル
ヲ
以
テ
明
治
四
年
九
月
編
輯
寮
ヲ
置
キ
教
科
書
ヲ
編
輯
ス
是
ヨ
リ
先
キ
大
学
ニ
語
彙
掛

ア
リ
俗
訳
掛
ア
リ
南
校
ニ
反
訳
局
ア
リ
東
校
ニ
医
書
反
訳
掛
ア
リ
是
ニ
至
リ
尽
ク
之
ヲ
編
輯
寮
ニ
収
ム
而
シ
テ
編
ム
所
ノ
書
其
宜
ヲ
得
サ

ル
ヲ
以
テ
五
年
九
月
遂
ニ
之
ヲ
廃
シ
更
ニ
東
京
師
範
学
校
中
ニ
於
テ
之
ヲ
編
輯
シ
又
別
ニ
省
中
ニ
編
書
課
ヲ
置
キ
以
テ
専
ラ
教
科
書
ノ
欠

乏
ヲ
補
フ
其
既
ニ
刻
ス
ル
所
ノ
書
数
左
ノ
如
シ 

  

政
法
書 

反
訳
和
文 

十
三
部 

 

三
十
二
冊 

経
済
書 

同 
 
 
 

一 

部 
 

七 
 

冊 

 

物
理
書 

同 
 
 
 

二 

部 
 

五 
 

冊 

化
学
書 

同 
 
 
 

一 

部 
 

二 
 

冊 

 

植
物
書 

同 
 
 
 

二 

部 
 

二 
 

枚 

地
理
書 

同 
 
 
 

四 

部 

書 

二
十
一
冊

図
四 

 

帖 

 

農
学
書 

同 
 
 
 

一 

部 
 

八 
 

冊 

地
質
学 

同 
 
 
 

一 

部 
 

二 
 

冊 

 

医 

書 

同 
 
 
 

二 

部 
 

二 
 

冊 

兵 

書 

同 
 
 
 

三 

部 
 

七 
 

冊 

 

修
身
学 

同 
 
 
 

一 

部 
 

二 
 

冊 
歴 

史 

編
輯
和
文 

六 

部 
 

二
十
一
冊 

 

文 

典 

同 
 
 
 

一 

部 
 

二 
 

冊 

読 
本 
同 

 
 
 

一 

部 
 

一 
 

冊 

 

習
字
書 

同 
 
 
 

一 

部 
 

一 
 

冊 

画
学
書 
同 

 
 
 

二 

部 
 

三 
 

冊 

 

字 

書 

同 
 
 
 

一 

部 
 

七 
 

冊 

統
計
学 

反
訳
和
文 

一 

部 
 

一 
 

冊 

 

語
学
書 

編
輯
和
文 

二 

部 
 

二 
 

冊 

単
語
篇 

同 
 
 
 

二 

部 
 

五 
 

冊 

 

図  
 

反
訳
和
文 

二 

部 
 

二 
 

枚 

雑 

書 

編
輯
和
文 

二 
部 

 

二 
 

冊 

 

幼
童
翫
嬉
品 

  
 

七 

種 
 

図 

百
二
枚

器 

六 

種 

地
球
儀    

 
 
 

一 

基 

  

総
計
と
し
て
は
、「
書
五
十
二
部
（
百
三
十
三
冊
・
二
枚
・
図
二
枚
・
同
七
帖
）」「
翫
嬉
品
七
種
（
画
百
二
枚
・
器
六
種
）」「
地

球
儀
一
基
」
と
最
後
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。『
文
部
省
第
一
年
報
』
は
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
の
も
の
だ
が
、
こ
の
統
計
に

は
同
年
に
刊
行
さ
れ
た
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
分
冊
本
『
百
工
応
用
化
学
』
と
『
教
導
説
』
の
二
冊
が
含
ま
れ
て
い
る
か
否
か

は
定
か
で
は
な
い
。 

一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
十
一
月
に
森
有
礼
の
推
薦
で
文
部
省
編
書
課
長
と
な
っ
た
の
が
西
村
茂
樹
で
あ
る
九

。
西
村
は
文
部

省
『
百
科
全
書
』
の
も
う
ひ
と
り
の
立
役
者
で
あ
り
、
自
ら
『
天
文
学
』
を
翻
訳
す
る
と
と
も
に
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
内
の
校
正
者

グ
ル
ー
プ
を
ま
と
め
て
い
る
。
当
時
の
文
部
省
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
西
村
本
人
が
「
往
時
録
」
で
晩
年
に
回
顧
し
た
も
の
が
残

さ
れ
て
い
る
。「
チ
ヤ
ン
バ
ー
氏
の
原
書
を
訳
す
る
も
の
」
と
い
う
件
の
前
後
を
少
し
長
く
な
る
が
引
用
し
て
お
く
。 

 

○
明
治
六
年
十
一
月
二
十
五
日
、
文
部
省
五
等
出
仕
に
補
せ
ら
れ
、
編
書
課
長
を
命
せ
ら
る
、
文
部
省
創
立
い
ら
い
首
と
し
て
中
学
小
学

の
課
業
書
を
編
輯
せ
ざ
る
可
ら
ざ
る
こ
と
と
定
め
た
れ
ど
も
、
未
た
其
方
を
得
ず
、
又
前
文
部
卿
大
木
喬
任
氏
の
時
よ
り
、
種
々
の
書
の

編
纂
に
着
手
し
、
頗
る
紛
雑
の
観
あ
り
、
余
が
編
書
課
長
と
な
り
た
る
時
、
課
員
の
分
担
せ
る
所
は
伊
藤
圭
介
、
日
本
産
物
誌
を
編
纂
し
、

阪
田
莠
、
資
治
通
鑑
に
訓
点
を
加
へ
、
田
中
義
廉
小
学
読
本
を
編
し
、
榊
原
芳
野
、
稲
垣
千
頴
別
種
の
読
本
を
編
し
、
小
野
寺
丹
下
、
魯

語
辞
書
を
編
し
、
浅
岡
一
、
和
仏
字
書
を
編
し
、
桑
田
親
五
、
合
衆
国
小
史
を
編
し
、
大
槻
修
二
、
久
保
吉
人
、
小
沢
圭
二
郎
は
本
邦
辞

書
を
編
し
、
山
本
信
実
は
算
術
書
を
編
し
、
木
村
正
辞
、
黒
川
真
頼
は
本
邦
歴
史
を
編
し
、
川
田
剛
は
（
官
吏
に
非
ず
報
酬
を
与
へ
て
編

輯
せ
し
む
）
大
日
本
史
の
後
を
継
ぎ
て
歴
史
を
編
す
、
内
田
五
観
は
暦
を
編
し
（
此
時
暦
は
文
部
省
の
管
理
と
な
り
居
れ
り
）
南
部
義
籌
、

仮
字
文
典
を
編
す
、
又
省
中
に
反
訳
課
あ
り
、
河
津
祐
之
、
其
課
長
と
な
り
、
洋
学
者
を
以
て
課
員
と
す
、
亦
教
育
用
の
西
書
を
翻
訳
す
、

然
る
に
此
頃
は
洋
書
を
読
む
者
は
多
く
和
漢
の
書
に
通
ぜ
ず
、
是
を
以
て
訳
成
る
毎
に
、
必
す
漢
文
に
通
す
る
者
を
し
て
其
文
を
修
正
せ

し
む
、
是
を
校
正
と
い
ふ
、
又
前
文
部
卿
の
時
よ
り
百
科
全
書
の
編
あ
り
、
是
は
英
人
チ
ヤ
ン
ム
バ
ー
氏
の
原
書
を
訳
す
る
も
の
に
し
て
、
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其
訳
者
は
本
省
の
官
吏
に
限
ら
ず
、
広
く
世
間
の
洋
学
者
に
托
す
、
是
又
脱
稿
の
上
、
本
課
に
て
是
を
校
正
し
て
出
版
す
る
な
り
、
此
校

正
者
は
皆
編
書
課
中
に
あ
り
、
那
珂
通
高
、
大
井
潤
一
、
清
水
世
信
、
宮
崎
愚
、
内
村
耿
之
介
、
小
林
病
翁
、
長
川
新
吾
、
の
こ
と
き
是

な
り
、
本
課
に
属
す
る
画
家
に
は
狩
野
良
信
、
北
爪
有
卿
あ
り
、
板
下
書
に
は
松
井
甲
太
郎
あ
り
、
又
加
藤
弘
之
の
国
法
汎
論
、
内
田
正

雄
の
輿
地
誌
略
も
本
課
に
て
是
を
校
正
し
出
版
す
る
な
り
、
故
に
本
課
は
編
集
の
外
、
又
彫
刻
製
本
の
分
課
を
置
き
、
吏
員
を
し
て
是
を

掌
ら
し
む
、
明
治
十
年
一
月
朝
廷
に
て
官
制
の
大
改
革
あ
り
、
文
部
省
に
て
も
同
し
く
改
革
を
行
ひ
、
編
書
課
に
於
て
も
教
科
必
用
の
外

は
尽
く
其
編
纂
を
廃
す
一
〇 

  

洋
学
者
が
翻
訳
し
た
原
稿
に
漢
学
者
が
手
を
加
え
る
こ
と
を
「
校
正
」
と
述
べ
て
い
る
点
も
興
味
深
い
。
文
部
省
『
百
科
全
書
』

に
限
ら
ず
、「
此
頃
は
洋
書
を
読
む
者
は
多
く
和
漢
の
書
に
通
ぜ
ず
、
是
を
以
て
訳
成
る
毎
に
、
必
す
漢
文
に
通
す
る
者
を
し
て

其
文
を
修
正
せ
し
む
、
是
を
校
正
と
い
ふ
」
と
い
う
手
順
が
一
般
化
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。 

明
治
維
新
後
に
文
部
行
政
を
担
当
し
た
の
は
大
学
校
（
翌
年
に
は
、
大
学
）
で
あ
り
、
こ
れ
が
文
部
省
の
前
身
で
あ
っ
た
。
文

部
省
編
輯
寮
は
創
設
の
翌
年
に
は
編
書
課
と
反
訳
課
と
な
り
、
さ
ら
に
一
八
八
〇
（
明
治
十
三
）
年
文
部
省
編
輯
局
と
し
て
再
編

さ
れ
る
。
目
ま
ぐ
る
し
く
変
遷
さ
れ
た
官
僚
組
織
を
中
心
に
内
外
の
洋
学
者
の
協
力
を
募
り
な
が
ら
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
を

翻
訳
出
版
す
る
と
い
う
大
規
模
な
国
家
的
事
業
は
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

翻
訳
ビ
ジ
ネ
ス
と
「
賃
訳
」 

 

現
代
で
は
「
翻
訳
家
」
と
い
う
職
業
が
あ
り
、
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
の
翻
訳
に
も
違
和
感
は
な
い
だ
ろ
う
。
専
門
書
や
文
学
書
な

ど
の
場
合
は
、
研
究
者
や
文
学
者
が
翻
訳
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
翻
訳
に
対
し
て
は
何
ら
か
の
対
価
が
支
払
わ

れ
る
場
合
が
一
般
的
だ
。
た
だ
し
、
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
（cro

w
d

「
群
集
」
とo

u
tso

u
rcin

g

「
外
注
」
か
ら
の
造
語
）
に
よ

る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
翻
訳
も
、
二
十
一
世
紀
に
お
け
る
ネ
ッ
ト
社
会
の
新
し
い
動
向
の
一
面
で
あ
る
こ
と
は
付
け
加
え
て
お
こ
う
。 

 

民
間
の
翻
訳
会
社
の
先
駆
け
は
、
社
会
主
義
者
の
堺
利
彦
が
一
九
一
〇
（
明
治
四
十
三
）
年
十
二
月
に
設
立
し
た
「
売
文
社
」

と
さ
れ
る
一
一

。
赤
旗
事
件
で
投
獄
中
で
あ
っ
た
た
め
に
大
逆
事
件
の
難
を
危
う
く
逃
れ
た
堺
は
、
出
獄
前
か
ら
文
筆
ビ
ジ
ネ
ス

の
構
想
を
練
っ
て
い
た
。
彼
の
『
売
文
集
』
の
「
序
（
売
文
社
の
記
）」
に
よ
る
と
、
得
意
先
に
配
布
し
た
「
売
文
社
営
業
案
内
」

に
は
、「（
イ
）
新
聞
、
雑
誌
、
書
籍
の
原
稿
製
作
。（
ロ
）
英
、
仏
、
独
、
其
他
外
国
語
の
和
訳
。（
ハ
）
和
文
の
外
国
語
訳
（
英

訳
、
仏
訳
、
独
訳
等
）。（
ニ
）
演
説
、
講
義
、
談
話
等
の
筆
記
。（
ホ
）
趣
意
書
、
意
見
書
、
報
告
書
、
祝
辞
、
祝
文
、
広
告
文
、

書
簡
文
、
其
他
一
切
文
章
の
立
案
、
代
作
、
及
び
添
削
。（
以
下
略
）」
と
あ
る
。
英
語
は
堺
自
身
、
フ
ラ
ン
ス
語
は
大
杉
栄
、
ド

イ
ツ
語
は
高
畠
素
之
な
ど
が
担
当
し
、
し
か
も
「
社
中
で
出
来
な
い
事
は
、
そ
れ
〲
特
約
の
専
門
家
に
や
ツ
て
貰
ひ
ま
す
か
ら
、

何
卒
御
安
心
の
上
、
御
用
命
を
願
ひ
ま
す
」
と
も
書
い
て
お
り
一
二

、
昨
今
の
翻
訳
会
社
で
一
般
的
と
な
っ
て
い
る
外
注
（
ア
ウ

ト
ソ
ー
シ
ン
グ
）
方
式
を
す
で
に
採
用
し
て
い
る
点
に
先
見
性
が
感
じ
ら
れ
る
。 

売
文
社
の
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
の
は
硯
友
社
の
社
則
第
六
条
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
一
三

。
こ
の
社
則
は
尾
崎
紅
葉
が
起
草
し
、

『
我
楽
多
文
庫
』
の
第
一
号
（
一
八
八
八
年
五
月
発
行
）
に
掲
載
さ
れ
た
。
社
則
全
九
条
の
第
六
条
に
は
、「
本
社
は
小
説
の
起

草
。
劇
場
の
正
本
。
小
説
の
反
訳
（
潤
筆
は
一
字
に
つ
き
千
金
づ
ゝ
申
受
候
）
広
告
の
案
文
。
歌
句
戯
文
の
添
削
批
評
等
の
御
依

頼
に
応
じ
可
申
候
。
但
し
建
白
書
の
草
案
起
稿
其
外
政
事
向
の
文
書
は
命
に
替
へ
て
も
御
断
申
上
候
」
と
冗
談
め
か
し
た
調
子
の

内
容
が
書
か
れ
て
い
る
。 

注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
な
翻
訳
ビ
ジ
ネ
ス
の
初
期
形
態
が
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
翻
訳
事
業
に
見
ら
れ
る
点
で
あ
る
。

文
部
省
で
は
あ
る
種
の
外
注
シ
ス
テ
ム
を
当
時
す
で
に
採
用
し
て
い
た
の
だ
。
翻
訳
の
出
来
高
に
応
じ
て
料
金
を
支
払
う
形
態
は
、

か
つ
て
賃
訳
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
明
治
初
期
に
始
ま
る
。 

石
井
研
堂
『
明
治
事
物
起
原
』
の
「
賃
訳
所
の
始
め
」
に
よ
れ
ば
、「
依
頼
に
応
じ
て
、
洋
文
翻
訳
を
や
る
所
は
、
明
治
五
年

秋
に
始
ま
れ
り
」
と
の
こ
と
で
あ
り
、「
こ
の
時
代
は
、
翻
訳
の
仕
事
が
多
く
、「
賃
訳
」
と
い
ふ
新
し
い
言
葉
さ
へ
出
来
せ
り
」

と
い
う
。
そ
し
て
、
翻
訳
所
（
神
田
雉
子
町
三
十
番
地
）
の
『
雑
誌
』
広
告
と
し
て
、「
十
行
二
十
字
一
枚
に
つ
き 

英
文
和
訳 
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金
一
円
、
和
文
英
訳 

金
三
分
」
を
紹
介
し
て
い
る
一
四

。 

こ
の
時
期
は
、
折
し
も
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
翻
訳
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
着
手
さ
れ
た
頃
で
あ
る
。
石
井
は
『
明
治
事
物
起
原
』

に
「
百
科
全
書
の
賃
訳
」
と
い
う
項
目
を
設
け
て
、
大
槻
文
彦
の
『
箕
作
麟
祥
君
伝
』
か
ら
の
引
用
と
し
て
佐
原
純
一
に
よ
る
談

話
を
紹
介
し
て
い
る
。 

 

私
は
南
校
に
居
て
、
明
治
四
年
の
七
月
か
八
月
に
、
編
輯
寮
の
大
属
に
な
り
ま
し
た
が
其
時
、
箕
作
麟
祥
先
生
が
、
編
輯
頭
を
や
つ
て

居
ら
れ
ま
し
た
。
其
時
分
先
生
が
頭
に
な
つ
て
、
フ
ル
ベ
ツ
キ
の
持
つ
て
居
た
チ
ヤ
ン
ブ
ル
の
百
科
全
書―

―

イ
ン
フ
ヲ
ル
メ
ー
シ
ヨ
ン

オ
フ
ピ
ー
プ
ル
と
か
い
ふ
も
の
百
科
ば
か
り
あ
る
の
で
、
あ
れ
を
割
訳
に
し
よ
う
と
い
つ
て
引
つ
ぽ
と
い
て
、
賃
訳
に
出
し
ま
し
た
。
編

輯
寮
に
勤
め
て
居
る
者
で
も
、
学
校
の
教
員
を
し
て
居
る
者
で
も
、
福
沢
の
人
た
ち
で
も
誰
で
も
英
書
の
読
め
る
者
に
は
、
訳
さ
せ
た
も

の
で
す
。（
中
略
） 

 

牟
田
口
元
学
は
、
少
外
史
か
何
か
勤
め
て
居
ま
し
た
が
、
箕
作
先
生
を
嫌
つ
て
、
官
吏
た
る
者
が
、
賃
訳
を
す
る
の
は
、
不
都
合
千
万

だ
と
い
ふ
こ
と
を
、
屢
言
つ
て
居
ま
し
た
。
尤
も
、
箕
作
先
生
の
収
入
は
、
多
い
方
で
、
多
い
時
に
は
給
料
よ
り
も
多
い
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
。
百
科
全
書
の
中
の
、
心
理
学
な
ど
は
、
む
づ
か
し
く
つ
て
、
誰
も
訳
し
手
が
な
い
。
そ
ん
な
の
は
、
十
行
二
十
字
の
草
稿
を
、
一

枚
四
円
で
、
箕
作
先
生
が
翻
訳
さ
れ
ま
し
た
。
休
み
の
日
な
ど
に
は
、
一
日
に
余
ほ
ど
出
来
ま
し
た
。
他
の
人
の
翻
訳
は
、
一
番
安
い
の

が
十
行
二
十
字
一
枚
一
円
で
し
た
一
五

。 

 た
だ
し
、
こ
の
内
容
に
は
『
箕
作
麟
祥
君
伝
』
の
実
際
の
記
述
と
の
齟
齬
も
あ
る
の
で
、
部
分
的
に
石
井
自
身
の
意
見
が
混
在

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
フ
ル
ベ
ツ
キ
の
持
つ
て
居
た
チ
ヤ
ン
ブ
ル
の
百
科
全
書
」
と
い
う
件
は
『
箕
作
麟
祥
君

伝
』そ
の
も
の
に
は
な
い
。こ
の
点
は
底
本
の
入
手
経
路
と
も
関
連
す
る
重
要
な
内
容
な
の
で
、あ
と
で
詳
し
く
検
討
し
た
い
が
、

い
ま
は
石
井
の
私
見
も
含
め
て
、『
明
治
事
物
起
源
』
に
お
け
る
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
賃
訳
に
つ
い
て
の
記
述
と
し
て
参
照

す
る
に
と
ど
め
て
お
こ
う
。 

 

石
井
は
ま
た
文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
つ
い
て
、「
速
成
杜
撰
の
も
の
な
が
ら
、
明
治
初
年
、
国
民
の
新
智
識
を
普
遍
な
ら
し

む
る
に
は
、
多
少
の
効
果
あ
り
し
な
り
」
と
、
か
な
り
辛
口
の
コ
メ
ン
ト
を
添
え
て
い
る
。
効
果
云
々
の
真
偽
の
ほ
ど
は
別
に
し

て
も
、
十
行
二
十
字
一
枚
一
円
か
ら
四
円
と
い
う
途
方
も
な
く
高
額
の
翻
訳
料
が
事
実
と
す
れ
ば
、
牟
田
口
元
学
の
よ
う
に
批
判

的
な
立
場
も
当
然
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
時
間
も
予
算
も
膨
大
な
事
業
だ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
大
槻

文
彦
の
回
想
に
も
「
当
時
諸
藩
な
ど
か
ら
洋
書
の
飜
訳
を
頼
み
に
来
る
。
む
づ
か
し
い
も
の
は
十
行
二
十
字
一
枚
で
二
円
か
ら
三

円
ぐ
ら
ゐ
、
や
さ
し
い
も
の
で
も
一
円
か
ら
五
十
銭
出
し
た
。
こ
れ
を
賃
訳
と
云
つ
た
。
書
生
に
金
廻
り
の
よ
い
者
が
あ
り
、
私

な
ど
も
取
つ
た
も
の
だ
」
と
い
う
談
話
が
残
っ
て
い
る
一
六

。
賃
訳
の
相
場
と
し
て
、
石
井
の
記
述
を
裏
付
け
る
貴
重
な
証
言
で

あ
る
。 

田
口
卯
吉
（
鼎
軒
）
も
自
社
の
予
約
刊
行
に
つ
い
て
「
明
治
十
五
年
の
始
め
我
社
に
於
て
始
め
て
予
約
刊
行
の
法
を
設
け
広
く

購
求
者
を
募
り
て
経
済
書
中
重
要
の
も
の
を
翻
訳
出
版
す
る
に
着
手
せ
り
、抑
も
予
約
刊
行
の
も
の
た
る
其
書
大
部
に
し
て
出
版

に
資
本
を
要
す
る
も
の
な
り
」
と
述
べ
た
後
に
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
お
け
る
翻
訳
料
に
言
及
し
て
い
る
。 

 

近
日
我
文
部
省
に
て
翻
訳
せ
ら
れ
た
る
チ
ヤ
ム
ブ
ル
氏
の
百
科
全
書
あ
り
、
丸
屋
書
店
よ
り
予
約
を
以
て
刊
行
せ
り
、
聞
く
が
如
く
は
此

書
の
如
き
は
一
枚
（
十
行
二
十
字
）
一
円
以
上
二
円
の
翻
訳
料
に
て
数
多
の
学
士
を
し
て
数
年
間
翻
訳
せ
し
め
た
る
も
の
な
り
と
、
其
費

額
定
め
て
大
な
ら
ん
、
我
政
事
類
典
の
如
き
も
多
く
之
に
譲
ら
ざ
る
も
の
な
り
、
然
る
に
我
社
に
於
て
は
石
川
暎
作
一
人
を
以
て
之
を
訳

し
他
少
し
く
之
を
補
助
し
期
を
違
へ
ず
し
て
二
十
四
ケ
月
を
以
て
之
を
完
備
せ
り
、
官
民
事
業
を
為
す
の
差
之
を
以
て
明
か
な
る
べ
し
、

然
れ
ど
も
是
れ
豈
に
我
社
の
功
な
ら
ん
や
、
皆
な
江
湖
の
賜
な
り
一
七 

 

賃
訳
と
し
て
の
「
一
枚
（
十
行
二
十
字
）
一
円
以
上
二
円
」
は
、
先
に
挙
げ
た
相
場
を
や
や
控
え
め
に
し
た
翻
訳
料
で
あ
る
が
、
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そ
れ
で
も
当
時
と
し
て
は
か
な
り
の
高
額
に
な
る
こ
と
は
確
か
だ
。萌
芽
的
な
翻
訳
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
も
、文
部
省『
百
科
全
書
』

は
明
治
初
期
に
突
出
し
た
規
模
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
っ
た
の
だ
。
国
家
的
事
業
と
し
て
文
部
省
の
箕
作
麟
祥
と
西
村
茂
樹
が
主

導
し
た
出
版
事
業
に
、賃
訳
と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
形
態
が
組
み
込
ま
れ
て
、文
部
省
内
外
の
人
材
に
高
額
の
翻
訳
料
が
支
払
わ
れ
た
。

明
治
初
期
の
東
京
に
は
福
澤
諭
吉
の
慶
応
義
塾
以
外
に
も
洋
学
私
塾
が
多
数
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
し
て
洋
学

者
に
翻
訳
が
発
注
さ
れ
、
出
来
高
に
応
じ
て
翻
訳
料
が
計
算
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。 

洋
学
者
が
翻
訳
し
た
訳
稿
の
大
半
は
、
国
学
・
漢
学
者
が
校
正
し
て
仕
上
げ
て
い
る
。
校
正
作
業
の
主
力
は
西
村
茂
樹
の
率
い

る
文
部
省
編
書
課
員
で
あ
る
。
翻
訳
テ
ク
ス
ト
に
残
さ
れ
た
「
校
」「
重
校
」「
同
校
」「
訂
」「
刪
訂
」
な
ど
の
違
い
が
厳
密
に
何

を
意
味
す
る
の
か
は
定
か
で
な
い
し
、
ど
の
程
度
ま
で
筆
を
入
れ
た
の
か
は
想
像
す
る
し
か
な
い
。
文
部
省
『
百
科
全
書
』
と
は

直
接
関
係
し
な
い
が
、
参
考
ま
で
に
、
箕
作
麟
祥
の
訳
稿
へ
の
校
正
に
つ
い
て
は
、
彼
の
傘
下
の
人
物
た
ち
が
次
の
よ
う
な
逸
話

を
語
っ
て
い
る
。 

 

私
が
箕
作
麟
祥
先
生
の
御
世
話
に
な
り
て
居
ま
し
た
の
は
明
治
五
六
年
、
先
生
が
権
大
内
史
を
し
て
居
ら
れ
た
比
、
私
は
翻
訳
局
等
外

で
、
先
生
の
配
下
に
居
り
、
役
所
が
ひ
け
て
か
ら
、
両
国
の
お
宅
に
、
度
々
書
物
に
参
り
ま
し
た
。
そ
の
時
、
写
し
た
の
は
万
国
史
と
覚

え
て
居
り
ま
す
。
そ
れ
は
賃
訳
で
、
先
生
が
翻
訳
を
さ
れ
、
私
が
中
清
書
を
し
て
そ
れ
を
辻
士
革
と
い
ふ
人
に
廻
す
。
辻
が
そ
れ
を
校
訂

を
し
ま
す
。
処
が
、
箕
作
先
生
は
、
辻
の
筆
を
入
れ
た
の
を
、
校
正
と
は
言
は
せ
な
い
、
た
ゞ
校
字
だ
け
を
許
さ
れ
ま
し
た
、
そ
れ
で
す

か
ら
、
本
に
な
つ
た
も
の
に
、
辻
士
革
校
と
あ
り
、
校
正
と
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
辻
と
い
ふ
人
は
、
文
を
直
す
の
が
中
々
上
手
で
ご
ざ
い
ま

し
た
。
先
生
の
翻
訳
さ
れ
た
も
の
を
、
私
が
中
清
書
を
し
、
辻
が
筆
を
入
れ
た
の
を
、
先
生
が
一
応
見
て
、
そ
れ
を
私
が
浄
写
す
る
と
い

ふ
手
順
で
、
長
い
間
や
り
ま
し
た
。 

 

万
国
史
の
賃
訳
は
、
十
行
二
十
字
で
先
生
の
御
所
得
が
一
枚
二
円
か
で
、
辻
が
二
十
銭
を
頂
き
、
私
は
二
銭
づ
ゝ
頂
き
ま
し
た
。 

其
時
分
、
翻
訳
局
は
、
正
院
の
内
に
あ
り
ま
し
た
。
岩
倉
公
の
屋
敷
の
隣
り
で
、
二
重
橋
か
ら
馬
場
先
門
へ
行
く
道
の
左
側
、
只
今
原

に
な
つ
て
居
る
所
に
あ
り
ま
し
た
。
其
頃
は
、
翻
訳
局
と
は
言
は
な
か
つ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
。
そ
れ
か
ら
御
廏
の
跡
に
引
移
り
ま
し
た
。

其
の
時
は
、
確
に
翻
訳
局
と
云
う
て
居
ま
し
た
。（
池
山
栄
明
談
） 

箕
作
先
生
が
、
仏
国
法
律
を
訳
さ
れ
る
時
分
に
は
辻
士
革
と
い
ふ
人
が
居
て
、
筆
記
を
し
ま
し
た
、
そ
れ
は
先
生
が
前
に
読
ん
で
置
か

れ
て
、
大
抵
午
前
の
仕
事
に
し
て
、
口
訳
を
さ
れ
ま
し
た
。
午
前
だ
け
で
八
九
枚
は
翻
訳
が
出
来
た
や
う
に
覚
え
て
居
り
ま
す
。
辻
と
い

ふ
人
は
前
は
、
開
成
所
の
筆
記
方
を
し
て
居
て
、
そ
れ
か
ら
文
部
省
に
来
た
人
で
、
校
合
を
す
る
の
が
役
で
あ
り
ま
し
た
、
原
書
は
読
め

な
か
つ
た
人
で
す
。（
鈴
木
唯
一
談
） 

辻
と
い
ふ
は
、
ヘ
イ
〳
〵
し
た
漢
学
先
生
、
妙
な
人
で
し
た
が
、
箕
作
先
生
か
ら
〈
斯
う
い
ふ
意
味
の
字
は
〉
と
聞
か
れ
る
と
〈
そ
れ

な
ら
、
斯
う
い
ふ
字
で
は
ど
う
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
〉
と
言
う
て
、
字
の
工
夫
を
す
る
、
そ
れ
で
、
箕
作
先
生
が
、
翻
訳
を
さ
れ
る
と
、
辻

が
目
を
通
す
こ
と
に
為
つ
て
ゐ
ま
し
た
。（
原
田
網
彦
談
）
一
八 

 

こ
の
よ
う
に
辻
士
革
と
い
う
漢
学
者
が
箕
作
の
個
人
的
な
翻
訳
を
校
正
す
る
場
合
と
は
異
な
り
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
で
は

複
数
の
翻
訳
者
が
関
与
す
る
の
で
、
グ
ル
ー
プ
作
業
に
起
因
す
る
一
層
の
難
し
さ
も
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
丸
善
版
合
冊
本
の
末

尾
を
飾
り
、
一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
一
月
に
追
加
さ
れ
た
別
冊
『
百
科
全
書 

索
引
』
の
凡
例
を
読
む
と
、
訳
語
の
不
統
一

を
は
じ
め
と
す
る
校
正
の
悩
ま
し
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。 

 

百
科
全
書
ノ
翻
訳
ハ
数
十
人
ノ
手
ニ
成
ル
ガ
故
ニ
或
ヒ
ハ
一
事
物
ニ
シ
テ
数
様
ノ
訳
語
ヲ
帯
ヒ
区
々
ト
シ
テ
一
定
セ
サ
ル
者
多
シ
此
索
引

ノ
如
キ
ハ
今
日
世
人
ノ
通
用
ス
ル
者
ニ
非
サ
レ
バ
捜
索
ニ
不
便
ナ
ラ
ン
故
若
シ
捜
索
ニ
不
便
ナ
リ
ト
思
惟
ス
ル
者
ア
ラ
バ
更
ニ
今
日
通
用

ノ
訳
語
ヲ
命
ジ
原
訳
語
ト
共
ニ
各
々
其
頭
字
ノ
仮
名
文
中
ニ
編
入
セ
リ
例
ヘ
ハ
元
ト
保
険
命
ト
ア
ル
ヲ
別
ニ
生
命
保
険
ト
訳
シ
闘
牌
ト
ア

ル
ヲ
歌
加
留
多
ト
訳
シ
又
捉
影
術
ト
ア
ル
ヲ
写
真
術
ト
訳
セ
ル
カ
如
シ
他
皆
之
ニ
倣
フ
一
九 
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翻
訳
事
業
に
お
い
て
賃
訳
シ
ス
テ
ム
で
料
金
を
支
払
う
こ
と
で
、文
部
省
内
外
の
複
数
の
洋
学
者
が
翻
訳
を
担
当
す
る
こ
と
が

実
現
で
き
た
。
出
来
上
が
っ
た
訳
稿
は
主
に
内
部
の
国
学
・
漢
学
者
が
校
正
を
し
て
仕
上
げ
た
も
の
の
、
訳
語
の
統
一
に
踏
み
切

る
の
は
、
時
期
尚
早
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
翻
訳
語
の
ゆ
ら
ぎ
を
認
識
し
な
が
ら
も
、
ま
だ
機
が
熟
し
て
い
な
か
っ
た
。 

と
は
い
え
、そ
の
翻
訳
形
態
は
現
代
の
翻
訳
会
社
で
は
一
般
的
と
な
っ
た
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
、つ
ま
り
外
注
の
原
型
で
あ
り
、

翻
訳
ビ
ジ
ネ
ス
の
事
始
め
と
も
言
え
る
。
文
部
省
『
百
科
全
書
』
は
近
代
国
家
を
目
指
す
明
治
政
府
の
翻
訳
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し

て
、
国
民
の
啓
蒙
の
た
め
に
企
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
翻
訳
が
ビ
ジ
ネ
ス
と
な
る
可
能
性
を
予
感
さ
せ
る
先
進
的
な
事
業
で

も
あ
っ
た
の
だ
。 

  

三
．『
百
科
全
書
』
の
輪
郭 

 

訳
さ
れ
た
編
名
の
ゆ
ら
ぎ 

 

英
国
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
の
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
兄
弟
に
よ
るC

h
a
m

b
ers’s In

fo
rm

a
tio

n
 fo

r th
e P

eo
ep

le

は
、
十
九
世
紀
に
は
す
で
に

主
流
と
な
っ
て
い
た
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
配
列
さ
れ
た
「
百
科
事
典
」
で
は
な
く
、
九
十
二
の
大
項
目
か
ら
成
る
啓
蒙
書
で
あ

る
。
こ
の
点
で
、
田
口
卯
吉
（
鼎
軒
）
の
「
真
正
の
百
科
全
書
に
あ
ら
ず
チ
ャ
ン
バ
ー
氏
の
『
イ
ン
フ
オ
ル
メ
ー
シ
ヨ
ン
』
な
り
」

と
の
謂
い
は
確
か
に
的
を
射
た
も
の
で
あ
る
し
、
柳
田
泉
が
「
国
民
須
知
」
と
呼
ん
だ
の
も
全
く
正
し
い
の
だ
二
〇

。 

一
八
三
〇
年
代
の
初
版
か
ら
七
〇
年
代
の
第
五
版
ま
で
出
版
さ
れ
た
が
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
主
な
底
本
と
な
っ
た
内
容

を
、「
無
年
記
英
国
版
」（
後
述
す
る
よ
う
に
一
八
六
七
年
刊
の
米
国
版
と
同
じ
）
で
確
認
し
て
お
こ
う
。 

 
 

起
点
テ
ク
ス
ト
の
目
次 

第
一
巻 

A
stronom

y, G
eology, M

eteorology, P
hysical G

eography, V
egetable P

hysiology, S
ystem

atic B
otany, A

nim
al P

hysiology – T
he 

H
um

an B
ody, Z

oology, N
atural P

hilosophy, M
echanics – M

achinery, H
ydrostatics – H

ydraulics – P
neum

atics, O
ptics–A

coustics, 

E
lectricity – G

alvanism
 – M

agnetism
 – E

lectro-M
agnetism

, C
hronology – H

orology, C
hem

istry, C
hem

istry A
pplied to the A

rts, 

F
ictile M

anufactures, T
extile M

anufactures, M
ining – M

inerals, M
etals – M

etallurgy, T
he S

tream
-E

ngine, C
ivil E

ngineering, Inland 

C
onveyance, 

M
aritim

e C
onveyance, 

A
rchitecture, W

arm
ing – V

entilation – L
ighting, S

upply of W
ater 

– B
aths – D

rainage, 

A
griculture – C

ulture of W
aste L

ands – S
pade H

usbandry, T
he K

itchen
-garden, T

he F
low

er-garden, T
he F

ruit-garden, A
rboriculture, 

T
he H

orse, C
attle – D

airy H
usban

dry, T
he S

heep – G
oat – A

lpaca, P
igs – R

abbits – P
oultry – C

age-B
irds, T

he H
oney

-B
ee, T

he D
og 

– F
ield-S

ports, A
ngling, F

isheries, P
reservation of H

ealth, F
ood – B

everage, P
reservation of F

ood – C
ookery, M

edicine – S
urgery, 

C
lothing – C

ostum
e, Index, G

lossary of T
erm

s, T
itles, &

c. 

第
二
巻 

P
hysical H

istory of M
an – E

thnology, L
anguage, C

onstitution of S
ociety – G

overnm
ent, H

istory and N
ature of L

aw
, H

istory of 

A
ncient N

ations, H
istory of G

reece, H
istory of R

om
e, H

istory of the M
iddle A

ges, H
istory of G

reat B
ritain and Ireland, C

onstitution 

and R
esources of the B

ritish E
m

pire, M
ilitary and N

aval O
rganisation, E

urope, E
ngland and W

ales, S
cotland, Ireland, A

sia – E
ast 

Indies, A
frica – O

ceania, N
orth A

m
erica, S

outh A
m

erica – W
est Indies, T

he H
um

an M
ind, P

henology, L
og

ic, N
atural T

heology – 

E
thics, H

istory of the B
ible –

 C
hristianity, R

eligious C
hurches and S

ects, M
oham

m
edanism

 – H
induism

 – B
uddhism

, S
candinavian 

M
ythology, &

c. – M
inor S

uperstitions, K
ey to the C

alendar, P
ractical M

orality – P
ersonal and G

eneral D
uties, P

ractical M
orality – 

S
pecial S

ocial and P
ublic D

uties, P
olitical E

conom
y, C

om
m

erce – M
oney – B

anks, P
opulation – P

oor L
aw

s – L
ife-A

ssurance, 

S
ocial E

conom
ics of the Industrial O

rders, S
ocial S

tatistics, E
ducation, E

nglish G
ram

m
ar, A

rithm
etic – A

lgebra, G
eom

etry, D
raw

ing 

– P
ainting – S

culpture, G
ym

nastics O
ut-of-D

oor R
ecreations, Indoor A

m
usem

ents, A
rchӕ

ology, R
hetoric and B

elles-L
ettres, 
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P
rinting – L

ithography, E
ngraving – P

hotography, H
ousehold H

ints, Index, G
lossary of T

erm
s, T

itles, &
c. 

  
第
一
巻
に
は
序
文
に
続
い
て
四
十
五
項
目
、
第
二
巻
に
は
四
十
七
項
目
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
巻
末
に
索
引
な
ど
が
付
く
。
そ
の

配
列
は
自
然
科
学
系
に
始
ま
り
、
社
会
科
学
系
や
人
文
科
学
系
が
緩
や
か
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
と
い
う
印
象
で
あ
る
。
一
ユ
ニ
ッ

ト
が
十
六
頁
分
で
、
一
項
目
一
ユ
ニ
ッ
ト
十
六
頁
が
大
半
で
あ
る
が
、
な
か
に
は
十
六
頁×

二
（
三
項
目
）、
十
六
頁×

三
（
一
項

目
）、
十
六
頁×
四
（
一
項
目
）
も
例
外
的
に
あ
る
。 

 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
と
し
て
は
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
一
項
目
を
一
単
位
の
分
冊
本
と
し
て
、
翻
訳
が
で
き
た
も
の
か
ら
順
不
同

に
出
版
さ
れ
て
い
っ
た
。
箕
作
麟
祥
訳
『
教
導
説
』
は
二
番
目
に
早
く
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
に
和
装
二
巻
本
で
出
版
さ
れ

た
が
、
今
後
の
出
版
に
向
け
て
の
予
告
も
兼
ね
て
、
次
の
九
十
二
項
目
の
編
名
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。 

 

箕
作
麟
祥
訳
『
教
導
説
』
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
、「
百
科
全
書
篇
名
」 

星
学 

地
質
学 

気
中
現
象
学 

理
科
地
理
学 
植
物
生
理
学 

植
物
綱
目
篇 

動
物
生
理
学
附
人
身
生
理
学 

動
物
綱
目
篇 

物
理
学 

重
学
附
器
械
之
理 

動
静
水
学
附
気
学 

光
学
附
音
学 

越
歴
附
瓦
尓
華
尼
磁
石
力
、

越
歴
多
露
磁
石
力 

年
契
附
時
計 

化
学 

百
工
応
用
化
学 

陶
磁
製
造
篇 

織
工

篇 

礦
山
学
附
金
石 

金
類
篇
附
治
金
術 

蒸
気
機 

土
木
術 
陸
運
篇 

水
運
篇 

建
築
学 

暖
室
篇
附
通
風
、
通
光 

給
水
篇
附
浴
、
治
水
方 

農
学
附
荒
地
種
芸
方

鍬
鋤
耕
作
方 

菜
園
篇 

花
園
篇 

果
園
篇 

養
樹
方 

馬 
家
畜
篇
附
乳
汁
採
方 

羊
附
山
羊
、
白
露
羊 

豚
附
兎
、
食
用

之
鳥
、
籠
鳥 

蜜
蜂
篇 

犬
附
狩
猟 

釣
魚
篇 

漁
猟
篇 

養
生
篇 

食
物
篇 

食
物
製
方
附
割
烹 

医
学
篇 
衣
服
篇
附
服
式 

人
種
之
説 

言
語
篇 

交
際
篇
附
政
体 

法
律
之

沿
革
事
体 

太
古
史 

希
臘
史 

羅
馬
史 

中
古
史 

英
国
史 

英
国
制
度
国
資 

海
陸
軍
制 

地
誌
欧
羅
巴 

地
誌
英
倫
、
威
勒
斯 

地
誌

蘇
格
蘭 

地
誌
愛
倫 

地
誌
亜
細
亜
、

附
東
印
度 

地
誌
亜
非
利
加
、

附
大
洋
群
島 

地
誌
北
亜
米
利
加 

地
誌
南
亜
米
利
加

附
、
西
印
度 
人
心
論 

骨
相
説 

明
理
学 

造
化
妙
用
説
附
人
道

学 

西
洋
経
典
縁
起
附
基
督
教
説 

洋
教
宗
派
之
説 

回
教
附
印
度
教
、
仏
教 

蘇
干
地
那
威
神
学
附
小
派 

歳
時
記 

修
身
論 

接
物
論 

経
済

論 

貿
易
論
附
貨
幣

バ
ン
ク 

戸
籍
附
救
貧
法 

 
 
 
 
 

ラ
イ
フ
ア
ツ
シ
ユ
ラ
ン
ス 

百
工
倹
約
訓 

国
民
統
計
学 

教
導
説 

英
吉
利
文
法 

算
術
附
代
数
学 

幾
何
学 

画
附
、

彩
色
、
彫
刻 

体
操
附
戸
外
嬉
戯
方 

戸
内
遊
戯
方 

古
物
学 

善
論
学 

刷
板
術
附
石
板
術 

彫
刻
術
附
写
真
術 
家
事
倹
約
訓 

通
計
九
十
二
篇 

二
百
冊 

 

 

当
初
、
基
本
各
二
冊
（
中
に
は
、
四
冊
、
六
冊
、
八
冊
も
あ
り
）
で
、
九
十
二
編
全
二
百
冊
の
「
百
科
全
書
」
シ
リ
ー
ズ
と
し

て
刊
行
予
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
出
版
さ
れ
た
編
名
は
異
な
り
、
装
丁
も
和
装
か
ら
洋
装
に
途
中
で
切
り
替
わ

っ
た
の
で
基
本
一
冊
と
な
っ
た
。
分
冊
本
の
八
十
七
番
目
に
出
版
さ
れ
た
吹
田
鯛
六
訳
『
羊
篇
』（
外
表
紙
タ
イ
ト
ル
）
に
は
、

原
語
カ
タ
カ
ナ
表
記
を
添
え
て
次
の
九
十
二
編
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。 

 

吹
田
鯛
六
訳
『
羊
篇
』
一
八
八
二
（
明
治
十
五
）
年
、「
百
科
全
書
総
目
録
」 

天
文
学
ア
ス
ト
ロ

ノ
ミ
ー

 

地
質
学
ゼ
オ
ロ

ジ
ー

 

気
中
現
象
学
メ
テ
オ

ロ
ジ
ー 

地
文
学
フ
イ
シ
カ
ル
、
ゼ

オ
グ
ラ
フ
イ
ー

 

植
物
生
理
学
ウ
エ
ジ
テ
ー
ブ
ル
、

ヒ
シ
ヨ
ロ
ジ
ー

 

植
物
綱
目
シ
ス
テ
マ
チ
ツ

ク
、
ボ
タ
ニ
ー 

動
物
及

人
身
生
理
ア
ニ
マ
ル
、
フ
イ
シ
ヨ
ロ
ヂ
ー
、
エ

ン
ド
、
ゼ
、
フ
ユ
ー
マ
ン
、
ボ
デ
ー 

動
物
綱
目
ゾ
ー
ロ

ジ
ー

 

物
理
学
ナ
チ
ユ
ラ
ル
、
フ
イ
ロ
ソ
フ
イ
ー
。
マ

タ
ル
。
モ
シ
ヨ
ン
、
エ
ン
ド
、
ヒ
ー
ト 

重
学
及
器
械
メ
カ
ニ
ツ
ク
。

マ
シ
ネ
リ
ー

 

動
静
水
学
及
気
学

ハ
イ
ド
ロ
ス
タ
チ
ツ
ク
ス
。
ハ
イ
ド
ロ

ー
リ
ツ
ク
ス
。
ペ
ニ
ユ
ー
マ
チ
ツ
ク
ス 

光
学
及
音
学
オ
プ
チ
ツ
ク
ス
。

ア
コ
ー
ス
チ
ツ
ク 

電
気
及
磁
石
エ
レ
ク
ト
リ
シ
チ
ー
。
ガ
ル
ヴ
ア
ニ
ズ
ム
。
マ
グ

ネ
チ
ズ
ム
。
エ
レ
ク
ト
ロ
、
マ
グ
ネ
チ
ズ
ム
、

 

時
学
及
時
刻
学
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
。

ホ
ロ
ヽ
ジ
ー

 

化

学
ケ
ミ
ス

ト
リ
ー 

百
工
応
用
化
学
ケ
ミ
ス
ト
リ
ー
、
エ
ツ
プ
リ
ー

ド
、
ツ
ー
、
ゼ
、
ア
ー
ツ
、

 

陶
磁
製
造
フ
イ
ク
タ
イ
ル
、
マ
ニ

ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ー
ル
ス 

織
工
テ
キ
ス
タ
イ
ル
、
マ
ニ

ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ー
ル
ス 

礦
物
学
ミ
ー
ニ
ン
グ
。

ミ
ネ
ラ
ル
ス

 

金
類
及
治
金
術

メ
タ
ル
ス
。
メ

タ
ル
ラ
ル
ジ
ー 

蒸
気
機
ゼ
、
ス
チ
ー
ム

エ
ン
ジ
ー
ン

 

土
工
術
シ
ウ
イ
ル
、
イ
ン

ジ
ニ
ー
リ
ン
グ

 

陸
運
イ
ン
ラ
ン
ド
、
コ

ン
ベ
イ
ー
ン
ス

 

水
運
マ
リ
タ
イ
ム
、

コ
ン
ベ
ー
ン
ス 

建
築
学
ア
ー
チ
テ
ク

チ
ユ
ー
ル

 

温
室
通
風
点
光
ウ
オ
ー
ミ
ン

グ
。
ウ
エ
ン
チ

レ
ー
シ
ヨ
ン
。

ラ
イ
チ
ン
グ

 

給
水
浴
澡
堀
渠
シ
ヤ
ツ
プ
レ
ー
、
オ
フ
、
ウ
オ
ー

ト
ル
。
バ
ス
。
ド
レ
ー
ネ
ー
ジ

 

農
学
ア
グ
リ
カ
ル
チ
ユ
ー
ル
。
カ
ル
チ
ユ
ー
ル
、
オ
フ
、
ウ

オ
ス
ト
、
ラ
ン
ド
。
ス
ペ
ー
ド
、
ハ
ズ
バ
ン
ド
リ
ー

 

菜
園
ゼ
、
キ
ツ
チ
エ

ン
、
ガ
ー
ツ
ン 

花
園
ゼ
、
フ
ロ
ウ
エ

ル
、
ガ
ー
ヅ
ン 

果
園

ゼ
、
フ
ル
ー
ト
、

ガ
ー
ヅ
ン
、

 

養
樹
ア
ル
ボ
リ
カ
ル

チ
ユ
ー
ル
、

 

馬
ゼ
、
ホ
ー

ル
ス
、

 

牛
及
採
乳
方
カ
ツ
ト
ル
。
デ
ー
レ

ー
、
ハ
ズ
バ
ン
ド
リ
ー 

羊
、
山
羊
及
白
露
羊
ゼ
、
シ
ー
プ
。
ゴ
ー

ト
。
ア
ル
パ
カ
、

 

豚
、
兎
、
食
用
鳥
、
籠
鳥

ピ
ツ
グ
ス
。
ラ
ビ
ツ
ト
。
ポ
ー
ト

リ
ー
。
ケ
ー
ジ
、
ボ
イ
ル
ド
、

 

蜜
蜂
ゼ
、
ホ
ニ

ー
ビ
ー

 

犬
及
狩
猟
ゼ
、
ド
ツ
グ
。
フ
イ
ー

ル
ド
、
ス
ポ
ル
ツ
。

 

釣
魚
エ
ン
グ

リ
ン
グ 

漁
猟
フ
イ
ツ
シ

エ
リ
ー
ス 

養
生
プ
レ
セ
ル
ヴ
エ
ー
シ
ヨ

ン
、
オ
フ
、
ヒ
ー
ル
ス
、 

食
物
フ
ー
ド
。
ベ
ヾ

レ
ー
ジ
ス

 

食
物
製
方
プ
レ
パ
レ
ー
シ
ヨ
ン
、
オ

フ
、
フ
ー
ド
。
ク
ー
ク
リ
ー 

医
学
メ
ジ
シ
ヤ
イ
ン
。

サ
ル
ジ
エ
リ
ー

 

衣
服
及
服
式
ク
ロ
ツ
シ
ン
グ
。

コ
ス
チ
ユ
ー
ム
、 

人
種
説

フ
イ
シ
カ
ル
、
ヒ
ス
ト
リ
ー
、

オ
フ
、
マ
ン
。
エ
ス
ノ
ロ
ジ
ー 

言
語
ラ
ン
グ

エ
エ
ジ 

交
際
及
政
体

コ
ン
ス
チ
チ
ユ
ー
シ
ヨ
ン
、
オ
フ

ソ
サ
イ
チ
ー
・
カ
バ
ル
メ
ン
ト

 

法
律
沿
革
事
体
ヒ
ス
ト
リ
ー
、
エ
ン
ド
、
ナ
チ

ユ
ー
ル
、
オ
フ
、
ロ
ウ
ス
、

 

太
古
史
ヒ
ス
ト
リ
ー
、
オ
フ
、
ア
ン

シ
エ
ン
ト
、
ネ
ー
シ
ヨ
ン
ス 

希
臘
史
ヒ
ス
ト
リ
ー
、
オ

フ
、
グ
リ
ー
ス

 

羅
馬
史
ヒ
ス
ト
リ
ー
、
オ

フ
、
ロ
ー
ム
、

 

中
古
史
ヒ
ス
ト
リ
ー
、
オ
フ
、
ゼ
、

ミ
ツ
ド
ル
、
エ
ー
ジ
ス
、

 

英
国
史
ヒ
ス
ト
リ
ー
、
オ
フ
、
グ
レ
ー
ト
、
ブ

リ
テ
イ
ン
、
エ
ン
ド
、
ア
イ
ラ
ン
ド
、 

英
国
制
度
国
資
コ
ン
ス
チ
チ
ユ
ー
シ
ヨ
ン
、
エ
ン
ド
、
レ
ソ
ー

ル
チ
ス
、
オ
フ
、
ブ
リ
ツ
チ
ス
、
エ
ン
パ
イ
ル 

海
陸
軍
制
ミ
リ
タ
リ
ー
、
エ
ン

ド
、
ネ
バ
ル
、
オ
ル
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ガ
ニ
ゼ
ー

シ
ヨ
ン
、 

欧
羅
巴
地
誌
ユ
ー
ロ

ー
プ

 

英
倫
及
威
爾
斯
地
誌
エ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
エ
ン

ド
、
ウ
エ
ー
ル
ス
、

 

蘇
格
蘭
地
誌
ス
コ
ツ
ト

ラ
ン
ト

 

愛
倫
地
誌
ア
イ
ラ

ン
ド

 

亜
細
亜
地
誌
ア
ジ
ア
。
エ
ー
ス

ト
、
イ
ン
ジ
ア
ン 

亜
非
利
加
及
大
洋
群
島
地
誌
ア
フ
リ
カ
。

オ
セ
ア
ニ
ア 

北
亜
米
利
加
地
誌
ノ
ル
ス
、

ア
メ
リ
カ 

南
亜
米
利
加
地
誌
ソ
ウ
ス
、
ア
メ
リ
カ
。
ウ

エ
ス
ト
、
イ
ン
ヂ
ー
ス
、 

人
心
論
ゼ
、
ヒ
ユ
ー
マ

ン
、
マ
イ
ン
ド 

骨
相
学

フ
レ
ノ

ロ
ジ
ー 

明
理
学
ロ
ジ

ツ
ク 

造
化
妙
用
及
人
道
学
ナ
チ
ユ
ー
ラ
ル
、
テ
オ

ロ
ジ
ー
。
エ
ジ
ツ
ク
ス 

経
典
史
及
基
督
教
ヒ
ス
ト
リ
ー
、
オ
フ
、
ゼ
、
バ

イ
ブ
ル
。
ク
リ
ス
タ
ニ
チ
ー

 

洋
教
宗
派
レ
リ
ジ
ア
ス
、
チ
ヨ
ル
チ

ス
、
エ
ン
ド
、
セ
ク
ツ

 

回
教

及
印
度
教
仏
教
モ
ハ
ン
メ
ダ
ニ
ズ
ム
。
ヒ
ン

ド
イ
ズ
ム
。
ブ
ツ
ヂ
ー
ズ
ム 

北
欧
鬼
神
誌
ス
カ
ン
ジ
ナ
ヴ
イ
ア
ン
、
ミ
ト
ロ
ジ
ー
。

ミ
ノ
ル
、
シ
ヤ
ツ
ペ
ル
ス
チ
シ
ヨ
ン

 

歳
時
記
ケ
イ
、
ツ
ー
、
ゼ
、

カ
ー
レ
ン
ダ
ル

 

修
身
論
プ
ラ
ク
チ
カ
ル
、
モ
ラ
ル
チ
ー
。
パ
ー
ソ

ナ
ル
、
エ
ン
ド
、
ジ
エ
ネ
ラ
ル
、
ヂ
ユ

ー
チ
ー

ス
、

 
接
物
論
プ
ラ
ク
チ
カ
ル
、
モ
ラ
ル
チ
ー
。
ス
ペ
シ
ア
ル
、
ソ

シ
ア
ル
、
エ
ン
ド
、
パ
ブ
リ
ツ
ク
、
ヂ
ユ
ー
チ
ー
ス 

経
済
論
ポ
リ
チ
カ
ル
、

エ
コ
ノ
ミ
ー

 

貿
易
及
貨
幣
銀
行
コ
ン
メ
ル
ス
。
モ
ニ

ー
。
バ
ン
ク
ス
、

 

人
口
救
窮
及
保
険
ポ
ピ
レ
ー
シ
ヨ

ン
。
プ
ー
ア
、
ロ

ウ
ス
。
ラ
イ
フ
、

ア
ツ
シ
ユ
ラ
ン
ス 
百
工
倹
約
訓
ソ
シ
ア
ル
、
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
、
オ
フ
、
ゼ
、

イ
ン
チ
ユ
ス
ト
リ
ア
ル
、
オ
ル
ド
ル
ス

 

国
民
統
計
学
ソ
シ
ア
ル
、
ス

タ
チ
ス
チ
ツ
ク 

教
育
論
エ
ヂ
ユ
ケ

ー
シ
ヨ
ン 

英
吉
利
文
法
イ
ン
グ
リ
ス
、

グ
ラ
ン
マ
ル

 

算
術
及

代
数
ア
リ
ス
メ
チ
ツ
ク
。

ア
ル
ヂ
ブ
ラ
、

 
幾
何
学
ゼ
オ
メ

ト
リ
ー 

画
学
及
彫
像
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
。
ペ
イ
ン
チ

ン
グ
。
ス
カ
ル
プ
チ
ユ
ー
ル 

体
操
及
戸
外
遊
戯
ジ
ム
ナ
ス
チ
ツ
ク
。
ア
ウ
ト
、
オ

フ
、
ヅ
ー
ル
レ
ク
レ
ー
シ
ヨ
ン
ス 

戸
内
遊
戯
方
イ
ン
ヅ
ー
ル
、

エ
ミ
ユ
ー

ズ
メ

ン
ト 

古
物
学
ア
ル
ケ
オ

ロ
ジ
ー

 

修
辞
及
華
文
レ
ト
リ
ツ
ク
、
エ
ン
ド
、

ベ
ル
レ
ス
、
レ
ツ
ト
ル
ス 

印
刷
術
及
石
版
術
プ
リ
ン
チ
ン
グ
。

リ
ソ
グ
ラ
フ
イ
ー 

彫
刻
及
捉
影
術
エ
ン
グ
ラ
ビ
ン
グ
。

ホ
ト
グ
ラ
フ
イ
ー
。 

家
事
倹
約
訓
ハ
ウ

ス
ホ

ル
ド
、
ヒ

ン
ツ
、

 

通
計
九
十
二 

  

た
だ
し
、
こ
こ
で
の
編
名
に
は
非
常
に
紛
ら
わ
し
い
事
情
が
隠
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、『
教
導
説
』
は
一
八
七
三
（
明
治
六
）

年
に
和
装
上
下
二
冊
で
出
版
さ
れ
た
後
、
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
の
洋
装
一
冊
本
で
『
教
育
論
』
へ
と
改
題
、
一
八
七
六
（
明

治
九
）
年
に
出
版
さ
れ
た
『
天
文
学
』『
地
文
学
』
は
「
星
学
」「
理
科
地
理
学
」
で
は
な
く
最
初
か
ら
こ
の
タ
イ
ト
ル
の
洋
装
本
、

「
明
理
学
」
は
実
際
に
は
『
論
理
学
』
と
し
て
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
に
す
で
に
出
版
済
み
（
巻
末
情
報
は
古
い
）、
ま
た

『
英
吉
利
文
法
』
は
結
局
出
版
さ
れ
な
か
っ
た
な
ど
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
と
一
八
八
二
（
明
治
十
五
）
年
時
点
の
編
名
の

ず
れ
、
さ
ら
に
実
際
の
編
名
と
の
齟
齬
は
一
律
で
は
な
い
。
ま
た
些
細
な
点
で
は
あ
る
が
、「
編
」
や
「
篇
」
の
有
無
、
外
題
と

内
題
の
差
異
な
ど
微
妙
な
違
い
も
あ
る
。
ひ
と
ま
ず
最
終
的
に
翻
訳
さ
れ
た
九
十
一
編
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
、
有
隣
堂
版
の
一
揃

い
の
合
冊
本
二
十
冊
で
暫
定
的
に
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
二
一

。 

 

有
隣
堂
版
二
十
冊
九
十
一
編
一
八
七
八―

一
八
八
六
（
明
治
十
一―

十
九
）
年 

第
一
冊
（
天
文
学 

地
質
学 

気
中
現
象
学 

地
文
学
） 

第
二
冊
（
植
物
生
理
学 

植
物
綱
目 

動
物
及
人
身
生
理 

動
物
綱
目
） 

第

三
冊
（
物
理
学 

重
学 

動
静
水
学 

光
学
及
音
学 

電
気
及
磁
石
） 

第
四
冊
（
時
学
及
時
刻
学 

化
学 

百
工
応
用
化
学
篇 

陶
磁

工 

織
工
） 

第
五
冊
（
鉱
物
篇 

金
類
及
錬
金
術 

蒸
気
篇 

土
工
術 

陸
運
） 

第
六
冊
（
水
運 

建
築
学 

温
室
通
風
点
光 

給

水
浴
澡
堀
渠
） 

第
七
冊
（
農
学 

菜
園 

花
園 

果
園
篇 

養
樹
篇
） 

第
八
冊
（
馬 

牛
及
採
乳
方 

羊
、
山
羊
及
白
露
羊 

豚
兎

食
用
鳥
篭
鳥
篇
） 

第
九
冊
（
蜜
蜂
篇 

犬
及
狩
猟 

釣
魚 

魚
猟
） 

第
十
冊
（
養
生 

食
物
篇 

食
物
製
方 

医
学
） 

第
十
一
冊

（
衣
服
及
服
式 

人
種
説 

言
語
篇 

交
際
及
政
体
） 

第
十
二
冊
（
法
律
沿
革
事
体 

太
古
史 

希
臘
史 

羅
馬
史 

中
古
史
） 

第

十
三
冊
（
英
国
史 

英
国
制
度
国
資 

海
陸
軍
制
） 

第
十
四
冊
（
欧
羅
巴
地
誌 

英
倫
及
威
爾
斯
地
誌 

蘇
格
蘭
地
誌 

愛
倫
地
誌 

亜

細
亜
地
誌 

亜
弗
利
加
及
大
洋
州
地
誌
） 

第
十
五
冊
（
北
亜
米
利
加
地
誌 

南
亜
米
利
加
地
誌 

人
心
論 

骨
相
学 

論
理
学
） 

第

十
六
冊
（
自
然
神
教
及
道
徳
学 

聖
書
縁
起
及
基
督
教 

洋
教
宗
派 

回
教
及
印
度
教
仏
教 

北
欧
鬼
神
誌
） 

第
十
七
冊
（
歳
時
記 

修

身
論 

接
物
論 

経
済
論 

貿
易
及
貨
幣
銀
行
） 

第
十
八
冊
（
人
口
救
窮
及
保
険 

百
工
倹
約
訓 

国
民
統
計
学 

教
育
論
） 

第
十

九
冊
（
算
術
及
代
数 

幾
何
学 

画
学
及
彫
像 

体
操
及
戸
外
遊
戯 

戸
内
遊
戯
方
） 

第
二
十
冊
（
古
物
学 

修
辞
及
華
文 

印
刷
術

及
石
版
術 

彫
刻
及
捉
影
術 

家
事
倹
約
訓
） 

  

合
冊
本
は
有
隣
堂
版
の
み
で
な
く
、
一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
か
ら
は
丸
善
商
社
出
版
か
ら
も
刊
行
が
始
ま
っ
て
い
る
。
出

版
事
情
を
整
理
し
よ
う
。 

 

『
百
科
全
書
』
の
出
版
事
情 

 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
出
版
状
況
は
非
常
に
複
雑
で
あ
る
。
文
部
省
の
事
業
と
し
て
は
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
か
ら
各

編
の
木
版
和
装
分
冊
本
に
よ
る
翻
訳
出
版
が
一
冊
ず
つ
始
ま
っ
た
。
急
速
な
西
洋
化
の
波
が
押
し
寄
せ
る
な
か
で
途
中
か
ら
活
版
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洋
装
分
冊
本
へ
と
変
更
さ
れ
た
が
、
和
装
分
冊
本
も
同
時
に
翻
刻
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
合
冊
本
が
民
間
書
肆
に
よ
っ
て
予
約
出

版
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
有
隣
堂
の
二
十
巻
合
冊
本
や
丸
善
の
十
二
巻
合
冊
本
・
三
巻
合
冊
本
（
別
冊
『
索
引
』
を
加
え
れ
ば
、

各
十
三
巻
・
四
巻
）
な
ど
も
企
画
さ
れ
、
そ
の
新
聞
広
告
か
ら
当
時
の
流
通
状
況
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
教
科
書
用
に

地
方
で
出
版
さ
れ
た
翻
刻
版
ま
で
揃
い
、
そ
の
書
誌
的
な
豊
か
さ
か
ら
は
使
用
形
態
の
多
様
性
を
想
像
さ
せ
る
。
近
年
で
は
、
国

立
国
会
図
書
館
の
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
（
一
部
は
館
内
限
定
公
開
）
で
も
閲
覧
で
き
る
し
、
青
史
社
と
ゆ
ま
に
書
房
か

ら
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
版
が
復
刻
出
版
さ
れ
て
い
る
二
二

。
こ
の
二
種
類
の
復
刻
版
に
お
け
る
タ
イ
ト
ル
を
挙
げ
て
み
よ
う
。 

 

【
青
史
社
復
刻
版
】
分
冊
本 

天
文
学 

気
中
現
象
学 

地
質
学 

地
文
学 

植
物
生
理
学 

植
物
綱
目 

動
物
及
人
身
生
理 

動
物
綱
目 

物
理
学 

重
学 

動
静
水

学 

光
学
及
音
学 

電
気
及
磁
石 
時
学
及
時
刻
学 

化
学
篇 

陶
磁
工
篇 

織
工
篇 

鉱
物
篇 

金
類
及
錬
金
術 

蒸
気
篇 

土
工
術 

陸
運 

水
運 

建
築
学 

温
室
通
風
点
光 
給
水
浴
澡
堀
渠
篇 

農
学 

菜
園
篇 

花
園 

果
園
篇 

養
樹
篇 

馬 

牛
及
採
乳
方 

羊

篇 

豚
兎
食
用
鳥
篭
鳥
篇 

蜜
蜂
篇 

犬
及
狩
猟 
釣
魚
篇 

魚
猟
篇 

養
生
篇 

食
物
篇 

食
物
製
方 

医
学
篇 

衣
服
及
服
式 

人

種 

言
語 

交
際
及
政
体 

法
律
沿
革
事
体 

太
古
史 
希
臘
史 

羅
馬
史 

中
古
史 

英
国
史 

英
国
制
度
国
資 

海
陸
軍
制 

欧
羅

巴
地
誌 

英
倫
及
威
爾
斯
地
誌 

蘇
格
蘭
地
誌 

愛
倫
地
誌 
亜
細
亜
地
誌 

亜
弗
利
加
及
大
洋
州
地
誌 

北
亜
米
利
加
地
誌 

南
亜
米

利
加
地
誌 

人
心
論 

骨
相
学 

北
欧
鬼
神
誌 

論
理
学 

洋
教
宗
派 

回
教
及
印
度
教
仏
教 

歳
時
記 

修
身
論 

接
物
論 

経
済
論 

人
口
救
窮
及
保
険 

百
工
倹
約
訓 

国
民
統
計
学 

教
育
論 

算
術
及
代
数 

戸
内
遊
戯
方 

体
操
及
戸
外
遊
戯 

古
物
学 

修
辞
及
華

文 

印
刷
術
及
石
版
術 

彫
刻
及
捉
影
術 

自
然
神
教
及
道
徳
学 

幾
何
学 
聖
書
縁
起
及
基
督
教 

貿
易
及
貨
幣
銀
行 

画
学
及
彫
像 

百
工
応
用
化
学 

家
事
倹
約
訓 

 

【
ゆ
ま
に
書
房
復
刻
版
】
丸
善
三
巻
本 

（
上
巻
）
天
文
学 

地
質
学 

気
中
現
象
学 

地
文
学 

植
物
生
理
学 

植
物
綱
目 

動
物
及
人
身
生
理 

動
物
綱
目 

物
理
学 

重
学 

動
静
水
学 

光
学
及
音
学 

電
気
及
磁
石 

時
学
及
時
刻
学 

化
学
篇 

百
工
応
用
化
学
篇 

陶
磁
工 
織
工
篇 

有
要
金
石
編 

金

類
及
錬
金
術 

蒸
汽
篇 

土
工
術 

陸
運 

水
運 

温
室
通
風
点
光 

給
水
浴
澡
掘
渠 

菜
園 

花
園 

果
園
篇 
養
樹
篇 

（
中
巻
）
馬 

牛
及
採
乳
方 

豚
兎
食
用
鳥
篭
鳥
篇 

蜜
蜂
篇 

犬
及
狩
猟 

釣
魚 

漁
猟 

養
生 

食
物
篇 

食
物
製
方 

医
学 

衣

服
及
服
式 

人
種
篇 

交
際
篇 

法
律
沿
革
事
体 

太
古
史 

希
臘
史 

羅
馬
史 

中
古
史 

英
国
史 

英
国
制
度
国
資 
海
陸
軍
制 

欧
羅
巴
地
誌 

英
倫
及
威
爾
斯
地
誌 

蘇
格
蘭
地
誌 

愛
倫
地
誌 

亜
細
亜
地
誌 

東
印
度
地
誌 

亜
弗
利
加
地
誌 

大
洋
州
地
誌 
北

亜
米
利
加
地
誌 

南
亜
米
利
加
地
誌 

西
印
度
地
誌 

（
下
巻
）
人
心
論 

骨
相
学 

論
理
学 

自
然
神
教
及
道
徳
学 

洋
教
宗
派 

回
教
及
印
度
教
仏
教 

北
欧
鬼
神
誌 

歳
時
記 

修
身
論 

接
物
論 

経
済
論 

貿
易
及
貨
幣
銀
行 

人
口
救
窮
及
保
険 

百
工
倹
約
訓 

国
民
統
計
学 

教
育
論 

算
術
及
代
数 

画
学
及
彫
像 

戸
内
遊
戯
方 

体
操
及
戸
外
遊
戯 

古
物
学 

修
辞
及
華
文 

印
刷
術
及
石
版
術 

彫
刻
及
捉
影
術 

家
事
倹
約
訓 

経
典
史 

造
家
法 

牧
羊
篇 

農
学 

幾
何
学 

 

青
史
社
復
刻
版
（
九
十
一
編
）
と
ゆ
ま
に
書
房
復
刻
版
（
上
巻
三
十
編
・
中
巻
三
十
三
編
・
下
巻
三
十
編
の
計
九
十
三
編
）
を

比
較
す
る
だ
け
で
も
、
タ
イ
ト
ル
名
や
配
列
に
違
い
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
と
り
わ
け
丸
善
版
が
特
異
な
の
は
、
大
槻
文
彦
訳

『
言
語
篇
』
が
欠
落
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
合
計
九
十
三
編
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
分
冊
本
で
は
三
編
と

な
っ
て
い
た
も
の
を
内
容
の
改
変
な
く
六
編
に
増
幅
し
た
た
め
で
あ
る
（『
亜
細
亜
及
東
印
度
地
誌
』
→
「
亜
細
亜
地
誌
」
＋
「
東

印
度
地
誌
」、『
亜
弗
利
加
及
大
洋
州
地
誌
』
→
「
亜
弗
利
加
地
誌
」
＋
「
大
洋
州
地
誌
」、『
南
亜
米
利
加
及
西
印
度
地
誌
』
→
「
南

亜
米
利
加
地
誌
」
＋
「
西
印
度
地
誌
」）。
二
種
類
の
復
刻
版
以
外
に
も
国
会
図
書
館
、
公
文
書
館
、
東
書
文
庫
、
全
国
の
大
学
図

書
館
な
ど
に
各
種
の
異
本
が
ふ
ぞ
ろ
い
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
現
存
す
る
実
際
の
異
本
と
関
連
文
書
を
も
と
に
、
そ
の
概
要
を
ま

と
め
て
お
こ
う
。 



 

 

31 

 

一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
に
刊
行
開
始
の
文
部
省
分
冊
本
（
和
装
・
洋
装
）
は
、『
文
部
省
出
版
書
目
』
に
よ
る
と
、
一
八
八

三
（
明
治
十
六
）
年
で
八
十
八
編
と
な
り
、
途
中
一
八
七
七
（
明
治
十
）
年
か
ら
は
「
合
本
百
科
全
書
」
と
し
て
合
冊
本
も
順
不

同
で
出
版
が
始
ま
る
。
全
二
十
冊
の
な
か
で
一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
の
時
点
で
は
、
第
四
冊
、
第
七
冊
、
第
十
一
冊
、
第
十

六
冊
、
第
十
九
冊
を
除
く
十
五
冊
の
合
冊
本
も
文
部
省
か
ら
出
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
遅
く
と
も
一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
ま

で
に
は
、
有
隣
堂
版
の
合
冊
本
に
『
聖
書
縁
起
及
基
督
教
』『
幾
何
学
』『
言
語
』
の
三
編
が
加
わ
り
、
九
十
一
編
の
翻
訳
が
揃
う

こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
文
部
省
印
行
と
並
行
し
て
、
民
間
書
肆
か
ら
の
和
装
本
や
洋
装
本
も
各
種
翻
刻
さ
れ
続
け
、
な
か
に
は
明

治
二
十
年
代
に
翻
刻
さ
れ
た
和
装
分
冊
本
も
あ
る
。 

他
方
、
こ
れ
と
は
別
に
新
た
な
翻
訳
者
と
校
正
者
に
よ
る
第
五
版
か
ら
の
改
訳
が
、
一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
か
ら
刊
行
が

始
ま
っ
た
丸
善
版
の
合
冊
本
に
は
六
編
含
ま
れ
て
い
る
。
改
訳
さ
れ
た
の
は
、
文
部
省
分
冊
本
八
十
八
編
の
う
ち
、『
鉱
物
篇
』

（
文
部
省
版
）
→
『
有
要
金
石
編
』（
丸
善
版
）、『
建
築
学
』（
文
部
省
版
）
→
『
造
家
法
』（
丸
善
版
）、『
羊
篇
』（
文
部
省
版
）

→
『
牧
羊
篇
』（
丸
善
版
）、『
農
学
』（
文
部
省
版
）
→
『
農
学
』（
丸
善
版
）
の
四
編
と
、
有
隣
堂
合
冊
本
で
追
加
さ
れ
た
三
編

の
う
ち
、『
聖
書
縁
起
及
基
督
教
』（
有
隣
堂
版
）
→
『
経
典
史
』（
丸
善
版
）、『
幾
何
学
』（
有
隣
堂
版
）
→
『
幾
何
学
』（
丸
善

版
）
の
二
編
で
あ
る
。
最
初
か
ら
第
五
版
を
用
い
て
翻
訳
さ
れ
た
『
言
語
篇
』
は
一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
に
有
隣
堂
合
冊
本

に
入
っ
た
が
、
丸
善
版
で
は
欠
落
し
て
い
る
。
ま
た
『
英
吉
利
文
法
』
の
み
は
翻
訳
さ
れ
た
形
跡
が
ど
こ
に
も
な
く
、
結
局
ど
の

版
に
も
未
収
で
あ
る
。
総
計
す
れ
ば
、
の
べ
九
十
七
（
九
十
一
＋
改
訳
六
）
編
が
文
部
省
『
百
科
全
書
』
と
し
て
翻
訳
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
起
点
テ
ク
ス
ト
第
五
版
か
ら
の
改
訳
六
編
を
一
覧
に
ま
と
め
て
お
く
と
、
次
の
と
お
り
と
な
る
。 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

改
訳
六
編
の
比
較 

    

          
 

文部省版・有隣堂版 丸善版 

起点テクスト第4版 翻訳タイトル 翻訳者 起点テクスト第5版 翻訳タイトル 翻訳者 

MINING – MINERALS 鉱物篇 鈴木良輔 USEFUL MINERALS 有要金石篇 松田武一郎 

HISTORY OF THE BIBLE – 

CHRISTIANITY 

聖書縁起及基督教 吹田鯛六 HISTORY OF THE BIBLE 経典史 原弥一郎 

ARCHITECTURE 建築学 関藤成緒 ARCHITECTURE 造家法 都築直吉 

THE SHEEP – GOAT – 

ALPACA 

羊篇 吹田鯛六 THE SHEEP – GOAT – 

ALPACA 

牧羊篇 勝島仙之介 

AGRICULTURE 農学 松浦謙吉 AGRICULTURE 農学 玉利喜造 

GEOMETRY 幾何学 佐原純一 GEOMETORY 幾何学 原弥一郎 
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四
．
起
点
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て 

 
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
社
（W

. &
 R

. C
h
am

b
ers

） 
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
起
点
テ
ク
ス
ト
と
し
て
選
ば
れ
た
の
は
、
十
九
世
紀
の
英
国
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
で
出
版
社
（W

. &
 R

. 

C
h
am

b
ers 

チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
社
）
を
起
業
し
た
兄
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
（W

illiam
 C

h
am

b
ers

一
八
〇
〇
―
八
三
年
）

と
弟
ロ
バ
ー
ト
・
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
（R

o
b
ert C

h
am

b
ers

一
八
〇
二
―
七
一
年
）
が
編
ん
だC

h
a
m

b
ers’s In

form
a
tio

n
 fo

r th
e P

eo
p
le 

で
あ
る
二
三

。
柳
田
泉
は
「
国
民
須
知
」
と
し
て
紹
介
し
て
、
そ
の
目
的
を
「
新
時
代
（
産
業
革
命
以
後
の
第
十
九
世
紀
）
の
イ

ギ
リ
ス
人
の
啓
蒙
運
動
に
必
要
な
新
知
識
の
供
給
」
と
説
明
す
る
二
四

。
書
名
に
含
ま
れ
たin

fo
rm

atio
n

とp
eo

p
le

は
、
本
書
が

ど
の
よ
う
な
読
者
を
考
え
て
い
た
の
か
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
フ
ァ
イ
フ
（A

ileen
 
F

y
fe

）
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

「p
eo

p
le

は
一
般
の
人
々
と
い
う
よ
り
も
十
九
世
紀
の
労
働
者
階
級
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
り
、in

fo
rm

atio
n

と
い
う
こ
と
ば
は

k
n
o
w

led
g
e

と
意
識
的
に
差
別
化
し
た
出
版
戦
略
だ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
二
五

。 

本
書
の
初
版
（
一
八
三
三
―
三
五
年
）
は
小
冊
子
で
刊
行
さ
れ
、
改
訂
版
（
一
八
四
二
年
）
以
降
に
二
巻
本
も
登
場
し
て
第
五

版
（
一
八
七
四
―
七
五
年
）
ま
で
続
き
、
こ
の
最
終
版
は
一
八
八
〇
年
代
の
重
刷
が
確
認
で
き
る
。
第
五
版
の
編
集
実
務
を
担
当

し
た
フ
ィ
ン
ド
レ
イ
タ
ー(A

n
d
rew

 F
in

d
later

）
は
、
全
十
巻
に
及
ぶ
本
格
的
な
百
科
事
典
で
あ
るC

h
am

b
ers’s E

n
cyclo

p
a
ed

ia

（
初
版
一
八
六
〇
―
六
八
年
）
の
編
集
者
で
も
あ
る
。 

チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
兄
弟
は
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
の
南
に
位
置
す
る
ペ
ブ
ル
ス
（P

eeb
les

）
と
い
う
町
で
生
ま
れ
育
っ
た
二
六

。
兄
弟
の

伝
記
的
事
実
と
し
て
、
父
は
手
織
り
工
だ
っ
た
が
、
機
械
化
の
波
に
乗
れ
ず
一
家
は
貧
し
い
生
活
を
強
い
ら
れ
た
よ
う
だ
。
兄
の

ウ
ィ
リ
ア
ム
は
十
四
歳
で
家
を
出
て
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
の
書
店
で
徒
弟
と
な
り
、
弟
の
ロ
バ
ー
ト
は
な
ん
と
か
学
校
生
活
を
続
け
た

が
、
父
の
失
業
で
大
学
進
学
は
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
当
時
十
六
歳
だ
っ
た
ロ
バ
ー
ト
は
徒
弟
と
な
る
に
は
年
齢
が
行
き

過
ぎ
、
専
門
職
の
訓
練
も
受
け
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
兄
が
開
店
を
予
定
し
て
い
た
近
く
に
狭
い
敷
地
を
借
り
、
所
蔵
す
る
あ
り

っ
た
け
の
本
を
並
べ
て
露
店
を
開
い
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
兄
弟
は
さ
ほ
ど
離
れ
て
い
な
い
場
所
に
、
別
々
の
書

店
を
開
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
社
の
前
身
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
と
ロ
バ
ー
ト
が
別
々
に
始
め
た
書
店
で
あ
り
、

や
が
て
兄
弟
は
力
を
合
わ
せ
て
出
版
社
の
経
営
に
乗
り
出
し
た
の
だ
。ウ
ィ
リ
ア
ム
は
徒
弟
生
活
を
終
え
て
自
ら
の
書
店
を
始
め

る
に
あ
た
り
、
中
古
の
印
刷
機
を
購
入
し
て
い
た
。
そ
の
小
型
手
動
印
刷
機
は
古
び
て
気
ま
ぐ
れ
で
活
字
は
摩
耗
し
て
い
た
が
、

店
番
が
暇
な
と
き
に
印
刷
技
術
を
学
ぶ
に
は
十
分
だ
っ
た
。
ふ
た
り
は
そ
れ
ぞ
れ
の
書
店
を
営
み
な
が
ら
、
兄
は
印
刷
技
術
の
習

得
に
、
弟
は
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
の
歴
史
に
つ
い
て
の
執
筆
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
一
八
二
一
年
に
兄
弟
は
「
万
華
鏡
」（K

a
leid

o
sco

p
e: 

o
r E

d
in

b
u
rg

h
 L

itera
ry A

m
u
sem

en
t

）
と
い
う
定
期
刊
行
物
を
隔
週
で
発
行
す
る
が
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
ロ
バ
ー
ト
が
記

事
を
執
筆
し
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
が
印
刷
と
製
本
を
担
当
し
て
い
る
。
雑
誌
そ
の
も
の
は
好
評
で
あ
っ
た
が
、
元
が
取
れ
る
程
度
で
さ

ほ
ど
利
益
は
上
が
ら
ず
、
翌
年
の
第
七
号
で
廃
刊
と
な
っ
た
。
こ
の
時
の
経
験
を
ウ
ィ
リ
ア
ム
は
腕
試
し
に
な
っ
た
と
後
に
回
想

し
て
い
る
。 

一
八
三
二
年
二
月
に
創
刊
し
た
週
刊
新
聞C

h
a
m

b
ers’s E

d
inb

u
rg

h Jo
u
rn

a
l

（
別
名
をC

h
a
m

b
ers’s Jo

urn
a
l

と
も
言
い
、
一

八
五
四
年
か
ら
はC

h
a
m

b
ers’s Jo

u
rn

a
l o

f L
itera

tu
re, S

cien
ce a

n
d
 A

rts

）
が
成
功
を
修
め
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
、
出
版
社
設
立

の
実
現
に
つ
な
が
っ
た
よ
う
だ
。
同
年
に
は
小
さ
な
出
版
社
と
し
て
出
発
し
た
が
、
後
に
は
従
業
員
一
五
〇
名
、
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ

に
拠
点
を
置
く
大
手
出
版
社
へ
と
成
長
さ
せ
た
。
そ
の
間
一
八
五
三
年
に
は
、
初
め
て
ア
メ
リ
カ
を
旅
行
し
て
最
新
鋭
の
蒸
気
印

刷
機
も
導
入
し
、
安
価
な
書
籍
を
世
界
中
へ
と
届
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
た
。 

チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
社
の
出
版
物
に
は
押
し
な
べ
て
、
日
々
の
葛
藤
か
ら
人
々
が
抜
け
出
す
た
め
の
手
助
け
と
な
る
と
い
う
大
義
が

あ
っ
た
。
大
手
出
版
社
と
し
て
成
功
し
裕
福
に
な
っ
て
も
、
過
ぎ
し
日
の
苦
労
を
忘
れ
ず
、
人
々
の
教
育
や
自
己
啓
発
に
役
立
つ

出
版
事
業
を
続
け
た
の
で
あ
る
。
十
九
世
紀
前
半
の
英
国
で
は
、
店
員
、
仕
立
屋
、
大
工
、
工
場
労
働
者
に
も
読
み
書
き
程
度
の

能
力
は
あ
っ
た
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
書
籍
は
高
額
で
手
が
届
か
ず
、
教
師
職
に
と
っ
て
す
ら
高
嶺
の
花
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
時

代
に
あ
っ
て
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
社
は
、最
低
限
の
教
育
を
受
け
た
も
の
の
金
銭
的
に
余
裕
の
な
い
読
者
の
ニ
ー
ズ
に
焦
点
を
合
わ
せ
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た
数
少
な
い
若
手
出
版
社
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
と
い
う
二
七

。 

一
八
六
五
年
か
ら
四
年
間
、
兄
ウ
ィ
リ
ア
ム
は
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
市
長
を
務
め
、
そ
の
功
績
は
同
市
内
の
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
通
り

（C
h
am

b
ers S

treet

）
と
し
て
地
元
の
人
々
の
記
憶
に
留
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
間
の
会
社
経
営
は
弟
ロ
バ
ー
ト
の
息
子
（
父
と

同
名
）
に
任
せ
ら
れ
た
。
一
八
七
一
年
に
弟
ロ
バ
ー
ト
が
亡
く
な
る
と
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
が
再
び
出
版
社
の
運
営
を
支
援
す
る
が
、

一
八
八
三
年
に
彼
も
こ
の
世
を
去
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
に
は
子
ど
も
が
お
ら
ず
、
出
版
社
は
甥
（
弟
ロ
バ
ー
ト
の
息
子
）
に
引
き
継

が
れ
た
の
で
あ
っ
た
。 

さ
て
、
幕
末
明
治
期
の
日
本
と
関
係
の
深
い
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
社
の
書
籍
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
他
に
も
、

福
澤
諭
吉
の
著
訳
書
が
あ
る
。
一
八
六
七
（
慶
応
三
）
年
に
著
し
た
『
西
洋
事
情 

外
編
』
は
、
同
社
のP

olitica
l E

co
n
o
m

y fo
r U

se 

in
 S

ch
oo

l an
d
 fo

r P
riva

te In
stru

ctio
n

に
基
づ
い
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
し
、
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
の
『
童
蒙
教
草
』

も
同
社
のM

o
ra

l C
la

ss-B
o
o
k

を
起
点
テ
ク
ス
ト
と
し
た
福
澤
訳
の
翻
訳
書
で
あ
る
。
ま
た
、
明
治
初
期
に
広
く
使
用
さ
れ
た
自

然
科
学
の
入
門
書
で
あ
る
小
幡
篤
次
郎
訳
『
博
物
新
編
補
遺
』（
一
八
六
九
年
）
は
ロ
バ
ー
ト
・
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
著In

tro
d
u
ction 

to
 th

e S
cien

ce

の
翻
訳
で
あ
る
。
さ
ら
に
川
戸
道
昭
は
、
ア
ン
デ
ル
セ
ン
童
話
の
日
本
で
の
受
容
に
お
け
る
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
社
の

『
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ブ
ッ
ク
ス
』
が
果
た
し
た
役
割
を
指
摘
し
て
い
る
。
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
の
『
東
京

英
語
学
校
教
則
』
に
は
「
在
期
中
チ
ャ
ン
ブ
ル
氏
第
二
読
本
ヲ
卒
ラ
シ
ム
」
の
記
載
が
あ
り
、
東
京
英
語
学
校
、
東
京
開
成
学
校
、

東
京
大
学
予
備
門
な
ど
一
部
の
有
名
校
で
、「
マ
ッ
チ
売
り
の
少
女
」
な
ど
の
英
訳
が
英
語
教
材
と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
も
確

認
で
き
る
。
明
治
十
年
前
後
に
広
く
使
用
さ
れ
て
い
た
ア
メ
リ
カ
の
ハ
ー
パ
ー
社
（H

ap
er &

 B
ro

th
ers

）
に
よ
る
『
ウ
ィ
ル
ソ

ン
・
リ
ー
ダ
ー
』
と
比
較
し
て
、
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
社
の
読
本
は
文
学
作
品
が
豊
富
で
あ
り
、「
日
本
で
も
っ
と
も
早
い
段
階
の
西

洋
文
学
と
の
出
会
い
」
を
用
意
し
た
こ
と
に
な
る
。
の
ち
に
坪
内
逍
遥
が
一
九
〇
〇
（
明
治
三
十
三
）
年
に
編
集
し
た
『
国
語
読

本
』
に
も
、
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
社
の
読
本
か
ら
の
文
学
作
品
が
翻
案
さ
れ
て
登
場
す
る
。「
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
の
英
語
リ
ー
ダ
ー
と
い

う
の
は
、
日
本
の
読
者
が
は
じ
め
て
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
作
品
と
出
会
う
き
っ
か
け
を
作
っ
た
ば
か
り
か
、
全
国
の
学
校
に
西
洋
童

話
を
普
及
さ
せ
た
と
い
う
点
で
、
近
代
文
学
史
上
忘
れ
が
た
い
教
科
書
で
あ
っ
た
」
と
川
戸
は
評
価
し
て
い
る
二
八

。 

ち
な
み
に
、
別
人
イ
ー
フ
レ
イ
ム
・
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
（E

p
h
raim

 C
h
am

b
ers 

一
六
八
〇
？
―
一
七
四
〇
年
）
のC

yclo
p
a
ed

ia

（
一
七
二
八
年
）
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
啓
蒙
思
想
家
デ
ィ
ド
ロ
と
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
に
よ
る
『
百
科
全
書
』（
一
七
五
一
―
七
二
年
）

に
影
響
を
与
え
た
こ
と
で
広
く
世
の
耳
目
を
集
め
て
、
こ
ち
ら
の
方
が
は
る
か
に
知
名
度
も
高
い
。
こ
の
同
姓
別
人
チ
ェ
ン
バ
ー

ズ
が
活
躍
し
た
時
代
は
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
底
本
と
一
世
紀
以
上
も
開
き
が
あ
る
の
だ
が
、
同
姓
の
英
国
人
と
い
う
著
者

名
や
「
百
科
全
書
」
と
い
う
邦
題
の
書
名
に
よ
っ
て
混
同
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。 

 『
百
科
全
書
』
の
底
本 

 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
は
か
つ
て
、「
チ
ャ
ン
ブ
ル
の
百
科
全
書
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
丸
善
版
の
合
冊
本
冒
頭
に
置
か
れ
た

中
村
正
直
（
敬
宇
）
と
関
根
柔
に
よ
る
「
百
科
全
書
序
」、
そ
し
て
「
例
言
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 

百
科
全
書
序 

人
之
思
想
日
変
日
新
而
無
窮
已
者
也
是
故
世
之
学
術
亦
日
変
日
新
而
無
窮
已
者
也
今
日
賢
哲
之
思
想
與
其
学
術
其
所
至
既
近
于
極
耶
猶

與
極
相
遠
耶
抑
猶
其
初
歩
耶
均
不
得
而
知
也
唯
吾
所
知
則
人
之
思
想
其
必
発
達
而
不
衰
減
也
世
之
学
術
其
必
上
進
而
不
下
退
也
何
以
明

之
即
就
百
科
全
書
之
屢
経
改
訂
可
以
証
焉
拠
原
序
日
此
書
自
始
印
四
十
年
于
今
板
五
改
其
間
学
術
之
変
進
人
智
之
開
達
実
為
迅
速
故
今

所
印
此
諸
初
板
全
然
不
同
者
多
矣
中
村
子
日
鳴
呼
欧
米
之
所
以
文
明
富
強
其
在
于
此
歟
蓋
由
思
想
之
変
新
而
致
学
術
之
変
新
由
学
術
之

変
新
而
致
邦
国
之
景
象
亦
由
以
変
新
蒙
昧
者
浸
仮
而
文
明
矣
貧
弱
者
浸
仮
而
富
強
矣
成
迹
彰
々
可
得
而
徴
已
如
我
邦
維
新
之
事
亦
人
心

変
新
之
結
果
也
思
想
既
已
変
新
則
学
術
不
得
不
変
新
亦
其
勢
也
是
以
人
心
喜
新
事
競
新
切
或
沉
酣
西
籍
或
翹
企
新
訳
今
此
書
世
人
多
需

用
者
書
舗
得
以
供
給
焉
謂
文
明
富
強
之
兆
在
此
豈
夸
言
乎
哉
抑
此
書
博
綜
百
科
之
窾
要
洵
為
人
智
之
宝
庫
専
門
世
業
之
士
得
之
則
彼
此

有
所
触
発
而
可
免
面
墻
之
歎
各
般
人
民
得
之
則
可
以
広
智
識
明
物
理
而
各
效
其
用
然
則
此
書
之
行
其
於
翼
賛
世
運
之
開
進
豈
曰
小
補
之
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哉 明
治
十
六
年
癸
未
十
月 

敬
宇
中
村
正
直
撰 

 

 
百
科
全
書
序 

此
編
英
国
学
士
産
伯
爾
氏
之
所
撰
凡
九
十
篇
自
天
文
地
理
博
物
教
育
政
治
法
律
経
済
以
至
農
医
工
作
芸
術
遊
戯
諸
科
凡
天
地
間
不
可
不

知
之
事
細
大
不
遺
本
末
皆
備
学
者
苟
有
得
於
此
於
所
謂
格
物
致
知
修
身
齊
家
治
国
平
天
下
之
工
夫
有
思
過
半
者
矣
嚮
者
我
文
部
省
摘
訳

若
干
篇
鏤
版
許
飜
刻
以
広
其
伝
而
未
有
補
遺
以
成
全
書
者
丸
善
社
主
人
憾
之
間
請
補
訳
遺
漏
兼
訂
正
旧
本
以
完
之
因
発
告
四
方
以
募
同

志
未
数
月
締
約
者
抵
一
千
余
名
於
是
第
一
版
成
属
来
序
引
余
請
方
今
欧
米
之
書
陸
続
舶
載
其
新
奇
可
喜
者
何
限
而
願
望
此
書
之
成
者
其

衆
如
此
亦
可
以
見
人
心
開
化
之
所
趨
向
矣
況
於
及
此
書
行
之
久
増
長
其
学
術
智
識
之
日
乎
其
効
更
如
何
也
姑
書
余
之
所
感
以
為
之
序
明

治
十
六
年
歳
在
癸
未
秋
九
月 

癡
堂
散
人
関
根
柔
撰
并
書 

 

 例
言 

此
ノ
書
原
名
ヲ
「
イ
ン
フ
ォ
ル
メ
ー
シ
ョ
ン
、
フ
ァ
ル
、
ゼ
、
ピ
ー
プ
ル
」
ト
云
フ
英
人
ウ
イ
ル
レ
ム
、
チ
ャ
ン
ブ
ル
及
ロ
ベ
ル
ト
、
チ

ャ
ン
ブ
ル
氏
嘗
テ
地
球
上
ノ
事
物
ニ
就
キ
テ
其
ノ
大
旨
ヲ
人
ニ
喩
サ
ン
カ
為
ニ
撰
セ
シ
所
ナ
リ
其
ノ
体
タ
ル
天
文
学
ヨ
リ
始
マ
リ
テ
家
事

倹
約
訓
ニ
終
ル
篇
ヲ
分
ツ
コ
ト
凡
九
十
二
詳
細
ヲ
欠
ク
ニ
似
タ
リ
ト
雖
亦
以
テ
其
ノ
概
略
ヲ
観
ル
ニ
足
レ
リ
乃
篇
ヲ
分
チ
テ
数
人
ニ
課
シ

次
ヲ
以
テ
コ
レ
ヲ
訳
セ
シ
メ
百
科
全
書
ト
名
ツ
ク
刻
将
ニ
成
ラ
ン
ト
シ
テ
人
其
ノ
多
キ
ヲ
憂
フ
因
リ
テ
更
ニ
数
篇
ヲ
合
セ
コ
レ
ヲ
活
字
版

ニ
附
ス
観
ル
者
ヲ
シ
テ
披
閲
ニ
便
ナ
ラ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
欲
ス
レ
ハ
ナ
リ 

此
ノ
書
全
部
ヲ
通
シ
テ
コ
レ
ヲ
校
ス
レ
ハ
語
同
シ
ク
シ
テ
訳
字
同
シ
カ
ラ
サ
ル
者
或
ハ
コ
レ
有
リ
地
一
ニ
シ
テ
仮
字
ト
漢
訳
ト
ヲ
異
ニ
ス

ル
者
モ
亦
或
ハ
コ
レ
有
リ
訳
者
各
異
ニ
シ
テ
字
ヲ
下
ス
コ
ト
同
シ
カ
ラ
サ
ル
ニ
由
リ
テ
ナ
リ 

此
ノ
書
原
刻
掲
示
ス
ル
所
ノ
篇
目
漸
ヲ
逐
ヒ
テ
改
メ
タ
ル
者
間
コ
レ
ア
リ
星
学
ヲ
改
メ
テ
天
文
学
ト
シ
衣
服
篇
ヲ
改
メ
テ
衣
服
及
服
式
ト

セ
ル
カ
如
キ
是
ナ
リ
観
ル
者
其
ノ
原
刻
ニ
異
ナ
ル
ヲ
以
テ
コ
レ
ヲ
怪
シ
ム
ル
コ
ト
勿
カ
レ 

 

「
例
言
」
で
明
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
起
点
テ
ク
ス
ト
は
「
イ
ン
フ
ォ
ル
メ
ー
シ
ョ
ン
、
フ
ァ
ル
、

ゼ
、
ピ
ー
プ
ル
」
つ
ま
り
、C

h
a
m

b
ers’s In

fo
rm

a
tio

n
 fo

r th
e P

eo
p
le

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
実
際
に
翻
訳

を
し
た
版
や
そ
の
出
版
年
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
中
村
正
直
の
序
で
「
今
板
五
改
」
と
し
て
い
る
の
は
誤
解
を
招

く
も
の
で
あ
り
、
第
五
版
を
翻
訳
し
た
テ
ク
ス
ト
は
、
先
述
の
と
お
り
丸
善
版
合
冊
本
に
お
い
て
も
、
ご
く
一
部
の
み
で
あ
る
。

ま
た
、
合
冊
本
と
し
て
出
版
さ
れ
る
以
前
の
分
冊
本
に
つ
い
て
も
、『
文
部
省
出
版
書
目
』
で
は
「
イ
ン
ホ
ル
メ
ー
シ
ョ
ン
、
フ

ォ
ル
、
ゼ
、
ピ
ー
プ
ル
、
無
年
記
」
と
記
載
し
て
い
る
。 

 

百
科
全
書 

全
九
十
二
篇 

英
国
チ
ャ
ン
ブ
ル
ス
著
イ
ン
ホ
ル
メ
ー
シ
ョ
ン
、
フ
ォ
ル
、
ゼ
、
ピ
ー
プ
ル
、
無
年
記
（
諸
篇
中
全
二
冊
ノ

書
ハ
木
板
ニ
シ
テ
全
一
冊
は
活
字
板
ナ
リ
）C

hem
bar’s

 (sic.) Inform
ation for the P

eople.

） 

  

公
的
記
録
文
書
で
あ
る
『
文
部
省
出
版
書
目
』
は
掲
載
内
容
か
ら
一
八
八
四
（
明
治
十
七
）
年
の
刊
行
と
推
定
さ
れ
る
も
の
で
、

「
書
名
・
冊
数
・
既
未
刊
の
別
・
値
段
・
解
説
」
な
ど
の
情
報
を
掲
載
し
て
い
る
。
蔵
版
書
目
と
し
て
は
『
文
部
省
報
告
』
や
『
文

部
省
年
報
』
に
も
掲
載
が
あ
る
が
、『
文
部
省
出
版
書
目
』
は
そ
の
集
成
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
る
。
こ
こ
に
「
無
年
記
」
と
書

か
れ
て
い
る
と
お
り
、
実
際
に
出
版
年
の
欠
如
す
る
も
の
が
確
か
に
存
在
す
る
し
、
そ
も
そ
も
第
五
版
以
前
は
出
版
年
の
み
で
版

の
表
示
が
な
い
と
い
う
事
実
が
真
相
究
明
を
困
難
に
し
て
い
る
。 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
起
点
テ
ク
ス
ト
の
入
手
経
路
や
ど
の
版
を
訳
し
た
の
か
の
特
定
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
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諸
説
が
錯
綜
し
て
い
る
。
長
期
に
わ
た
る
国
家
的
大
事
業
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
未
知
の
部
分
が
多
く
、
さ
ら
に
出
版
年
が

無
記
載
の
起
点
テ
ク
ス
ト
が
状
況
を
一
段
と
複
雑
す
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。 

最
新
の
先
行
研
究
と
し
て
は
、
二
〇
〇
五
年
に
復
刻
さ
れ
たC

h
a
m

bers’s In
fo

rm
a
tio

n
 fo

r th
e P

eo
p
le

第
五
版
に
付
さ
れ
た

「
別
冊
日
本
語
解
説
」
で
松
永
俊
男
が
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
内
容
が
、
有
力
な
手
が
か
り
と
な
る
。 

 

『
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
』
の
初
版
は
一
八
三
三
年
か
ら
一
八
三
五
年
に
か
け
て
、
項
目
ご
と
の
小
冊
子
で
刊
行
さ
れ
た
。『
イ
ン
フ
ォ

メ
ー
シ
ョ
ン
』
二
巻
本
の
出
版
年
は
、
第
二
版
（
一
八
四
二
）、
第
三
版
（
一
八
四
八
、
一
八
四
九
）、
第
四
版
（
一
八
五
七
）、
そ
し
て

最
後
が
第
五
版
（
一
八
七
四
、
一
八
七
五
）
で
あ
る
。（
中
略
）『
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
』
の
ど
の
版
で
も
、
各
項
目
は
分
冊
の
一
六
ペ

ー
ジ
を
単
位
と
し
て
お
り
、
二
分
冊
以
上
の
項
目
に
つ
い
て
は
目
次
に
複
数
の
項
目
番
号
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。
一
六
ペ
ー
ジ
単
位
で
数

え
れ
ば
、
初
版
と
第
二
版
は
ち
ょ
う
ど
百
項
目
、
第
三
版
は
巻
末
索
引
を
別
に
す
る
と
九
十
八
項
目
、
第
四
版
と
第
五
版
は
百
項
目
で
あ

る
二
九

。 

 

実
際
に
は
、第
五
版
以
外
の
版
に
は
具
体
的
な
数
字（
第
○
版
）
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
が
、
英
国
図
書
館
（B

ritish
 L

ib
rary

）

の
所
蔵
資
料
に
依
拠
し
て
英
国
版
の
刊
行
順
に
従
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
版
の
出
版
年
と
な
る
。 

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
文
部
省
が
底
本
と
し
た
書
籍
に
は
出
版
年
の
記
載
が
な
か
っ
た
と
い
う
点
だ
。
英
国
図
書
館
の
蔵

書
に
は
す
べ
て
出
版
年
の
記
載
が
あ
り
、「
無
年
記
版
」
の
存
在
が
確
認
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
「
無
年
記
版
」

を
第
四
版
と
す
る
根
拠
は
、
そ
の
序
文
か
ら
確
認
で
き
る
。 

 

A
F

T
E

R
 the lapse of eight years since the com

pletion of the third and im
proved edition of the IN

F
O

R
M

A
T

IO
N

 F
O

R
 T

H
E

 P
E

O
P

L
E

, 

it has becom
e necessary, from

 the constant and rapid advance of every branch of S
cience and A

rt, that the w
ork should undergo a 

further revision. 

 

出
版
年
の
記
載
が
欠
如
し
た
こ
の
版
は
「
第
三
版
（
改
訂
版
）
か
ら
八
年
後
」
に
刊
行
さ
れ
た
「
第
四
版
」
と
一
応
の
推
定
は

で
き
る
の
だ
。
こ
の
記
述
だ
け
で
あ
れ
ば
、
一
八
四
九
年
版
か
ら
八
年
後
に
刊
行
さ
れ
た
一
八
五
七
年
版
と
も
一
致
し
、
松
永
の

解
説
と
も
一
応
は
矛
盾
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、「
無
年
記
版
」
に
は
一
八
六
五
年
前
後
の
統
計
数
字
が
登
場
し
、
こ
の
版
を

一
八
五
七
年
刊
行
と
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
。
ま
た
、
個
別
の
内
容
に
関
す
る
松
永
の
次
の
よ
う
な
解
説
も
注
目
に
値
す
る
。 

 

原
書
の
第
四
版
と
第
五
版
、
そ
れ
と
こ
の
二
十
冊
の
訳
文
〔
引
用
者
注
―
有
隣
堂
か
ら
刊
行
さ
れ
た
合
冊
本
を
指
す
が
、
実
際
に
検
証
し

て
い
る
の
は
青
史
社
の
復
刻
版
と
思
わ
れ
る
〕
と
を
照
合
し
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
二
十
冊
本
の
項
目
の
ほ
と
ん
ど
は
、
原
書
第
四
版
を

忠
実
に
訳
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
た
だ
し
、「
天
文
学
」
と
「
言
語
」
の
二
項
目
は
原
書
第
五
版
の
訳
で
あ
り
、「
海
陸
軍

制
」
は
原
書
第
五
版
を
基
礎
に
し
て
第
四
版
の
内
容
も
加
味
し
、
さ
ら
に
別
の
資
料
か
ら
の
デ
ー
タ
を
付
け
加
え
て
い
る
。
こ
の
三
点
の

分
冊
版
の
発
行
年
は
、「
天
文
学
」
と
「
海
陸
軍
制
」
が
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）、「
言
語
」
が
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
で
あ
る
。
こ

の
三
点
に
つ
い
て
は
、
訳
者
が
原
書
第
五
版
（
一
八
七
四
、
一
八
七
五
）
を
非
常
に
早
い
段
階
で
入
手
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
三
〇

。 

 

こ
の
解
説
に
お
い
て
特
に
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
た
だ
し
、「
天
文
学
」
と
「
言
語
」
の
二
項
目
は
原
書
第
五
版
の
訳
で

あ
り
、「
海
陸
軍
制
」
は
原
書
第
五
版
を
基
礎
に
し
て
第
四
版
の
内
容
も
加
味
し
、
さ
ら
に
別
の
資
料
か
ら
の
デ
ー
タ
を
付
け
加

え
て
い
る
」
の
件
で
あ
る
。
特
に
『
海
陸
軍
制
』
の
み
に
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
特
徴
が
み
ら
れ
る
の
か
。
こ
れ
は
、
松
永
が
分
析

し
た
英
国
版
「
第
四
版
（
と
想
定
し
た
も
の
）」（
一
八
五
七
年
）
と
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
が
底
本
と
し
た
「
無
年
記
版
」
に

齟
齬
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
福
鎌
達
夫
は
、
底
本
と
な
っ
た
「
第
四
版
」
の
刊
行
を
一
八
六
〇
年
代

末
と
推
定
し
、
そ
の
根
拠
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
た
。 
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序
に
よ
る
と
第
三
版
の
改
訂
版
発
行
の
八
年
後
に
第
四
版
の
新
版
が
公
け
に
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
こ
れ
と
同
じ
く
ら
い
の
年

数
を
へ
だ
て
て
第
五
版
が
出
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
刊
行
は
、
第
五
版
の
出
版
年
次
か
ら
し
て
一
八
六
八
年
の
維
新
前
後
の
頃
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
ま
た
杉
村
氏
〔
引
用
者
注
―
杉
村
武
『
近
代
日
本
大
出
版
事
業
史
』〕
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、「
百
科
全
書
」
中
の

歴
史
や
地
誌
の
諸
篇
に
記
載
さ
れ
て
い
る
各
種
の
統
計
年
次
は
大
体
一
八
五
七
年
ど
ま
り
だ
が
、「
海
陸
軍
制
」
篇
に
は
一
八
六
五
年
ま
で

の
記
録
が
収
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
第
四
版
の
発
行
が
そ
れ
以
前
の
筈
は
な
い
。
こ
れ
ら
を
総
合
し
て
「
百
科
全
書
」
の
底
本
の
発
行
年

次
は
一
八
六
〇
年
代
末
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
点
か
ら
し
て
も
、
一
八
五
九
年
に
来
日
し
た
フ
ル
ベ
ッ
キ
が
第
五
版
は

も
と
よ
り
第
四
版
の
原
書
を
本
国
か
ら
持
参
し
た
と
推
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
り
、
た
と
え
所
持
し
て
い
た
と
し
て
も
、
来
日
後
、
長
崎

か
東
京
で
入
手
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
三
一

。 

 

福
鎌
達
夫
は
「
第
四
版
」
を
一
八
六
〇
年
代
末
の
刊
行
と
仮
定
す
る
の
だ
。
た
だ
し
、
杉
村
と
福
鎌
が
共
通
し
て
指
摘
し
て
い

る
事
項
、
つ
ま
り
『
海
陸
軍
制
』
に
一
八
六
五
年
ま
で
の
統
計
数
字
が
出
現
す
る
と
い
う
点
は
、
こ
の
翻
訳
が
起
点
テ
ク
ス
ト
を

第
五
版
（
一
八
七
四
―
七
五
年
）
と
す
れ
ば
解
決
し
て
し
ま
う
の
で
、
第
四
版
の
出
版
年
を
一
八
五
七
年
と
す
る
松
永
の
見
解
へ

の
反
証
と
は
な
ら
な
い
。
翻
訳
さ
れ
た
『
海
陸
軍
制
』
で
は
な
く
、
起
点
テ
ク
ス
ト
の

M
IL

IT
A

R
Y

 
A

N
D

 
N

A
V

A
L

 

O
R

G
A

N
IS

A
T

IO
N

を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
確
認
し
て
み
た
。 

無
年
記
版
第
二
巻
と
英
国
版
第
五
版
第
二
巻
に
含
ま
れ
るM

IL
IT

A
R

Y
 A

N
D

 N
A

V
A

L
 O

R
G

A
N

IS
A

T
IO

N
 

と
有
隣
堂
第
十

三
冊
所
収
『
海
陸
軍
制
』
を
比
較
し
て
み
た
と
こ
ろ
、『
海
陸
軍
制
』
は
「
無
年
記
版
」
と
極
め
て
正
確
な
対
応
関
係
に
あ
る
翻

訳
と
な
っ
て
い
た
。
年
代
（「
一
八
六
五
年
」
が
頻
出
す
る
が
、
他
に
も
「
一
八
六
四
年
」「
一
八
六
五
―
六
六
年
」
も
出
現
）
を

含
む
本
文
の
み
な
ら
ず
、
各
種
図
版
も
忠
実
に
再
現
さ
れ
て
い
る
。
英
国
版
第
五
版
や
そ
の
他
の
混
入
は
認
め
ら
れ
ず
、
こ
の
点

で
松
永
が
分
析
対
象
と
し
た
英
国
版
「
第
四
版
（
と
想
定
し
た
も
の
）」（
一
八
五
七
年
）
は
、
文
部
省
が
主
に
底
本
と
し
た
無
年

記
版
と
は
別
物
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
起
点
テ
ク
ス
ト
と
な
っ
た
「
無
年
記
版
」
を
一
八
六
七
年
の
刊
行
と
想
定
す
る
こ
と
に
、
不
都
合
は

な
い
だ
ろ
う
。
さ
て
、
出
版
年
は
見
当
が
つ
い
た
が
、
出
版
地
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
入
手
経
路
を
考
え
る
う
え
で
も
、
英
国
版

か
米
国
版
か
と
い
う
点
は
重
要
だ
。文
部
省
が
使
用
し
た
か
も
し
れ
な
い
実
際
の「
無
年
記
版
」（N

ew
 E

d
itio

n

）に
は「L

O
N

D
O

N
 

A
N

D
 E

D
IN

B
U

R
G

H

」
の
記
載
が
あ
り
、
英
国
版
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
実
は
英
国
図
書
館
は
こ
の
よ
う
な
「
無
年
記

版
」
を
所
蔵
し
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
た
の
で
、
こ
れ
は
英
国
版
で
あ
っ
て
も
英
国
以
外
で
出
版
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら

れ
る
。 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
中
心
人
物
で
あ
る
箕
作
麟
祥
が
訳
し
たE

D
U

C
A

T
IO

N

は
、
ま
ず
『
教
導
説
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
、

の
ち
に
『
教
育
論
』
と
改
題
さ
れ
た
（
本
論
文
の
第
三
章
参
照
）。
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
の
な
か
で
、
起
点
テ
ク
ス
ト
と
そ

の
出
版
年
や
そ
れ
が
日
本
に
持
ち
込
ま
れ
た
時
期
を
論
じ
て
い
る
の
が
、
村
瀬
勉
・
早
川
亜
里
・
田
中
萬
年
に
よ
る
論
考
「
百
科

全
書
「
教
導
説
」
の
検
討
―
―
箕
作
麟
祥
に
よ
る
「E

du
catio

n

」
の
翻
訳
」
で
あ
る
三
二

。
彼
ら
の
主
眼
は
訳
語
と
し
て
の
「
教

育
」
と
「
教
導
」
を
論
ず
る
こ
と
に
あ
る
が
、
英
国
版
（
ロ
ン
ド
ン
・
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
版
）
と
米
国
版
（
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
版
）

に
つ
い
て
も
、
興
味
深
い
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
。
一
八
六
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
米
国
版
（M

ak
in

g o
f A

m
erica

か
ら
全
文
入
手

可
能
）
と
国
会
図
書
館
所
蔵
の
無
年
記
の
英
国
版
の
内
容
（
序
文
、
目
次
、
図
版
な
ど
を
含
め
て
）
が
同
一
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

無
年
記
の
英
国
版
の
刊
行
を
米
国
版
第
四
版
と
同
年
の
一
八
六
七
年
と
推
定
し
た
の
だ
。
そ
の
前
提
と
な
る
の
は
、
一
八
四
〇
年

代
、
一
八
五
〇
年
代
、
一
八
七
〇
年
代
の
同
時
期
に
そ
れ
ぞ
れ
英
国
版
と
米
国
版
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
一
八
六
〇
年
代

の
英
国
版
の
存
在
が
な
い
こ
と
で
あ
る
（
英
国
図
書
館
の
カ
タ
ロ
グ
に
記
載
な
し
）。
そ
し
て
、「
こ
の
欠
落
部
分
は
『
無
年
記
英

国
版
』
が
埋
め
、
し
た
が
っ
て
無
年
記
版
の
出
版
年
は
一
八
六
七
年
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
何
故
、『
無
年
記
版
』
に
限
っ

て
無
年
記
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
三
三

。
た
だ
し
、
英
国
図
書
館
所
蔵
の
英
国
版
（
一
八
五
七
年
）
と
の
関
係
に

は
言
及
し
て
い
な
い
。 
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フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
で
出
さ
れ
た
複
数
の
米
国
版
に
は
、
ア
メ
リ
カ
独
自
の
内
容
を
付
加
し
た
米
国
版
（J. B

. S
m

ith

社
刊
や

J. L
. G

ih
o
n

社
刊
な
ど
）
と
英
国
版
と
同
一
の
内
容
の
米
国
版
（J. B

. L
ip

p
in

co
tt

社
刊
）
が
あ
る
。
ち
な
み
に
、
一
八
五
七
年
に

リ
ッ
ピ
ン
コ
ッ
ト
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
版
に
は
出
版
地P

h
ilad

elp
h
ia

が
記
載
さ
れ
た
内
表
紙
の
次
に
さ
ら
に
別
の
内
表
紙
が
挿

入
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
出
版
地
がL

o
n
d
on

 an
d E

d
in

bu
rg

h

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
極
め
つ
け
は
序
文
に
お
い
て
、
編
者
名

直
前
の
日
付
が
「E

d
inb

u
rg

h
, N

o
vem

b
er 1

, 18
4
8

」
と
あ
り
、
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
事
実
だ
。 

 

S
ix years have now

 elapsed since the com
pletion of ‘T

H
E

 IN
F

O
R

M
A

T
IO

N
 F

O
R

 T
H

E
 P

E
O

P
L

E
’ in its second and im

proved form
. 

[…
] It is proper to m

ention that, in the preparation of this edition, great assistance has been rendered throughout by M
r. D

A
V

ID
 

PA
G

E
, to w

hose varied talents w
e have on other occasions been in no

 sm
all degree indebted. 

  

つ
ま
り
こ
れ
は
、第
二
版
の
刊
行
後
六
年
経
っ
た
一
八
四
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
英
国
版
第
三
版
な
の
で
あ
る
。と
い
う
こ
と
は
、

一
八
五
七
年
の
リ
ッ
ピ
ン
コ
ッ
ト
社
か
ら
の
米
国
版
は
、
同
時
期
の
英
国
版
第
四
版
で
は
な
く
、
英
国
版
第
三
版
（
一
九
四
八
―

四
九
年
）
に
相
当
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
一
八
六
七
年
の
リ
ッ
ピ
ン
コ
ッ
ト
社
刊
行
の
米
国
版
お
よ
び
そ

れ
と
同
一
内
容
の
無
年
記
版
は
、
一
八
五
七
年
の
英
国
版
第
四
版
に
相
当
す
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
鍵
は
、
前
述

の
よ
う
にM

IL
IT

A
R

Y
 A

N
D

 N
A

V
A

L
 O

R
G

A
N

IS
A

T
IO

N

に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
全
く
同
一
で
は
な
い
こ
と
が
、
今
回
の
検

証
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
起
点
テ
ク
ス
ト
の
版
を
ひ
と
つ
に
限
定
す
る
必
要
も
な
い
の
だ
が
、
主
と
し
て
使
用
さ
れ
た
の
が
「
無

年
記
版
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
一
八
六
七
年
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。 

現
時
点
で
言
え
る
こ
と
は
、非
常
に
類
似
し
た
内
容
の
版
が
少
な
く
と
も
三
種
類
―
―
一
八
五
七
年
の
英
国
版（N

ew
 E

d
itio

n

）、

一
八
六
七
年
の
リ
ッ
ピ
ン
コ
ッ
ト
社
米
国
版
（N

ew
 an

d
 Im

p
ro

v
ed

 E
d
itio

n

）、
一
八
六
七
年
刊
行
と
推
定
さ
れ
る
無
年
記
英
国

版
（N

ew
 E

d
itio

n

）
―
―
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
三
種
類
の
版
に
付
さ
れ
た
「
序
文
」
の
文
面
は
全
く
同
一
で

あ
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
部
分
的
に
も
全
体
的
に
も
、
何
ら
か
の
形
で
文
部
省
『
百
科
全
書
』

の
翻
訳
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
使
用
さ
れ
た
可
能
性
が
否
定
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
ま
だ
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
不
確
定
性
こ

そ
が
、
こ
の
国
家
的
翻
訳
事
業
の
規
模
の
大
き
さ
を
雄
弁
に
物
語
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

底
本
入
手
の
経
路 

全
編
の
う
ち
少
な
く
と
も
『
天
文
学
』
と
『
言
語
篇
』
を
除
く
大
半
の
起
点
テ
ク
ス
ト
と
な
っ
た
「
無
年
記
版
」
の
出
版
年
（
一

八
六
七
年
）
と
そ
れ
と
酷
似
し
た
同
類
の
版
（
一
八
五
七
年
）
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
別
の
未
解
決
の
問
題
、

そ
の
入
手
経
路
と
の
関
連
が
浮
上
す
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
従
来
否
定
的
に
扱
わ
れ
て
き
た
説
に
つ
い
て
も
、
そ
の
可
能
性
が

現
実
味
を
帯
び
て
く
る
点
を
、起
点
テ
ク
ス
ト
の
出
版
年
か
ら
検
討
し
て
お
こ
う
。三
種
類
の
近
似
の
版
を
文
部
省『
百
科
全
書
』

の
底
本
と
し
て
想
定
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
入
手
経
路
と
し
て
は
、
一
八
五
九
年
来
日
の
お
雇
い
外
国
人
、
幕
末
に
三
度
海
外
渡
航

し
た
福
澤
諭
吉
、
一
八
七
一
年
に
出
発
し
た
岩
倉
使
節
団
の
す
べ
て
が
底
本
入
手
ル
ー
ト
の
射
程
内
に
入
っ
て
く
る
。 

 

Ｉ 

フ
ル
ベ
ッ
キ
の
ル
ー
ト 

 

フ
ル
ベ
ッ
キ
（G

u
ido

 F
rid

o
lin

 V
erb

eck
 

一
八
三
〇
―
九
八
年
）
は
オ
ラ
ン
ダ
系
ア
メ
リ
カ
人
で
、
一
八
五
九
（
安
政
六
）
年

に
宣
教
師
と
し
て
来
日
し
、
長
崎
の
済
美
館
や
致
遠
館
な
ど
で
英
語
を
教
え
、
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
に
開
成
学
校
に
赴
任
し

た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
後
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
に
太
政
官
の
正
院
翻
訳
局
と
左
院
に
勤
務
し
、
法
典
の
翻
訳
な
ど
に
携
わ

っ
て
お
り
、
箕
作
麟
祥
と
の
関
係
も
深
い
。
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
底
本
を
所
有
し
て
い
た
の
が
、
お
雇
い
外
国
人
の
フ
ル
ベ

ッ
キ
と
す
る
通
説
の
出
所
は
、
石
井
研
堂
『
明
治
事
物
起
源
』
に
お
け
る
次
の
記
述
で
あ
る
。 
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私
〔
引
用
者
注―

佐
原
純
一
の
こ
と
〕
は
南
校
に
居
て
、
明
治
四
年
の
七
月
か
八
月
に
、
編
輯
寮
の
大
属
に
な
り
ま
し
た
が
其
時
、
箕
作

麟
祥
先
生
が
、
編
輯
頭
を
や
つ
て
居
ら
れ
ま
し
た
、
其
時
分
先
生
が
頭
に
な
つ
て
、
フ
ル
ベ
ツ
キ
の
持
つ
て
居
た
チ
ヤ
ン
ブ
ル
の
百
科
全

書
－
イ
ン
フ
ヲ
ル
メ
ー
シ
ヨ
ン
オ
フ
ピ
ー
プ
ル
と
か
い
ふ
も
の
百
科
ば
か
り
あ
る
の
で
、
あ
れ
を
割
訳
に
し
よ
う
と
い
つ
て
引
つ
ぽ
と
い

て
、
賃
訳
に
出
し
ま
し
た
。
編
輯
寮
に
勤
め
て
居
る
者
で
も
、
学
校
の
教
員
を
し
て
居
る
者
で
も
、
福
沢
の
人
た
ち
で
も
誰
で
も
英
書
の

読
め
る
者
に
は
、
訳
さ
せ
た
も
の
で
す
三
四

。 

  

石
井
が
大
槻
文
彦
『
箕
作
麟
祥
君
伝
』
の
「
佐
原
純
一
氏
の
談
」
か
ら
引
用
し
た
と
さ
れ
る
部
分
で
あ
る
が
、
実
際
の
『
箕
作

麟
祥
君
伝
』
に
は
「
フ
ル
ベ
ツ
キ
の
持
つ
て
居
た
」
と
い
う
記
述
は
な
く
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
の
み
だ
。 

 

麟
祥
君
の
編
輯
寮
に
あ
る
時
「
チ
ヤ
ン
ブ
ル
」
氏
の
「
イ
ン
フ
オ
ル
メ
ー
シ
ヨ
ン
、
オ
フ
、
ゼ
、
ピ
ー
プ
ル
」
と
云
ふ
書
を
訳
せ
し
め
、

百
科
全
書
と
題
し
て
、
逐
次
に
出
版
せ
ら
る
る
、
一
科
毎
に
、
当
時
の
英
学
者
数
十
人
に
嘱
し
て
訳
せ
し
め
、
其
難
解
の
科
は
、
麟
祥
君

の
訳
せ
し
も
の
多
か
り
き
三
五

。 

  

福
鎌
達
夫
は
、
石
井
研
堂
の
フ
ル
ベ
ッ
キ
持
参
説
を
『
箕
作
麟
祥
君
伝
』
か
ら
の
誤
っ
た
引
用
と
し
な
が
ら
も
、
な
お
そ
の
可

能
性
を
全
く
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
三
六

。
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
四
月
に
開
成
学
校
に
赴
任
以
後
、
一
九
七
一
（
明

治
四
）
年
九
月
ま
で
箕
作
麟
祥
と
親
し
い
間
柄
で
あ
っ
た
こ
と
や
広
範
な
教
授
活
動
か
ら
、
フ
ル
ベ
ッ
キ
が
起
点
テ
ク
ス
ト
を
所

持
し
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
の
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
福
鎌
の
想
定
す
る
底
本
の
出
版
年
（
一
八
六
〇
年
代
末
）
を
根

拠
と
し
て
、
来
日
の
際
に
フ
ル
ベ
ッ
キ
が
持
ち
込
ん
だ
と
い
う
説
に
は
無
理
が
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
三
七

。 

 

こ
こ
で
出
版
年
の
異
な
る
類
似
し
た
版
の
存
在
が
意
義
深
く
な
る
。仮
に
一
八
六
七
年
頃
に
刊
行
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
無
年

記
版
を
持
参
し
て
の
来
日
は
無
理
で
あ
っ
て
も
、
一
八
五
七
年
版
（N

ew
 E

d
itio

n

）
で
あ
れ
ば
持
ち
込
む
こ
と
は
で
き
る
。
あ
る

い
は
さ
ら
に
旧
版
を
持
参
し
て
、
文
部
省
関
係
者
に
紹
介
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
フ
ル
ベ
ッ
キ
の
関
与
は
否
定
で

き
な
い
だ
ろ
う
。 

 

 Ⅱ
 

福
澤
諭
吉
の
ル
ー
ト 

福
澤
諭
吉
は
一
八
五
八
（
安
政
五
）
年
に
江
戸
に
出
た
。
そ
れ
以
前
の
福
澤
の
洋
学
修
業
は
長
崎
に
始
ま
り
、
大
坂
の
緒
方
洪

庵
の
適
塾
で
の
基
礎
が
あ
っ
た
の
で
、
蘭
学
か
ら
英
学
へ
の
転
向
も
で
き
た
と
い
う
。
幕
府
の
外
国
方
の
翻
訳
方
と
な
り
、
外
交

文
書
な
ど
の
翻
訳
に
従
事
し
、
蕃
書
調
所
に
は
直
接
関
係
し
な
か
っ
た
が
、
洋
学
者
と
の
親
交
は
あ
っ
た
。
維
新
後
に
は
明
治
政

府
の
官
僚
と
は
な
ら
ず
、
民
間
人
と
し
て
活
躍
し
た
。
慶
応
義
塾
が
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
に
三
田
に
移
っ
た
時
点
で
、
塾
生

は
す
で
に
三
百
余
名
に
達
し
て
お
り
、
当
時
の
私
塾
の
な
か
で
は
圧
倒
的
な
数
で
あ
っ
た
。 

先
述
の
と
お
り
、
福
澤
に
は
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
社
刊
の
書
籍
を
底
本
と
し
た
著
訳
書
が
複
数
あ
り
、
と
く
に
有
名
な
『
西
洋
事
情 

外
編
』
は
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
社
のP

olitica
l E

co
n
o
m

y, fo
r u

se in
 sch

o
o
ls a

n
d
 fo

r p
riva

te in
stru

ctio
n

の
前
半
部
の
翻
訳
で
あ
る
。

彼
は
こ
の
出
版
社
に
つ
い
て
は
少
な
か
ら
ぬ
関
心
を
持
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
し
、C

h
a
m

b
ers’s In

fo
rm

a
tio

n
 fo

r th
e P

eo
p
le

を

購
入
す
る
機
会
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

福
澤
は
幕
末
に
三
回
欧
米
に
渡
航
し
て
い
る
が
、
ま
ず
一
八
六
〇
（
万
延
元
）
年
に
初
め
て
の
海
外
、
ア
メ
リ
カ
西
海
岸
に
行

く
。
こ
の
時
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
に
赴
く
幕
府
使
節
団
を
護
衛
す
る
咸
臨
丸
に
乗
船
し
て
太
平
洋
を
横
断
し
、
指
揮
官
の
勝
麟
太
郎

や
通
弁
の
中
浜
万
次
郎
と
と
も
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
ま
で
航
海
し
た
。
彼
ら
は
ア
メ
リ
カ
で
「
ウ
エ
ブ
ス
ト
ル
の
字
引
」（N

. 

W
eb

ster

編
の
大
辞
典
の
要
約
版
）
を
購
入
し
持
ち
帰
っ
た
。
次
に
翌
年
一
八
六
一
（
文
久
元
）
年
に
、
開
市
開
港
延
期
交
渉
の

目
的
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
を
訪
問
す
る
使
節
団
に
、
今
度
は
正
式
の
翻
訳
方
と
し
て
随
行
す
る
。
こ
れ
は
約
一
年
に
わ
た
る
欧
州

諸
国
へ
の
旅
で
あ
り
、
こ
の
時
の
思
い
出
と
し
て
、「
竜
動
に
逗
留
中
、
外
に
買
物
も
な
い
、
唯
英
書
ば
か
り
を
買
て
来
た
。
是

れ
が
抑
も
日
本
へ
の
輸
入
の
始
ま
り
で
、
英
書
の
自
由
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
云
う
の
も
是
れ
か
ら
の
事
で
あ
る
」
と
述
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懐
し
て
い
る
三
八

。
三
度
目
は
一
八
六
七
（
慶
応
三
）
年
の
ア
メ
リ
カ
へ
の
再
訪
で
あ
り
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
上
陸
後
に
、
パ

ナ
マ
経
由
で
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
や
ワ
シ
ン
ト
ン
ま
で
足
を
延
ば
し
て
い
る
。
こ
の
折
に
も
「
有
ら
ん
限
り
の
原
書
」
を
購
入
し
た
と

い
う
福
澤
自
身
の
回
想
は
、
時
事
新
報
社
で
記
者
を
し
た
こ
と
も
あ
る
土
屋
元
作
の
次
の
記
述
と
符
合
す
る
。 

 
此
の
三
度
目
の
洋
行
〔
引
用
者
注
―
一
八
六
七
（
慶
応
三
）
年
、
福
澤
の
渡
米
〕
は
英
学
の
歴
史
上
最
重
要
な
る
も
の
な
り
。
諭
吉
は
此

の
時
既
に
多
少
の
資
財
を
有
し
、
又
在
塾
の
書
生
も
諸
藩
の
官
費
生
多
く
、
各
々
資
金
を
藩
に
乞
う
て
諭
吉
に
託
せ
し
か
ば
、
彼
は
米
国

に
於
て
多
数
の
教
科
書
を
買
求
め
、
十
二
箇
の
箱
に
充
た
し
て
持
帰
れ
り
。
其
の
頃
横
浜
に
て
ウ
エ
ブ
ス
タ
ー
三
十
両
カ
ツ
ケ
ン
ボ
ス
（
物

理
書
）
十
両
位
の
相
場
な
り
し
に
福
澤
塾
の
書
生
は
ウ
エ
ブ
ス
タ
ー
四
両
、
カ
ツ
ケ
ン
ボ
ス
二
両
に
て
買
ひ
受
く
る
こ
と
を
得
た
り
と
の

噂
伝
は
り
、
洋
書
の
値
段
忽
ち
に
し
て
大
下
落
を
来
せ
り
。
而
し
て
従
来
同
塾
備
附
の
洋
書
と
て
は
ウ
エ
ブ
ス
タ
ー
一
部
カ
ツ
ケ
ン
ボ
ス

及
び
チ
ヤ
ン
バ
ー
の
物
理
書
各
一
部
あ
る
に
過
き
ざ
り
し
に
此
の
時
よ
り
ウ
エ
ー
ラ
ン
ド
の
修
身
書
及
び
経
済
に
、
テ
ー
ラ
ー
の
萬
国
史
、

ピ
ン
ノ
ツ
ク
仏
国
史
、
カ
ツ
ケ
ン
ボ
ス
の
米
国
史
、
チ
ヤ
ン
バ
ー
の
百
科
字
典
、
パ
ー
レ
ー
萬
国
史
、
其
の
他
中
学
教
科
書
用
の
地
理
文

典
等
一
通
り
備
り
た
れ
ば
、
此
に
始
め
て
政
治
、
経
済
、
倫
理
の
学
を
講
ず
る
を
得
、
四
方
来
学
者
漸
く
多
き
を
加
へ
た
り
三
九

。 

  

こ
こ
で
の
「
チ
ヤ
ン
バ
ー
の
百
科
字
典
」
はC

h
a
m

b
ers’s E

n
cyclo

pa
ed

ia

か
も
し
れ
な
い
が
、Ch

a
m

b
ers’s In

fo
rm

a
tio

n
 fo

r th
e 

P
eo

p
le

の
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
杉
村
武
は
答
え
を
保
留
し
な
が
ら
も
、「
海
外
使
節
や
留
学
生
の
帰
国
の
際
買
っ

て
帰
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
た
で
あ
ろ
う
」
と
し
、
福
鎌
達
夫
は
「
箕
作
の
目
に
と
ま
っ
た
「
チ
ャ
ン
ブ
ル
の
百
科
全
書
」
と

い
う
の
も
、
案
外
こ
の
福
澤
の
蔵
書
あ
た
り
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
憶
測
を
述
べ
て
い
る
四
〇

。
決
定
的
な
確
証
は
得
ら

れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
福
澤
と
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
社
の
関
係
を
考
え
る
と
可
能
性
は
捨
て
難
い
。 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
は
、
最
終
的
に
丸
善
版
十
二
巻
本
・
三
巻
本
と
し
て
集
大
成
さ
れ
る
。
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
に
福

澤
の
勧
め
で
丸
屋
商
社
（
丸
善
）
を
創
業
し
た
早
矢
仕
有
的
は
洋
書
輸
入
に
も
着
手
し
て
い
た
四
一

。
慶
應
義
塾
で
学
ん
だ
福
澤

一
門
の
多
数
の
若
き
洋
学
者
た
ち
が
翻
訳
を
担
当
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
も
あ
り
、
底
本
の
入
手
に
関
し
て
は
、
直
接
的
に
も
間

接
的
に
も
福
澤
諭
吉
の
影
が
色
濃
く
残
る
。 

 Ⅲ
 

岩
倉
使
節
団
の
ル
ー
ト
―
―
二
等
書
記
官
の
林
董
三
郎
と
小
松
済
治 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
実
際
の
起
点
テ
ク
ス
ト
と
し
て
使
わ
れ
た
か
否
か
は
別
に
し
て
、
無
年
記
の
英
国
版
（N

E
W

 

E
D

IT
IO

N

）
と
同
じ
内
容
の
洋
書
が
二
巻
二
組
、
東
京
竹
橋
に
あ
る
公
文
書
館
に
存
在
す
る
四
二

。
装
丁
は
異
な
る
が
、
ど
ち
ら

もN
E

W
 A

N
D

 IM
P

R
O

V
E

D
 E

D
IT

IO
N

と
し
て
、
一
八
六
七
年
に
米
国
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
リ
ッ
ピ
ン
コ
ッ
ト
社
か
ら
刊

行
さ
れ
た
も
の
だ
。 

そ
の
う
ち
一
組
は
内
務
省
か
ら
公
文
書
館
に
移
さ
れ
た
「
岩
倉
使
節
団
受
贈
本
」
で
、
小
口
に
マ
ー
ブ
ル
が
施
さ
れ
た
茶
色
革

装
の
美
本
で
あ
る
。
書
籍
文
具
店
（JA

M
E

S
 D

W
Y

E
R

）
の
小
さ
な
二
セ
ン
チ
四
方
程
度
の
シ
ー
ル
が
貼
ら
れ
た
第
二
巻
に
は
、

墨
書
き
の
「
公
書 

使
節
用 

弐
冊
之
内
」
と
、
鉛
筆
書
き
の
メ
モ
と
し
て
英
語
で
の
書
き
込
み
が
あ
る
。
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
解
読

不
能
な
の
だ
が
、
大
意
と
し
て
は
「
使
節
団
の
二
等
書
記
官
と
し
て
任
命
さ
れ
て
随
行
す
る
こ
と
を
誇
り
に
思
う
。
…
東
海
岸
に

向
か
う
途
中
、
ユ
タ
州
の
ソ
ル
ト
レ
ー
ク
シ
テ
ィ
で
異
常
な
大
雪
の
た
め
に
一
週
間
行
く
手
を
阻
ま
れ
た
」
と
い
う
も
の
だ
。 

岩
倉
使
節
団
は
、
明
治
政
府
が
列
強
と
の
条
約
改
正
や
欧
米
視
察
な
ど
を
目
的
と
し
て
派
遣
し
た
大
規
模
な
使
節
団
で
、
一
八

七
一
（
明
治
四
）
年
か
ら
七
三
（
明
治
六
）
年
に
か
け
て
欧
米
各
国
を
訪
問
し
た
が
、
最
初
の
訪
問
先
で
あ
る
米
国
で
ち
ょ
っ
と

し
た
ハ
プ
ニ
ン
グ
が
起
こ
っ
て
い
る
。
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
か
ら
ロ
ッ
キ
ー
山
脈
越
え
の
途
中
、
異
例
の
大
雪
に
見
舞
わ
れ
て
ソ
ル
ト

レ
ー
ク
シ
テ
ィ
に
予
定
外
の
長
い
逗
留
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
だ
。
こ
の
間
に
同
市
内
の
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ド
ゥ
イ
ヤ
ー
と
い
う
店

で
購
入
し
た
二
巻
一
組
が
公
文
書
館
の
所
蔵
本
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
二
等
書
記
官
と
は
、
林
董
三
郎
あ
る
い
は
小
松
済
治

で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
四
三

。 
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Ⅳ
 

岩
倉
使
節
団
の
ル
ー
ト
―
―
三
等
書
記
官
の
畠
山
義
成 

岩
倉
使
節
団
に
現
地
で
参
加
し
た
後
発
メ
ン
バ
ー
に
畠
山
義
成
が
い
る
。
国
会
図
書
館
が
所
蔵
す
る
無
年
記
英
国
版
（N

ew
 

E
d
itio

n

）
は
、「
畠
山
義
成
寄
贈
本
」
で
あ
る
四
四

。 
使
節
団
員
と
し
て
の
畠
山
は
、
久
米
邦
武
と
と
も
に
『
特
命
全
権
大
使 

米
欧
回
覧
実
記
』
の
筆
録
を
担
当
し
た
三
等
書
記
官

で
あ
っ
た
。
森
有
礼
と
同
様
に
幕
末
の
薩
摩
藩
留
学
生
の
ひ
と
り
で
あ
り
、
英
国
と
米
国
に
留
学
経
験
を
持
つ
。
明
六
社
に
も
一

時
期
参
加
し
て
い
た
開
明
派
官
僚
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
東
京
開
成
学
校
長
兼
外
国
語
学
校
長
も
務
め
た
が
、
再
渡
米
の
帰
路
で
急

逝
し
た
四
五

。 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
が
主
と
し
て
使
用
し
た
無
年
記
英
国
版
の
出
版
年
を
、
一
八
六
七
年
の
リ
ッ
ピ
ン
コ
ッ
ト
社
米
国
版
と

同
じ
も
の
と
推
定
す
る
先
述
の
村
瀬
ら
の
論
考
で
は
、
底
本
の
入
手
経
路
に
つ
い
て
畠
山
義
成
の
存
在
に
注
目
し
て
い
る
。 

 

畠
山
の
留
学
は
、
一
八
六
五
（
元
治
二
）
年
、
英
国
で
始
ま
り
、
一
八
六
七
年
、
米
国
に
移
動
し
た
。
こ
の
年
、CIP

〔
引
用
者
注
―C

ham
bers’s 

Inform
ation for the P

eople

の
略
〕
の
米
国
版
が
刊
行
さ
れ
、（
中
略
）
無
年
記
英
国
版
も
刊
行
さ
れ
た
。
畠
山
は
そ
れ
を
購
入
し
（
米
国

移
動
後
な
ら
ば
米
国
版
を
購
入
し
た
で
あ
ろ
う
）、
米
国
に
移
動
す
る
際
、
日
本
に
送
付
し
た
か
、
あ
る
い
は
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年

四
月
に
召
還
さ
れ
た
際
、
日
本
に
送
付
し
た
か
、
誰
か
に
委
託
し
日
本
に
持
ち
込
ん
だ
と
い
う
筋
道
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
四
六

。 

  

国
会
図
書
館
所
蔵
の
無
年
記
英
国
版
は
、
非
常
に
保
存
状
態
も
良
い
美
本
で
あ
る
。
特
に
第
一
巻
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
装
丁
の
ま

ま
で
、
緑
色
の
本
革
背
表
紙
に
金
文
字
、
外
装
全
体
も
同
じ
緑
色
の
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
、
内
装
に
は
茶
系
色
マ
ー
ブ
ル
模
様
の
厚
紙

が
貼
ら
れ
て
い
る
。
各
頁
に
も
損
傷
は
な
く
使
用
感
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
第
二
巻
は
残
念
な
が
ら
装
丁
は
修
理
さ
れ
た
も
の
で
、

「
紙
の
劣
化
が
た
い
へ
ん
進
ん
で
お
り
、
少
し
の
力
で
崩
れ
て
し
ま
う
部
分
が
あ
り
ま
す
」
と
い
う
注
意
書
き
も
貼
ら
れ
て
い
る

も
の
の
、
中
身
の
い
た
み
は
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
く
、
書
き
込
み
な
ど
は
皆
無
で
大
切
に
保
管
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
内

容
的
に
は
翻
訳
の
底
本
と
な
っ
た
可
能
性
が
高
い
書
籍
で
あ
る
が
、
数
名
の
翻
訳
作
業
に
耐
え
た
痕
跡
は
残
っ
て
い
な
い
。 

 

以
上
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
底
本
と
な
っ
た
起
点
テ
ク
ス
ト
の
入
手
経
路
を
確
定
的
に
明
ら
か
に

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ど
れ
か
ひ
と
つ
に
決
定
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
複
数
の
ル
ー
ト
と
複
数
の
底
本
を
想
定
し
た
ほ
う
が

現
実
的
か
も
し
れ
な
い
。
部
分
的
事
実
は
明
確
に
で
き
る
も
の
の
、
慎
重
に
パ
ズ
ル
の
ピ
ー
ス
す
べ
て
を
は
め
込
む
段
階
で
は
、

あ
く
ま
で
も
可
能
性
と
い
う
推
測
の
域
を
免
れ
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。 

ふ
ぞ
ろ
い
の
百
科
事
典
が
流
通
し
消
費
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、ふ
ぞ
ろ
い
の
起
点
テ
ク
ス
ト
が
多
数
の
関
係
者
か
ら
も
た
ら
さ
れ

た
と
い
う
の
も
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
似
つ
か
わ
し
い
と
思
え
て
く
る
。 

  

五
．
翻
訳
者
と
校
正
者
の
群
像 

 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
は
、
多
数
の
翻
訳
者
と
校
正
者
が
関
与
し
た
翻
訳
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。 

起
点
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
九
十
二
項
目
中
の
九
十
一
が
文
部
省
『
百
科
全
書
』
と
し
て
翻
訳
さ
れ
た
。
そ
の
内
三
編
は
二
名
に

よ
る
共
訳
で
あ
り
、
六
編
は
起
点
テ
ク
ス
ト
を
第
五
版
に
変
え
て
新
た
な
訳
者
が
改
訳
し
て
い
る
。
こ
れ
を
単
純
計
算
す
れ
ば
、

の
べ
に
し
て
ち
ょ
う
ど
百
名
の
翻
訳
者
が
参
加
し
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
ほ
と
ん
ど
の
翻
訳
は
校
正
者
の
手
を
経
て
刊
行
さ

れ
て
い
る
。
結
局
、
総
勢
で
七
十
六
名
―
―
内
訳
は
翻
訳
者
五
十
八
名
、
校
正
者
二
十
一
名
（
内
三
名
は
翻
訳
兼
校
正
者
）
―
―

が
こ
の
翻
訳
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
少
な
く
と
も
直
接
関
与
し
て
お
り
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
の
多
数
の
翻
訳
者
と
校
正
者
が
参
加
し
た
と

い
う
点
に
お
い
て
も
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
は
明
治
初
期
に
お
け
る
最
大
級
規
模
の
翻
訳
出
版
事
業
と
言
っ
て
よ
い
。 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
つ
い
て
の
先
駆
的
な
研
究
を
残
し
た
福
鎌
達
夫
は
、
人
間
関
係
の
観
点
か
ら
翻
訳
者
四
十
七
名
と
校
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正
者
十
六
名
を
、
箕
作
麟
祥
の
グ
ル
ー
プ
、
慶
応
義
塾
関
係
者
、
文
部
省
関
係
者
、
大
学
東
校
関
係
者
、
洋
々
社
関
係
者
、
そ
の

他
に
分
類
し
た
四
七

。
福
鎌
の
視
点
は
正
鵠
を
射
て
お
り
、
全
体
像
を
概
観
す
る
上
で
有
益
な
枠
組
み
で
あ
る
。
だ
が
福
鎌
の
調

査
に
は
全
て
の
翻
訳
者
と
校
正
者
が
網
羅
さ
れ
て
お
ら
ず
、
情
報
の
脱
落
や
混
乱
も
含
ま
れ
る
。
加
え
て
、
個
人
が
複
数
の
グ
ル

ー
プ
に
所
属
す
る
場
合
が
見
え
に
く
い
。
た
と
え
ば
福
澤
門
下
で
文
部
省
出
仕
、
あ
る
い
は
洋
々
社
メ
ン
バ
ー
で
文
部
省
出
仕
な

ど
と
い
う
組
み
合
わ
せ
も
少
な
く
な
い
が
、
分
類
上
は
単
純
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
て
、
最
新
デ
ー

タ
を
整
理
し
直
す
試
み
は
有
益
で
あ
ろ
う
。 

翻
訳
者
と
校
正
者
七
十
六
名
の
な
か
に
は
、後
世
に
伝
記
や
自
伝
が
残
り
、ま
た
個
人
全
集
が
編
纂
さ
れ
た
著
名
人
も
い
れ
ば
、

今
で
は
生
没
年
す
ら
不
明
の
場
合
も
あ
り
、
全
員
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
詳
ら
か
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
け
れ
ど
も
、
こ

の
翻
訳
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
文
部
省
主
導
で
始
ま
っ
た
こ
と
、そ
し
て
慶
応
義
塾
卒
業
の
洋
学
者
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
点
な
ど
は

有
力
な
手
が
か
り
と
な
る
。
こ
の
国
家
的
事
業
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
心
に
位
置
す
る
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
と
な
る
の
は
間
違
い
な
く
、

文
部
省
の
箕
作
麟
祥
と
西
村
茂
樹
、
そ
れ
に
慶
応
義
塾
創
設
者
の
福
澤
諭
吉
で
あ
る
。 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
関
係
者
の
来
歴
に
つ
い
て
は
、
辞
書
事
典
類
の
ほ
か
に
、
個
人
全
集
や
伝
記
・
自
伝
な
ど
で
解
説
さ
れ
て
い
る

場
合
も
あ
る
四
八

。
い
ず
れ
も
有
用
な
資
料
で
は
あ
る
が
、
限
定
的
で
あ
っ
た
り
、
相
互
矛
盾
す
る
内
容
す
ら
含
ま
れ
た
り
し
て

い
る
の
が
実
情
だ
。
そ
の
た
め
に
複
数
を
確
認
す
る
作
業
が
欠
か
せ
な
い
。 

翻
訳
者
と
校
正
者
と
し
て
直
接
関
与
し
た
七
十
六
名
全
員
を
「
文
部
省
・
大
学
東
校
な
ど
官
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」「
箕
作
麟
祥

（
開
成
所
・
私
塾
）
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」「
福
澤
諭
吉
（
慶
応
義
塾
）
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」「
西
村
茂
樹
（
洋
々
社
）
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
」「
そ
の
他
」「
不
明
」
に
大
別
し
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。
生
年
が
判
明
し
て
い
る
場
合
は
生
年
順
、
生
年
不
明
の
場
合
は

五
十
音
順
に
記
載
す
る
。
予
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
四
つ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
重
層
的
に
交
錯
す
る
。
個
人
が
複
数
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
に
重
複
し
て
所
属
す
る
場
合
は
多
々
あ
る
が
、
そ
の
都
度
加
え
て
あ
る
（
二
回
目
以
降
は
「
上
掲
」
と
の
み
記
載
）。 

 
 

【
文
部
省
・
大
学
東
校
な
ど
官
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
】
四
十
一
名 

松
岡
隣
（
一
八
二
〇
―
九
八
年
）『
食
物
篇
』
共
訳
。
備
前
岡
山
藩
家
老
伊
木
家
の
家
臣
で
蘭
学
者
。
児
玉
順
蔵
と
手
塚
律
蔵
に
学
び
、
岡

山
藩
兵
学
館
で
兵
学
、
砲
術
、
洋
学
を
教
授
。
後
に
教
部
省
、
文
部
省
、
兵
庫
県
に
勤
務
。
一
九
一
〇
（
明
治
四
十
三
）
年
に
従
五
位
追

贈
。 

 坪
井
為
春
（
一
八
二
四
―
八
六
年
）『
養
樹
篇
』『
蜜
蜂
篇
』『
医
学
』
翻
訳
。
出
羽
米
沢
出
身
の
蘭
学
者
。
幼
名
は
大
木
忠
益
、
号
は
芳
洲
。

江
戸
で
坪
井
信
道
に
師
事
し
、
養
子
と
な
る
。
薩
摩
藩
医
、
蕃
書
調
所
教
授
手
伝
、
西
洋
医
学
所
教
授
を
歴
任
。
維
新
後
は
大
学
東
校
の

大
学
少
博
士
、
中
博
士
と
な
る
。
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
、
埼
玉
県
立
医
学
校
長
に
就
任
。
代
表
的
訳
書
に
『
医
療
新
書
』
な
ど
。「
坪

井
為
春
先
生
伝
」『
東
京
医
事
新
誌
』（
第
四
三
三
―
四
三
四
号
）
に
詳
し
い
評
伝
あ
り
。 

 

秋
月
胤
永
（
一
八
二
四
―
一
九
〇
〇
年
）『
建
築
学
』
校
正
。
本
姓
は
「
丸
山
」、
字
は
「
子
錫
」、
通
称
は
「
悌
次
郎
」。
陸
奥
会
津
藩
士

で
、
昌
平
黌
に
学
ん
だ
漢
学
者
。
戊
辰
戦
争
で
禁
固
処
分
と
な
っ
た
が
、
後
に
東
京
大
学
予
備
門
や
五
高
で
教
え
た
。 

 

西
村
茂
樹
（
一
八
二
八
―
一
九
〇
二
年
）『
天
文
学
』
翻
訳
。
も
と
下
総
佐
倉
藩
家
老
。
号
は
泊
翁
。
儒
学
を
安
井
息
軒
、
洋
学
を
佐
久
間

象
山
に
学
ぶ
。
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
、
森
有
礼
ら
と
明
六
社
の
創
立
に
参
加
。
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
に
文
部
省
に
出
仕
し
、
編

書
課
長
、
編
集
局
長
、
報
告
局
長
を
歴
任
。
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
に
は
東
京
修
身
学
社
（
後
の
日
本
弘
道
会
）
を
創
設
。『
古
事
類
苑
』

の
編
纂
、
宮
中
顧
問
官
や
華
族
女
学
校
長
も
兼
任
。
代
表
的
著
作
は
『
日
本
道
徳
論
』
な
ど
。 

 小
林
病
翁
（
一
八
二
八
―
七
七
年
）『
法
律
沿
革
事
体
』『
骨
相
学
』
校
正
。
本
名
は
「
虎
三
郎
」。
長
岡
藩
士
時
代
の
「
米
百
俵
」
に
つ
い

て
の
逸
話
は
、
山
本
有
三
の
戯
曲
『
米
百
俵
』
に
も
な
り
、
近
年
の
政
治
家
に
も
引
用
さ
れ
る
ほ
ど
有
名
で
あ
る
。
文
部
省
編
書
課
員
。 
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 小
永
井
八
郎
（
一
八
二
九
―
八
八
年
）『
彫
刻
及
捉
影
術
』
校
正
。
号
は
小
舟
。
洋
々
社
メ
ン
バ
ー
。
一
八
五
九
（
安
政
六
）
年
、
幕
府
軍

艦
操
練
所
の
属
吏
に
な
り
、
一
八
六
〇
（
万
延
元
）
年
の
遣
米
使
節
団
と
し
て
渡
航
。
維
新
後
は
一
橋
侯
の
侍
読
を
経
て
、
尾
張
侯
明
倫

堂
の
教
頭
。
文
部
省
出
仕
、
晩
年
に
濠
西
塾
を
開
く
。 

 西
坂
成
一
（
一
八
三
一
―
八
七
年
）『
太
古
史
』『
英
国
史
』『
欧
羅
巴
地
誌
』『
愛
倫
地
誌
』『
亜
弗
利
加
及
大
洋
洲
地
誌
』『
南
亜
米
利
加

地
誌
』
校
正
。
加
賀
藩
の
儒
者
。
明
倫
堂
助
教
・
侍
読
を
兼
任
。
廃
藩
後
、
大
学
尞
長
、
文
部
少
助
教
、
東
京
府
訓
導
を
歴
任
。
代
表
的

著
作
に
『
教
女
軌
範
』『
訓
蒙
軌
範
』
な
ど
。 

 榊
原
芳
野
（
一
八
三
二
―
八
一
年
）『
植
物
綱
目
』『
動
物
綱
目
』『
菜
園
篇
』
校
正
、『
果
園
篇
』
共
校
。
国
学
者
で
洋
々
社
メ
ン
バ
ー
。

和
学
を
伊
能
頴
則
・
深
川
潜
蔵
に
、
仏
教
学
を
行
阿
に
学
び
、
本
所
石
原
町
に
塾
を
開
い
た
。
昌
平
学
校
に
出
仕
し
、
大
学
中
助
教
を
経

て
、
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
に
文
部
権
大
助
教
。
一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
か
ら
『
古
事
類
苑
』
の
編
集
に
従
事
。 

 

久
保
吉
人
（
一
八
三
四
―
九
三
年
）『
地
文
学
』『
重
学
』『
光
学
及
音
学
』『
陶
磁
工
篇
』『
水
運
』『
花
園
』『
養
樹
篇
』『
牛
及
採
乳
』『
豚

兎
食
用
鳥
籠
鳥
篇
』『
犬
及
狩
猟
』『
釣
魚
篇
』『
食
物
篇
』『
衣
服
及
服
式
』『
中
古
史
』『
英
倫
及
威
爾
斯
地
誌
』『
蘇
格
蘭
地
誌
』『
亜
細

亜
及
東
印
度
地
誌
』『
北
亜
米
利
加
地
誌
』『
人
心
論
』『
洋
教
宗
派
』『
回
教
及
印
度
教
仏
教
』『
北
欧
鬼
神
誌
』『
修
身
論
』『
接
物
論
』『
人

口
救
窮
及
保
険
』『
算
数
及
代
数
』『
古
物
学
』
校
正
。
号
は
「
侈
堂
」。
文
部
省
編
書
課
員
。 

 

片
山
淳
吉
（
一
八
三
七
―
八
七
年
）『
植
物
生
理
学
』
共
訳
。
丹
後
出
身
、
別
名
「
淳
之
助
」。
蘭
学
塾
と
慶
応
義
塾
で
学
ぶ
。
慶
応
義
塾

卒
業
後
、
新
銭
座
時
代
の
教
員
を
つ
と
め
る
。
文
部
省
出
仕
と
な
り
、
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
に
は
物
理
教
科
書
『
物
理
階
梯
』
を
編

集
。 

 田
代
基
徳
（
一
八
三
九
―
九
八
年
）『
動
物
及
人
身
生
理
』
翻
訳
。
豊
前
中
津
出
身
。
緒
方
洪
庵
に
師
事
。
幕
府
の
西
洋
医
学
所
で
学
び
、

陸
軍
軍
医
監
、
陸
軍
軍
医
学
校
長
を
歴
任
。『
文
園
雑
誌
』『
医
事
新
聞
』『
陸
軍
軍
医
学
校
業
府
』
を
創
刊
。
代
表
的
著
作
に
『
切
断
要
法
』

『
外
科
手
術
』
な
ど
。 

 川
本
清
一
（
一
八
三
九
―
一
九
一
八
年
）『
人
心
論
』
翻
訳
、『
百
工
応
用
化
学
篇
』
校
正
。
別
名
「
清
次
郎
」。
父
は
著
名
な
蘭
学
者
の
川

本
幸
民
。
開
成
所
時
代
の
箕
作
麟
祥
の
門
下
生
、
一
八
六
四
（
元
治
元
）
年
に
開
成
所
助
教
、
一
八
六
六
（
慶
応
二
）
年
に
開
成
所
英
学

教
授
手
伝
出
役
と
な
る
。
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
に
文
部
少
教
授
、
翌
年
に
文
部
中
教
授
、
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
に
太
政
官
印
刷

局
長
。『
明
治
五
年
官
員
全
書
』
の
編
輯
寮
名
簿
に
は
、「
編
輯
権
頭
正
六
位
川
本
清
一
摂
津
兵
庫
県
人
」
と
あ
る
。
そ
の
後
、
外
務
省
七

等
出
仕
を
経
て
、
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
に
外
務
局
記
録
局
副
長
心
得
。
多
く
の
翻
訳
書
が
あ
り
、
た
と
え
ば
開
成
所
助
教
時
代
に
は

『
歩
兵
制
律
』
な
ど
。 

 若
山
儀
一
（
一
八
四
〇
―
九
一
年
）『
洋
教
宗
派
』
翻
訳
。
経
済
学
者
で
、
生
命
保
険
の
創
設
者
。
江
戸
の
医
師
西
川
宗
庵
の
子
だ
が
、
若

山
家
の
養
子
と
な
り
、
緒
方
洪
庵
に
学
ぶ
。
開
成
所
教
授
の
後
に
、
民
部
省
や
大
蔵
省
に
勤
務
。
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
に
は
岩
倉
使

節
団
に
参
加
し
、
税
務
と
財
政
を
研
究
。
帰
国
後
は
太
政
官
や
宮
内
省
な
ど
に
勤
め
、
保
護
貿
易
や
税
制
改
革
を
提
唱
。
代
表
的
著
作
に

『
保
護
税
説
』『
泰
西
農
学
』
な
ど
。 

 後
藤
達
三
（
一
八
四
一
―
九
二
年
）『
重
学
』
翻
訳
。
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
に
大
学
少
助
教
、
一
九
七
一
（
明
治
四
）
年
に
大
学
中
助

教
を
経
て
、
一
八
八
三
―
八
四
（
明
治
十
六
―
十
七
）
年
に
文
部
省
御
用
掛
。『
窮
理
問
答
』『
博
物
問
答
』『
農
業
問
答
』
な
ど
の
訳
書
。
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後
に
は
日
本
最
初
の
全
国
的
な
規
模
の
大
日
本
農
会
で
活
躍
し
た
農
政
官
僚
。 

 

飯
島
半
十
郎
（
一
八
四
一
―
一
九
〇
一
年
）『
温
室
通
風
点
光
』『
陸
運
』『
蒸
汽
篇
』
共
校
。
洋
々
社
メ
ン
バ
ー
。
幕
臣
で
、
浮
世
絵
研
究

家
。
昌
平
黌
で
学
ん
だ
後
、
箱
館
奉
行
江
戸
役
所
書
物
御
用
出
役
。
戊
辰
戦
争
で
は
遊
撃
隊
に
参
加
。
父
、
弟
と
と
も
に
箱
館
戦
争
を
戦

い
、
敗
戦
に
よ
り
降
伏
し
監
禁
と
な
る
。
赦
免
後
、
文
部
省
編
輯
局
出
仕
。
一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
に
農
商
務
省
山
林
局
。
地
理
や

地
誌
書
多
数
。 

 秋
山
恒
太
郎
（
一
八
四
二
―
一
九
一
一
年
）『
人
種
篇
』『
接
物
論
』
翻
訳
。
越
後
国
長
岡
藩
生
ま
れ
。
漢
籍
を
学
ん
だ
後
、
一
八
六
九
年

（
明
治
二
年
）
に
腰
の
刀
を
質
屋
に
入
れ
て
慶
應
義
塾
に
入
塾
、
洋
学
を
修
め
る
。
そ
の
後
同
塾
で
教
員
と
な
り
、
数
学
を
担
当
。
中
津

藩
で
英
学
、
会
計
を
担
当
し
た
後
、
文
部
省
出
版
課
長
に
推
薦
さ
れ
る
。
内
務
卿
大
久
保
利
通
の
出
版
法
改
正
の
も
と
内
務
省
に
移
り
、

す
ぐ
に
辞
職
。
長
崎
師
範
学
校
校
長
と
な
り
、
一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
に
浜
松
中
学
校
校
長
と
な
る
。
宮
城
師
範
学
校
、
女
子
高
等

師
範
学
校
校
長
を
歴
任
。 

 長
谷
川
泰
（
一
八
四
二
―
一
九
一
二
年
）『
植
物
綱
目
』『
骨
相
学
』
翻
訳
。
医
学
者
、
政
治
家
。
漢
方
医
長
谷
川
宗
斎
の
長
男
と
し
て
越

後
国
古
志
郡
福
井
村
生
ま
れ
。
漢
学
者
鈴
木
弥
蔵
に
師
事
、
父
か
ら
漢
方
医
学
を
学
ぶ
。
一
八
六
二
（
文
久
二
）
年
、
西
洋
医
学
修
得
の

た
め
下
総
佐
倉
の
順
天
堂
に
入
学
し
、
佐
藤
尚
中
・
松
本
順
に
師
事
。
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
に
大
学
東
校
の
少
助
教
、
一
八
七
四
（
明

治
七
）
年
に
長
崎
医
学
校
校
長
に
就
任
。
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
、
東
京
本
郷
元
町
に
私
立
医
学
校
の
済
生
学
舎
を
開
校
。
東
京
府
病

院
長
・
内
務
省
衛
生
局
長
な
ど
を
歴
任
し
、
医
事
行
政
に
貢
献
。
一
八
九
〇
（
明
治
二
十
三
）
年
に
衆
議
院
議
員
、
一
八
九
二
（
明
治
二

十
五
）
年
に
東
京
市
会
議
員
と
な
る
。
一
九
〇
三
（
明
治
三
十
六
）
年
に
政
府
の
学
制
強
化
か
ら
済
生
学
舎
を
廃
校
と
し
て
、
隠
居
。 

 小
林
義
直
（
一
八
四
四
―
一
九
〇
五
年
）『
気
中
現
象
学
』『
化
学
篇
』『
蒸
汽
篇
』
翻
訳
、『
食
物
製
方
』
共
訳
。
も
と
備
後
福
山
藩
士
。

藩
儒
江
木
繁
太
郎
に
儒
学
を
、
寺
地
舟
里
に
蘭
学
を
学
ぶ
。
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
大
学
東
校
の
大
助
教
に
就
任
。 

 永
田
健
助
（
一
八
四
四
―
一
九
〇
九
年
）『
動
物
綱
目
』『
人
口
救
窮
及
保
険
』『
家
事
倹
約
訓
』
翻
訳
。
別
名
「
健
之
助
」。
慶
応
義
塾
卒

業
後
に
新
銭
座
時
代
の
教
員
と
し
て
、
地
理
書
の
素
読
を
担
当
。
文
部
省
七
等
出
仕
、
陸
軍
参
謀
本
部
御
雇
、
大
学
南
校
教
員
を
歴
任
。

日
本
商
業
地
理
学
の
先
駆
者
。一
八
七
七（
明
治
十
）年
の『
宝
氏
経
済
学
』（M

illicent G
arret F

aw
cett

著P
olitical E

conom
y for B

eginners

）

が
代
表
的
訳
書
。 

 小
川
駒
橘
（
一
八
四
四
―
一
九
二
二
年
）『
歳
時
記
』
翻
訳
。
紀
州
和
歌
山
出
身
。
慶
応
義
塾
卒
業
後
に
新
銭
座
時
代
の
教
員
と
し
て
、
地

理
書
並
雑
書
を
担
当
。
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
に
文
部
省
翻
訳
課
出
仕
、
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
に
内
務
省
戸
籍
寮
、
長
崎
師
範
学

校
長
。
一
八
八
〇
（
明
治
十
三
）
年
に
は
横
浜
正
金
銀
行
創
立
に
参
加
。 

 小
林
雄
七
郎
（
一
八
四
五
―
九
一
年
）『
法
律
沿
革
事
体
』
翻
訳
。
も
と
越
後
長
岡
藩
士
。
慶
応
義
塾
で
英
書
を
研
究
。
文
部
省
・
大
蔵
省
・

工
部
省
出
仕
後
、
翻
訳
や
政
治
小
説
な
ど
の
著
述
、
郷
里
の
子
弟
の
育
英
事
業
に
従
事
。
一
八
九
〇
（
明
治
二
十
三
）
年
に
衆
議
院
議
員
。 

 大
島
貞
益
（
一
八
四
五
―
一
九
一
四
年
）『
土
工
術
』『
北
亜
米
利
加
地
誌
』『
回
教
及
印
度
教
仏
教
』
翻
訳
。
郷
里
の
但
馬
で
漢
学
を
江
戸

で
箕
作
麟
祥
に
英
学
を
学
ぶ
（
開
成
所
時
代
の
門
下
生
）。
外
務
省
翻
訳
局
を
経
て
、
一
八
九
〇
（
明
治
二
十
三
）
年
か
ら
『
東
京
経
済
雑

誌
』
に
「
保
護
貿
易
論
」
を
連
載
し
、
富
田
鉄
之
助
ら
と
国
家
経
済
会
を
設
立
。
保
護
貿
易
論
者
の
経
済
学
者
と
し
て
著
名
。
西
田
長
寿

『
大
島
貞
益
』（
実
業
之
日
本
社
、
一
九
四
五
年
）
に
「
大
島
貞
益
著
訳
書
論
文
一
覧
」
あ
り
。
訳
書
に
『
英
国
開
化
史
』
や
『
人
口
論
要

略
』
な
ど
。 
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 関
藤
成
緒
（
一
八
四
五
―
一
九
〇
六
年
）『
地
文
学
』『
建
築
学
』『
犬
及
狩
猟
』『
英
国
史
』
翻
訳
、『
食
物
製
方
』
共
訳
。
備
後
福
山
出
身
。

別
名
は
「
大
友
平
五
郎
」、
関
藤
陰
養
子
。
慶
応
義
塾
卒
業
後
に
文
部
省
に
入
り
、
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
に
大
阪
開
成
所
小
助
教
。
一

八
七
五
（
明
治
八
）
年
に
新
潟
師
範
学
校
三
等
教
諭
、
一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
に
秋
田
県
師
範
学
校
長
。 

 大
槻
文
彦
（
一
八
四
七
―
一
九
二
八
年
）『
言
語
』『
印
刷
術
及
石
板
術
』
翻
訳
。
祖
父
は
大
槻
磐
水
、
父
は
磐
渓
、
兄
は
如
電
（
修
二
）

と
い
う
学
者
一
族
の
出
身
。
一
八
六
二
（
文
久
二
）
年
に
開
成
所
入
学
、
一
八
六
六
（
慶
応
二
）
年
に
洋
学
稽
古
人
。
一
八
七
〇
（
明
治

三
）
年
に
大
学
南
校
に
入
学
し
て
英
学
・
数
学
を
修
め
、
翌
年
箕
作
秋
坪
の
私
塾
三
叉
学
舎
の
塾
長
と
な
る
。
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
、

文
部
省
に
出
仕
し
、『
英
和
対
訳
辞
書
』
や
教
科
書
の
編
輯
に
従
事
。
そ
の
後
、
宮
城
師
範
学
校
長
、
宮
城
県
尋
常
中
学
校
長
、
国
語
調
査

委
員
会
主
査
委
員
を
歴
任
。
一
八
九
九
（
明
治
三
十
二
）
年
に
文
学
博
士
。
代
表
的
著
作
は
『
言
海
』『
広
日
本
文
典
』『
口
語
法
別
記
』

な
ど
。 

 横
瀬
文
彦
（
一
八
四
七
―
？
年
）『
英
国
制
度
国
資
』
翻
訳
。
常
陸
出
身
で
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
出
発
。『
評
論
新
聞
』（
一
八
七
七

年
七
月
第
十
六
号
か
ら
同
年
八
月
第
十
八
号
）
の
編
輯
。
第
十
六
号
の
巻
頭
論
文
で
「
新
聞
紙
条
例
」
を
批
判
し
、
罰
金
五
円
。
そ
の
審

理
中
は
署
名
を
避
け
て
、
同
年
九
月
第
二
十
三
号
と
第
二
十
四
号
で
復
活
す
る
も
の
の
、
十
月
第
二
十
五
号
で
病
気
退
職
を
告
知
（
実
際

は
内
密
に
継
続
か
）。
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
一
月
第
六
十
二
号
「
圧
制
政
府
顚
覆
ス
ヘ
キ
ノ
論
」
の
投
書
を
支
持
し
、
新
聞
条
例
第
十

二
条
に
よ
り
禁
獄
三
か
月
、
罰
金
五
十
円
。
出
獄
後
は
『
朝
野
新
聞
』
に
入
社
し
、
一
八
七
七
（
明
治
十
）
年
六
月
十
六
日
第
一
一
三
八

号
か
ら
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
八
月
二
十
九
日
第
一
四
九
四
号
ま
で
印
刷
長
一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
に
は
兵
庫
県
勧
業
課
に
入

り
、
学
務
課
長
に
な
る
。
一
八
八
二
（
明
治
十
五
）
年
に
大
蔵
省
出
仕
と
な
り
勤
務
を
継
続
し
、
最
終
的
に
は
同
省
参
事
官
と
な
る
。 

 箕
作
麟
祥
（
一
八
四
八
―
九
七
年
）『
自
然
神
教
及
道
徳
学
』『
教
育
論
』
翻
訳
。
一
八
六
七
（
慶
応
三
）
年
に
は
徳
川
昭
武
に
随
行
し
て

渡
仏
し
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
も
堪
能
。
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
司
法
省
四
等
出
仕
、
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
司
法
大
丞
、
一
八
七
七
（
明

治
十
）
年
司
法
大
書
記
官
、
翻
訳
課
・
民
法
編
纂
両
課
長
、
民
法
編
纂
委
員
兼
務
。
一
八
八
〇
（
明
治
十
三
）
年
東
京
学
士
会
院
会
員
、

元
老
院
議
官
。
一
八
八
四
（
明
治
十
七
）
年
か
ら
会
社
条
令
、
破
産
法
、
商
法
な
ど
の
編
纂
委
員
や
法
律
取
調
委
員
に
任
じ
、
一
八
八
八

（
明
治
二
十
一
）
年
に
法
学
博
士
、
司
法
次
官
、
一
八
九
〇
（
明
治
二
十
三
）
年
に
貴
族
院
議
員
、
私
立
和
仏
法
律
学
校
長
、
一
八
九
六

（
明
治
二
十
九
）
年
に
行
政
裁
判
所
長
官
。
フ
ラ
ン
ス
の
諸
法
律
を
翻
訳
紹
介
し
、
諸
法
典
の
編
纂
委
員
を
勤
め
、
江
藤
新
平
・
大
木
喬

任
・
山
田
顕
義
の
も
と
で
法
典
整
備
に
貢
献
。
政
府
の
た
め
の
翻
訳
量
は
厖
大
だ
っ
た
が
、
著
書
論
文
な
ど
は
残
し
て
い
な
い
。 

 木
村
一
歩
（
一
八
五
〇
―
一
九
〇
一
年
）『
温
室
通
風
点
光
』『
菜
園
篇
』
翻
訳
、『
農
学
』
校
正
。
慶
応
義
塾
新
銭
座
時
代
の
教
員
と
し
て
、

地
理
書
会
読
を
担
当
。
文
部
大
助
教
、
大
蔵
省
国
債
寮
。
私
塾
「
鞭
駘
義
塾
」
を
創
設
。 

 柴
田
承
桂
（
一
八
五
〇
―
一
九
一
〇
年
）『
地
質
学
』『
果
園
篇
』『
太
古
史
』『
古
物
学
』
翻
訳
。
化
学
者
、
薬
学
者
。
一
八
六
九
（
明
治

二
）
年
に
政
府
の
貢
進
生
と
な
り
、
一
九
七
一
（
明
治
四
）
年
か
ら
文
部
省
派
遣
の
留
学
生
と
し
て
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
有
機
化
学
を
修
め

る
と
と
も
に
、
専
門
外
の
法
学
、
歴
史
学
、
考
古
学
な
ど
も
意
欲
的
に
学
ぶ
。
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
に
帰
国
し
、
東
京
医
学
校
製
薬

教
場
（
東
京
大
学
薬
学
部
の
前
身
）
の
教
授
に
就
任
。
そ
の
後
、
内
務
省
衛
生
局
御
用
掛
、
東
京
・
大
阪
両
司
薬
場
長
な
ど
歴
任
。
晩
年

は
公
職
か
ら
退
き
、
著
訳
書
の
執
筆
活
動
に
専
念
。
訳
編
に
『
衛
生
概
論
』、
訳
書
に
『
扶
氏
薬
剤
学
』
な
ど
。 

 

百
田
重
明
（
一
八
五
〇
―
？
年
）『
陸
運
』
共
校
。
丹
後
出
身
で
、
慶
応
義
塾
と
開
成
学
校
で
学
ぶ
。
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
に
海
軍
兵

学
寮
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
に
大
蔵
省
翻
訳
掛
、
一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
に
文
部
省
出
仕
、
翌
年
開
拓
使
属
と
な
り
札
幌
で
学

事
に
尽
力
。 
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 永
井
久
一
郎
（
一
八
五
二
―
一
九
一
三
年
）『
水
運
』『
豚
兎
食
用
鳥
籠
鳥
篇
』『
希
臘
史
』
翻
訳
。
尾
張
出
身
。
名
は
匡
温
、
号
は
禾
原
で
、

大
沼
枕
山
に
漢
詩
を
学
ん
だ
漢
詩
人
で
も
あ
る
。
永
井
荷
風
の
父
。
米
国
留
学
後
、
文
部
省
に
出
仕
し
、
東
京
図
書
館
長
、
会
計
課
長
を

務
め
る
。
後
に
日
本
郵
船
の
上
海
・
横
浜
支
店
長
を
歴
任
。
著
作
に
『
西
遊
詩
』『
雪
炎
百
日
吟
稿
』
な
ど
。 

 梅
浦
精
一
（
一
八
五
二
―
一
九
一
二
年
）『
織
工
篇
』
翻
訳
。
越
後
出
身
。
大
蔵
省
、
内
務
省
出
仕
の
後
、
東
京
商
法
会
議
所
を
経
て
一
八

八
五
（
明
治
十
八
）
年
に
石
川
島
平
野
造
船
所
に
入
社
し
、
後
に
社
長
就
任
。
後
藤
毛
織
の
社
長
、
東
京
水
力
電
気
、
名
古
屋
瓦
斯
の
取

締
役
も
歴
任
。 

 高
橋
是
清
（
一
八
五
四
―
一
九
三
六
年
）『
衣
服
及
服
式
』
翻
訳
。
十
四
歳
で
藩
費
留
学
生
と
し
て
渡
米
、
後
に
森
有
礼
の
書
生
と
な
る
。

開
成
学
校
卒
業
後
、
文
部
省
、
農
商
務
省
、
日
本
銀
行
に
勤
め
、
一
九
一
一
（
明
治
四
十
四
）
年
に
日
銀
総
裁
に
就
任
。
蔵
相
、
政
友
会

総
裁
、
首
相
な
ど
の
要
職
を
歴
任
し
た
が
、
二
・
二
六
事
件
で
青
年
将
校
の
銃
弾
に
倒
れ
た
。 

 菊
池
大
麓
（
一
八
五
五
―
一
九
一
七
年
）『
修
辞
及
華
文
』
翻
訳
。
津
山
藩
士
の
箕
作
秋
坪
次
男
で
、
一
八
八
二
（
明
治
十
五
）
年
に
菊
池

家
の
養
子
。
幕
府
派
遣
留
学
生
と
し
て
、
一
八
六
六
（
慶
応
二
）
年
に
外
山
正
一
ら
と
英
国
に
出
発
、
一
八
六
八
（
明
治
元
）
年
帰
国
。

数
学
者
、
理
学
博
士
。
東
京
帝
国
大
学
総
長
、
第
一
次
桂
内
閣
の
文
部
大
臣
、
京
都
帝
国
大
学
総
長
、
理
化
学
研
究
所
初
代
所
長
な
ど
を

歴
任
。 

 玉
利
喜
造
（
一
八
五
六
―
一
九
三
一
年
）『
農
学
』（
丸
善
版
）
翻
訳
。
薩
摩
出
身
の
農
学
者
。
駒
場
農
学
校
の
第
一
期
生
で
帝
国
大
学
教

授
と
な
る
。
一
八
九
九
（
明
治
三
十
二
）
年
農
学
博
士
第
一
号
。
一
九
〇
三
（
明
治
三
十
六
）
年
に
日
本
初
の
高
等
農
林
学
校
、
盛
岡
高

農
の
初
代
校
長
に
就
任
、
一
九
〇
九
（
明
治
四
十
二
）
年
に
鹿
児
島
高
農
初
代
校
長
に
就
任
。
貴
族
院
議
員
。 

 勝
嶋
仙
之
介
（
一
八
五
八
―
一
九
三
一
年
）『
牧
羊
篇
』（
丸
善
版
）
翻
訳
。
備
後
三
原
出
身
、
獣
医
畜
産
界
の
生
み
の
親
。
一
八
七
七
（
明

治
十
）
年
に
駒
場
農
学
校
に
入
学
し
獣
医
学
を
学
び
、
卒
業
後
は
農
学
校
助
教
心
得
。
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
に
東
京
農
林
学
校
教

授
、
一
八
八
九
―
九
一
（
明
治
二
十
二
―
二
十
四
）
年
に
欧
州
に
留
学
、
帰
国
後
は
帝
国
大
学
農
科
大
学
教
授
。
中
央
獣
医
会
創
立
に
か

か
わ
り
、
長
年
会
長
を
つ
と
め
る
。
獣
医
畜
産
関
連
の
法
律
制
定
に
参
与
。
馬
政
委
員
会
委
員
、
臨
時
馬
疫
調
査
委
員
を
歴
任
。
代
表
的

著
作
に
『
家
畜
医
範 

内
科
学
篇
』『
家
畜
内
科
学
』
な
ど
。 

 内
田
彌
一
（
生
没
年
不
明
）『
画
学
及
彫
像
』
翻
訳
。
明
治
政
府
の
音
楽
取
調
掛
に
て
一
八
八
〇
年
か
ら
八
二
年
ま
で
西
洋
音
楽
の
指
導
を

し
た
米
人
ル
ー
サ
ー
・
ホ
ワ
イ
テ
ィ
ン
グ
・
メ
ー
ソ
ン
（L

uther W
hiting M

ason

）
の
著
作
を
、『
音
楽
捷
径
』（
一
八
八
三
年
）、『
音
楽

指
南
』
一
八
八
四
年
）
と
し
て
翻
訳
し
た
。
他
に
も
音
楽
関
係
の
訳
書
と
し
て
、
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
カ
リ
ー
（Jam

es C
urrie

）
著
『
楽
典
初

歩
』、
著
者
不
明
『
音
楽
階
梯
』
が
あ
り
、
著
作
と
し
て
は
『
音
楽
独
学
び
』
が
あ
る
。
ま
た
、『
小
学
教
本
日
用
植
物
篇
』『
博
物
全
誌 

動

物
篇
』（
い
ず
れ
も
著
者
不
明
）
な
ど
の
訳
書
も
あ
る
。 

 佐
原
純
一
（
生
没
年
不
明
）『
算
術
及
代
数
』『
幾
何
学
』
翻
訳
。
福
山
藩
士
の
子
息
で
、
別
名
「
純
吉
」。
数
学
教
育
者
。
一
八
六
六
（
慶

応
二
）
年
に
開
成
所
数
学
教
授
出
役
、
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
に
開
成
学
校
三
等
教
授
、
一
八
七
〇
（
明
治
三
）
年
に
大
学
中
教
授
、

一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
に
文
部
省
八
等
出
仕
。
共
学
舎
を
町
田
久
成
や
辻
新
次
と
組
織
し
数
学
を
教
え
る
。
共
学
舎
職
員
録
で
は
、
一

八
八
三
―
八
四
（
明
治
十
六
―
十
七
）
年
に
文
部
省
一
等
属
、
広
島
県
士
族
。
大
槻
文
彦
『
箕
作
麟
祥
君
伝
』
に
佐
原
純
一
の
談
話
と
し

て
頻
出
。 
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内
村
耿
之
介
（
生
没
年
不
明
）『
織
工
篇
』『
食
物
製
方
』『
人
種
説
』『
交
際
及
政
体
』『
海
陸
軍
制
』『
画
学
及
彫
像
』
校
正
、『
動
静
水
学
』

『
蒸
汽
篇
』『
土
工
術
』『
温
室
通
風
点
光
』
共
校
。
文
部
省
編
書
課
員
。 

 大
井
潤
一
（
生
没
年
不
明
）『
羅
馬
史
』
校
正
、『
土
工
術
』
共
校
。
文
部
省
編
書
課
員
。 

 清
水
世
信
（
生
没
年
不
明
）『
地
質
学
』『
気
中
現
象
学
』『
植
物
生
理
学
』『
動
物
及
人
身
生
理
』『
電
気
及
磁
石
』『
化
学
篇
』『
鉱
物
篇
』

『
金
類
及
錬
金
術
』『
給
水
浴
澡
掘
渠
』『
漁
猟
』『
養
生
』『
医
学
』
校
正
、『
動
静
水
学
』
共
校
。
文
部
省
編
書
課
員
。 

 長
川
新
吾
（
生
没
年
不
明
）『
貿
易
及
貨
幣
銀
行
』『
家
事
倹
約
訓
』
校
正
。
文
部
省
編
書
課
員
。 

  【
箕
作
麟
祥
（
開
成
所
・
私
塾
）
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
】
十
四
名 

（
上
掲
）
川
本
清
一
／
大
島
貞
益
／
箕
作
麟
祥
／
永
井
久
一
郎
／
菊
池
大
麓
／
佐
原
純
一 

 堀
越
愛
国
（
一
八
三
五
―
一
九
二
一
年
）『
経
済
論
』『
国
民
統
計
学
』
翻
訳
。
別
名
「
亀
之
助
」「
英
之
助
」。
開
成
所
時
代
の
門
下
生
で

会
訳
社
メ
ン
バ
ー
。『
改
正
増
補 

英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
』（
第
二
版
、
一
八
六
六
年
）
は
、
堀
達
之
助
編
・
堀
越
亀
之
助
訂
正
増
補
。
こ
れ

は
堀
越
亀
之
助
（
愛
国
）
が
編
集
主
幹
と
な
り
、
初
版
本
を
八
千
語
に
わ
た
っ
て
改
訂
し
て
刊
行
し
た
も
の
。 

 高
橋
達
郎
（
一
八
四
八
―
？
年
）『
交
際
及
政
体
』『
海
陸
軍
制
』『
百
工
倹
約
訓
』
翻
訳
。
沼
間
守
一
が
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
に
設

立
し
た
政
治
結
社
「
嚶
鳴
社
」
の
メ
ン
バ
ー
。
翻
訳
書
に
一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
の
『
宗
教
進
化
論
』（
起
点
テ
ク
ス
ト
は
ス
ペ
ン
サ

ー
のP

rinciples of Sociology, vol. III, pt V
I, 1886, ch 26, R

eligious R
etrospect and P

rospect

）
な
ど
。 

 

錦
織
精
之
進
（
一
八
五
三
―
？
年
）『
陶
磁
工
篇
』『
金
類
及
錬
金
術
』『
馬
』『
釣
魚
篇
』『
漁
猟
』『
養
生
』『
彫
刻
及
捉
影
術
』
翻
訳
。
別

名
「
朔
郎
」。
神
保
町
の
私
塾
「
共
学
社
」
の
門
下
生
。
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
か
ら
一
八
七
七
（
明
治
十
年
）
ま
で
、
海
軍
兵
学
校
文

官
教
授
と
し
て
英
語
科
目
を
担
当
す
る
。
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
に
明
八
義
塾
を
創
立
。 

 

須
川
賢
久
（
生
没
年
不
明
）『
蘇
格
蘭
地
誌
』
翻
訳
。
開
成
所
時
代
の
門
下
生
。 

 

薗
鑑
（
生
没
年
不
明
）『
北
欧
鬼
神
誌
』
翻
訳
。
別
名
「
鑑
三
郎
」。
会
訳
社
メ
ン
バ
ー
。
開
成
所
時
代
の
門
下
生
で
、
後
に
英
学
を
教
え

た
。 

 

牧
山
耕
平
（
生
没
年
不
明
）『
百
工
応
用
化
学
篇
』
翻
訳
。
神
保
町
の
私
塾
「
共
学
社
」
の
門
下
生
。 

 

塚
本
周
造
（
生
没
年
不
明
）『
論
理
学
』
翻
訳
。
神
保
町
の
私
塾
「
共
学
社
」
の
門
下
生
。〔
塚
原
周
造
（
一
八
四
七
―
一
九
二
七
年
）
と

同
一
人
物
で
あ
れ
ば
、
下
総
豊
田
郡
出
身
で
蘭
学
を
学
ん
だ
後
に
開
成
所
に
入
る
。
一
八
六
四
（
元
治
元
）
年
に
開
成
所
の
教
授
心
得
と

な
る
。
箕
作
麟
祥
塾
と
慶
応
義
塾
に
学
び
、
高
知
の
藩
校
致
道
館
の
英
学
教
師
と
な
る
。
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
に
上
京
し
て
、
文
部

省
と
大
蔵
省
の
英
書
翻
訳
を
担
当
。
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
に
大
蔵
省
管
船
課
で
海
事
行
政
を
整
備
、
一
八
八
〇
（
明
治
十
三
）
年
に

前
島
密
ら
と
日
本
海
員
掖
済
会
を
創
立
。
一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
に
逓
信
省
管
船
局
長
に
就
任
、
一
八
九
六
（
明
治
二
十
九
）
年
に

東
洋
汽
船
を
設
立
。〕 
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寺
内
章
明
（
生
没
年
不
明
）『
百
工
倹
約
訓
』
校
正
。
大
槻
文
彦
『
箕
作
麟
祥
君
伝
』
に
は
、「
訳
語
の
選
定
、
訳
文
の
潤
色
に
就
き
て
は
、

辻
士
革
、
寺
内
章
明
、
市
川
清
流
等
の
力
を
借
れ
り
」（
五
八
頁
）
と
あ
る
。 

  【
福
澤
諭
吉
（
慶
応
義
塾
）
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
】
十
二
名 

（
上
掲
）
片
山
淳
吉
／
秋
山
恒
太
郎
／
永
田
健
助
／
小
川
駒
橘
／
小
林
雄
七
郎
／
関
藤
成
緒
／
木
村
一
歩
／
永
井
久
一
郎 

 海
老
名
晋
（
一
八
四
六
―
九
八
年
）『
愛
倫
地
誌
』
翻
訳
。
日
向
延
岡
出
身
。
慶
応
義
塾
卒
業
後
は
新
銭
座
時
代
の
教
員
と
し
て
、
地
理
書

並
雑
書
素
読
と
英
文
講
学
を
担
当
。
横
浜
高
島
洋
学
校
教
員
、
岐
阜
師
範
学
校
長
を
歴
任
。 

 深
間
内
基
（
一
八
四
七
―
一
九
〇
一
年
）『
電
気
及
磁
石
』
翻
訳
。
奥
州
三
春
出
身
。
慶
応
義
塾
卒
業
後
、
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
に
高

知
立
志
社
教
員
の
後
、
代
言
人
（
弁
護
士
）
と
な
る
。 

 日
原
昌
三
（
一
八
五
一
―
一
九
〇
四
年
）『
光
学
及
音
学
』
翻
訳
。
長
州
豊
浦
出
身
。
一
八
七
一―

七
二
（
明
治
四―

五
）
年
頃
に
大
阪
舎

密
学
校
に
学
ん
だ
後
、
福
澤
諭
吉
と
知
遇
を
得
る
。
慶
應
義
塾
を
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
ま
で
に
卒
業
後
、
教
員
と
な
る
。
一
八
八
〇

―
八
一
（
明
治
十
三
―
十
四
）
年
頃
に
横
浜
正
金
銀
行
ロ
ン
ド
ン
支
店
勤
務
、
一
八
八
四
（
明
治
十
七
）
年
頃
に
支
配
人
心
得
、
一
八
八

七
（
明
治
二
十
）
年
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
支
店
支
配
人
を
歴
任
。
辞
任
後
は
郷
里
の
豊
浦
に
て
晴
耕
雨
読
の
生
活
を
送
り
、『
時
事
新
報
』

に
豊
浦
生
の
名
で
論
説
を
寄
稿
四
九

。 

 四
屋
純
三
郎
（
一
八
五
四
―
八
四
年
）『
亜
細
亜
及
東
印
度
地
誌
』
翻
訳
。
日
向
延
岡
出
身
。
慶
応
義
塾
を
卒
業
後
は
教
員
と
し
て
英
文
講

学
を
担
当
。
一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
に
は
交
詢
社
交
詢
雑
誌
編
集
委
員
と
な
る
。
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
に
『
訓
蒙
二
種
』
を
海

老
名
晋
と
共
訳
。 

  

【
西
村
茂
樹
（
洋
々
社
）
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
】
七
名 

（
上
掲
）
西
村
茂
樹
／
大
槻
文
彦
／
小
永
井
八
郎
／
榊
原
芳
野
／
飯
島
半
十
郎 

 

大
井
鎌
吉
（
生
没
年
不
明
）『
羅
馬
史
』『
花
園
』
翻
訳
、『
論
理
学
』
校
正
。
洋
々
社
メ
ン
バ
ー
。
津
田
仙
・
柳
沢
信
大
・
大
井
鎌
吉
合
訳
・

中
村
正
直
校
正
『
英
華
和
訳
字
典
』（
一
八
七
九
年
）
は
、
ロ
プ
シ
ャ
イ
ト
（W

. L
obscheid 

羅
存
徳
）
の
『
英
華
字
典
』（
一
八
六
六
―

六
九
年
）
に
依
拠
し
た
も
の
。 

 

平
野
知
秋
（
一
八
一
四
―
八
三
年
）『
歳
時
記
』
校
正
。
洋
々
社
メ
ン
バ
ー
。 

 

【
そ
の
他
】
十
四
名 

大
鳥
圭
介
（
一
八
三
三
―
一
九
一
一
年
）『
造
家
法
』（
丸
善
版
）
校
正
。
播
磨
赤
穂
出
身
、
本
姓
は
小
林
、
名
は
純
彰
。
医
師
の
家
に
生

ま
れ
、
岡
山
の
閑
谷
校
、
大
阪
の
適
塾
を
経
て
、
江
戸
の
江
川
塾
で
兵
学
を
学
び
、
幕
府
歩
兵
奉
行
と
な
る
。
大
鳥
活
字
も
考
案
。
戊
辰

戦
争
で
は
榎
本
武
揚
に
従
い
五
稜
郭
で
降
伏
し
、
軍
務
局
糺
問
所
へ
投
獄
。
特
赦
に
よ
り
出
獄
後
は
新
政
府
に
出
仕
。
一
八
七
七
（
明
治

十
）
年
に
工
部
大
学
校
の
初
代
校
長
、
さ
ら
に
一
八
八
一
（
明
治
十
四
）
年
に
工
部
技
監
に
昇
進
、
一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
に
は
学

習
院
院
長
兼
華
族
女
学
校
校
長
と
な
る
な
ど
教
育
職
を
歴
任
。
後
に
清
公
使
と
な
り
、
一
八
九
三
（
明
治
二
十
六
）
年
に
朝
鮮
駐
在
公
使

を
兼
務
、
日
清
戦
争
の
発
端
と
な
る
外
交
工
作
を
行
う
。
枢
密
顧
問
官
。
代
表
的
著
作
に
『
幕
末
実
戦
史
』
な
ど
。
山
崎
有
信
『
大
鳥
圭
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介
伝
』（
北
文
館
、
一
九
一
五
年
）、
高
崎
哲
郎
『
評
伝
大
鳥
圭
介
―
―
威
あ
り
て
、
猛
か
ら
ず
』（
鹿
島
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
）、
星
亮

一
『
大
鳥
圭
介
』（
中
公
新
書
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
の
伝
記
が
あ
る
。 

 保
田
久
成
（
一
八
三
六
―
一
九
〇
四
年
）『
羊
山
羊
及
白
露
羊
』
校
正
。
学
問
所
教
授
、
奥
儒
者
、
目
付
。
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
、
義

弟
佐
久
間
貞
一
の
秀
英
舎
（
現
大
日
本
印
刷
）
創
業
に
資
金
提
供
。『
印
刷
雑
誌
』
主
筆
を
経
て
、
佐
久
間
没
後
の
一
八
九
八
（
明
治
三
十

一
）
年
に
秀
英
舎
社
長
就
任
。
明
朝
活
字
「
秀
英
書
体
」
の
作
成
者
。 

 

カ
ス
テ
ー
ル
（
一
八
四
三
―
七
八
年
）『
体
操
及
戸
外
遊
戯
』『
戸
内
遊
戯
方
』
翻
訳
。
フ
ル
ネ
ー
ム
は
「
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
テ
ィ
エ
リ
ー
・

フ
ァ
ン
・
カ
ス
テ
ー
ル
」（A

braham
 T

hierry van C
asteel

）、
漢
字
表
記
は
「
漢
加
斯
底
爾
」。
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
の
裕
福
な
貴
族
の
家
柄
に

生
ま
れ
た
。
ジ
ャ
ワ
経
由
で
来
日
し
新
潟
で
会
社
を
経
営
す
る
が
、
一
八
七
〇
（
明
治
三
）
年
に
破
産
。
兵
部
省
や
豊
津
藩
で
語
学
教
師

を
し
た
後
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
か
ら
亡
く
な
る
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
ま
で
東
京
の
私
塾
で
語
学
教
師
。
こ
の
間
に
『
百
科

全
書
』
の
二
冊
を
含
む
合
計
十
一
冊
を
翻
訳
し
た
。 

 河
村
重
固
（
生
没
年
不
明
）『
給
水
浴
澡
掘
渠
』『
牛
及
採
乳
方
』『
時
学
及
時
刻
学
』
翻
訳
。
河
村
重
固
・
乙
骨
太
郎
乙
・
海
老
名
晋
の
共

訳
と
し
て
、
イ
ラ
・
メ
イ
ヒ
ュ
ウ
（Ira M

ayhew

）
著
『
教
育
全
論
（
眯
氏
）』（
文
部
省
編
輯
局
、
一
八
八
五
年
）
が
あ
る
。 

 吹
田
鯛
六
（
生
没
年
不
明
）『
羊
山
羊
及
白
露
羊
』『
聖
書
縁
起
及
基
督
教
』
翻
訳
。
訳
書
と
し
て
、
英
人
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
（W
illiam

 S
tanley 

Jevons

）
著
『
労
働
問
題
』（
経
済
雑
誌
社
、
一
八
九
三
年
）
が
あ
る
。 

 鈴
木
良
輔
（
生
没
年
不
明
）『
鉱
物
篇
』『
亜
弗
利
加
及
大
洋
洲
地
誌
』
翻
訳
。
一
八
八
〇
（
明
治
十
三
）
年
に
東
京
図
書
館
（
国
立
国
会

図
書
館
の
前
身
）
の
館
長
。 

 都
筑
直
吉
（
生
没
年
不
明
）『
造
家
法
』（
丸
善
版
）
翻
訳
。
訳
書
と
し
て
、
コ
ッ
ク
ス
（W

illiam
 D

ouglas C
ox

）
著
『
克
屈
文
典
直
訳
』

（
丸
屋
善
七
、
一
八
八
三
年
）
が
あ
る
。 

 中
村
寛
栗
（
生
没
年
不
明
）『
植
物
生
理
学
』
共
訳
。
中
村
寛
栗
・
松
川
修
訳
、
田
代
基
徳
閲
と
し
て
、
ユ
ー
マ
ン
（John B

arlow
 Y

oum
ans

）

著
『
飲
食
要
論
』（
蜩
笑
社
、
一
八
七
四
年
）
が
あ
る
。 

 原
彌
一
郎
（
生
没
年
不
明
）『
経
典
史
』（
丸
善
版
）『
幾
何
学
』（
丸
善
版
）
翻
訳
。
一
八
八
二
年
に
『
獄
中
憂
憤
余
情
』
を
編
集
し
出
版

し
た
。『
欧
米
大
家
政
治
格
言
』（
郁
文
堂
、
一
八
八
二
―
八
三
年
）
の
編
訳
、
米
人
セ
ン
ソ
ル
著
、
田
口
卯
吉
・
尾
崎
行
雄
序
『
欧
米
男

女
礼
法
』（
叢
書
閣
・
中
西
屋
、
一
八
八
七
年
）
の
訳
書
が
あ
る
。 

 前
田
利
器
（
生
没
年
不
明
）『
貿
易
及
貨
幣
銀
行
』
翻
訳
。
訳
書
と
し
て
、『
独
逸
単
語
篇  

註
解
』（
愛
智
館
、
一
八
七
一
年
）、
ヘ
ン
リ

ー
・
フ
ォ
ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト
編
『
理
財
要
旨
』（
大
蔵
省
、
一
八
七
九
年
）
が
あ
り
、
ま
た
米
人
カ
ッ
ケ
ン
ボ
ス
の
物
理
書
と
英
人
ゴ
ー
ル

ド
ス
ミ
ッ
ス
の
地
理
書
を
初
学
者
用
に
抄
訳
し
た
『
図
解
理
学
大
意
』（
一
八
七
七
年
）
が
あ
る
。 

 松
浦
謙
吉
（
生
没
年
不
明
）『
農
学
』『
中
古
史
』『
修
身
論
』
翻
訳
。
編
訳
書
と
し
て
、
著
者
不
明
『
地
券
心
得
農
商
必
携
』（
一
八
八
二

年
）
が
あ
る
。 

 宮
崎
駿
児
（
生
没
年
不
明
）『
南
亜
米
利
加
地
誌
』
翻
訳
。
訳
書
に
コ
ウ
ド
レ
イ
（M

arcellus F. C
ow

dery

）
編
『
修
身
教
訓
』（
文
部
省
、
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一
八
七
七
年
）、
編
書
に
『
初
等
作
文
軌
範
』（
錦
栄
堂
、
一
八
八
三
年
）、『
新
撰
小
学
博
物
書
』（
集
英
堂
、
一
八
八
四
年
）
が
あ
る
。 

 大
瀧
確
荘
（
生
没
年
不
明
）『
時
学
及
時
刻
学
』
校
正
。『
東
京
誌
略
』（
一
八
七
七
年
）
を
編
集
し
て
出
版
し
て
い
る
。 

 平
田
宗
敬
（
生
没
年
不
明
）『
物
理
学
』『
果
園
篇
』『
馬
』『
蜜
蜂
篇
』『
経
済
論
』『
国
民
統
計
学
』
校
正
。
儒
者
で
私
塾
を
開
く
。『
新
撰

姫
鏡
』（「
序
」
一
八
六
七
年
十
二
月
、「
跋
」
一
八
六
九
年
九
月
）
の
著
者
。
島
津
斉
彬
の
娘
、
暐
姫
の
侍
読
。 

  【
不
明
】
七
名 

大
塚
綏
次
郎
『
英
倫
及
威
爾
期
地
誌
』
翻
訳
。 

小
島
銑
三
郎
『
物
理
学
』
翻
訳
。 

高
橋
幹
二
郎
『
欧
羅
巴
地
誌
』
翻
訳
。 

建
部
介
石
『
食
物
篇
』
共
訳
。 

塚
本
克
己
『
陸
運
』
翻
訳
。 

松
川
脩
『
動
静
水
学
』
翻
訳
。 

松
田
武
一
郎
『
有
要
金
石
編
』（
丸
善
版
）
翻
訳
。 

 

翻
訳
者
と
校
正
者
は
全
員
男
性
で
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
参
加
時
（
翻
訳
書
の
出
版
年
）
に
お
け
る
翻
訳
者
の
平
均
年
齢
は
三
十
歳

代
、
校
正
者
は
四
十
歳
代
で
、
翻
訳
者
の
方
が
校
正
者
よ
り
若
年
と
い
う
組
み
合
わ
せ
傾
向
が
全
般
的
に
顕
著
で
あ
る
。
こ
れ
は

洋
学
者
と
国
学
・
漢
学
者
の
世
代
を
反
映
し
、
翻
訳
者
に
対
す
る
校
正
者
の
権
威
を
支
え
る
も
の
だ
と
も
言
え
る
。
最
年
少
と
し

て
は
『
衣
服
及
服
式
』
を
翻
訳
し
た
と
き
の
高
橋
是
清
二
十
三
歳
、
最
年
長
は
『
歳
時
記
』
を
校
正
し
た
と
き
の
平
野
知
秋
六
十

四
歳
で
あ
る
。 

 キ
ー
パ
ー
ソ
ン
―
―
西
村
茂
樹
と
箕
作
麟
祥 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
要
は
西
村
茂
樹
と
箕
作
麟
祥
だ
が
、
こ
の
二
人
の
立
ち
位
置
を
考
え
る
と
、
こ
の
翻
訳
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
特
色
付
け
て
い
る
の
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
西
村
か
も
し
れ
な
い
。
彼
は
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
か
ら
八
六
（
明
治
十

九
）
年
ま
で
、
十
年
以
上
に
わ
た
り
文
部
省
の
さ
ま
ざ
ま
な
編
集
活
動
の
責
任
者
的
な
立
場
に
あ
っ
た
。 

 

西
村
が
文
部
省
に
出
仕
し
た
当
初
、
編
書
課
に
は
主
に
漢
学
者
が
集
ま
り
、
小
学
、
中
学
の
課
業
書
を
編
纂
し
、
そ
れ
と
並
列
の
関
係
で
、

反
訳
課
が
存
在
し
、
洋
書
の
翻
訳
業
務
を
行
っ
て
い
た
。
編
書
課
は
反
訳
課
の
成
果
で
あ
る
翻
訳
書
を
「
校
正
」
す
る
業
務
も
兼
務
し
て

い
た
。
そ
の
後
、
明
治
十
三
年
に
は
そ
の
二
つ
は
続
合
さ
れ
、
編
輯
局
と
名
称
を
変
更
さ
れ
て
い
る
五
〇

。 

 

新
政
府
の
文
部
省
へ
の
五
等
出
仕
で
編
書
課
長
と
な
っ
た
西
村
は
諸
々
の
編
集
を
担
当
し
、
そ
の
ひ
と
つ
が
文
部
省
『
百
科
全

書
』
で
あ
っ
た
の
だ
。
省
内
の
官
吏
だ
け
で
な
く
「
広
く
世
間
の
洋
学
者
」
に
翻
訳
を
依
頼
し
て
、
そ
の
訳
稿
が
出
来
上
が
る
と
、

文
部
省
編
書
課
で
校
正
し
て
出
版
し
た
と
い
う
状
況
が
西
村
の
回
想
「
往
時
録
」
で
確
認
で
き
る
。「
此
頃
は
洋
書
を
読
む
者
は

多
く
和
漢
の
書
に
通
ぜ
ず
、是
を
以
て
訳
成
る
毎
に
、必
す
漢
文
に
通
す
る
者
を
し
て
其
文
を
修
正
せ
し
む
、是
を
校
正
と
い
ふ
」

と
し
て
、
校
正
の
大
切
さ
に
も
言
及
し
て
い
る
五
一

。
西
洋
の
書
物
の
翻
訳
に
お
い
て
、
洋
学
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
な
が
ら
、
漢

学
の
素
養
が
不
可
欠
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
に
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
翻
訳
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
背
後
で
は
、
洋
学

系
と
国
学
・
漢
学
系
の
異
な
る
系
列
の
学
術
結
社
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
交
差
す
る
。
そ
の
交
点
に
い
た
の
が
西
村
茂
樹
だ
っ
た
。 

明
治
の
学
術
結
社
と
し
て
最
も
有
名
な
の
は
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
、
成
熟
し
た
「
都
下
の
名
家
」
が
結
成
し
た
明
六
社
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で
あ
る
。
西
村
の
「
往
時
録
」
で
は
、
駐
米
弁
務
公
使
の
任
を
終
え
て
帰
朝
し
た
森
有
礼
が
発
案
し
、
彼
か
ら
相
談
を
受
け
た
西

村
茂
樹
が
奔
走
し
て
人
選
を
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
創
立
社
員
の
大
半
は
旧
開
成
所
グ
ル
ー
プ
の
洋
学
者
で
あ
る
。
そ
の

点
で
は
西
村
は
異
系
だ
が
、
最
年
長
で
も
あ
り
中
心
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
五
二

。
明
六
社
は
当
初
、
西
村
茂
樹
、

津
田
真
道
、
西
周
、
中
村
正
直
、
加
藤
弘
之
、
箕
作
秋
坪
、
福
澤
諭
吉
、
杉
亨
二
、
箕
作
麟
祥
、
森
有
礼
の
十
名
で
始
ま
っ
た
（
年

齢
順
）。
そ
の
演
説
会
は
公
開
さ
れ
て
広
く
知
識
人
た
ち
の
人
気
を
集
め
、『
郵
便
報
知
新
聞
』
に
お
け
る
明
六
社
の
記
事
に
よ
れ

ば
、
大
槻
文
彦
、
秋
山
恒
太
郎
、
四
屋
純
三
郎
な
ど
『
百
科
全
書
』
の
翻
訳
者
た
ち
も
出
席
し
て
い
た
。
旧
開
成
所
の
洋
学
者
ら

は
明
治
と
な
っ
て
一
時
的
に
沼
津
や
静
岡
な
ど
に
分
散
し
て
い
た
が
、明
六
社
に
結
集
し
て
再
び
東
京
で
旧
交
を
温
め
た
の
で
あ

る
。 西

村
茂
樹
は
『
明
六
雑
誌
』
第
三
十
六
号
の
「
西
語
十
二
解 

四
月
十
六
日
演
説
」
に
お
い
て
、「
文
明
開
化
」
を
英
語
「
シ

ヴ
ィ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
の
訳
語
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

文
明
開
化
と
は
英
国
の
語
に
て
シ
ヴ
ィ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
い
え
る
語
の
訳
な
り
。
支
那
人
は
こ
の
語
を
訳
し
て
礼
儀
に
進
む
と
な
す
。
わ

が
邦
の
俗
語
に
訳
す
れ
ば
人
柄
の
よ
く
な
る
と
い
う
こ
と
な
り
。
シ
ヴ
ィ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
も
と
拉
丁
の
シ
ヴ
ィ
ス
と
い
う
語
よ
り

出
た
り
と
い
う
。
シ
ヴ
ィ
ス
と
は
都
府
に
住
す
る
人
と
い
う
義
な
り
。
何
故
に
都
人
と
い
う
語
よ
り
転
じ
て
人
柄
の
よ
き
と
い
う
こ
と
に

な
る
か
と
な
ら
ば
、
す
べ
て
都
府
に
住
す
る
人
は
田
舎
に
住
む
人
に
比
す
れ
ば
、
そ
の
智
識
も
開
け
風
俗
も
よ
く
、
そ
の
身
持
も
上
品
に

あ
る
ゆ
え
に
、
都
人
の
義
、
転
じ
て
人
柄
の
よ
き
と
い
う
こ
と
に
な
り
し
と
見
え
た
り
。
今
シ
ヴ
ィ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
字
を
拈
出
し
て
そ

の
義
を
考
う
る
に
、
余
儕
は
決
し
て
人
民
の
威
勢
や
力
量
や
富
貴
の
こ
と
に
は
考
え
到
ら
ず
、
た
だ
人
民
の
人
柄
と
人
間
の
相
互
の
交
際

の
こ
と
に
の
み
考
え
到
る
な
り
。
英
国
の
名
高
き
学
士
ミ
ル
の
言
に
、
す
べ
て
人
間
一
身
の
身
持
の
上
よ
り
こ
れ
を
言
う
も
、
仲
間
の
交

際
の
上
よ
り
こ
れ
を
言
う
も
、
シ
ヴ
ィ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
サ
ベ
ー
ジ
（
野
蛮
）
の
反
対
な
り
と
あ
り
五
三

。 

 

西
村
に
と
っ
て
「
文
明
開
化
」
の
本
義
と
は
何
よ
り
も
品
位
の
向
上
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
洋
学
も
学
ん
で
い
た
が
、
幕

府
の
開
成
所
で
洋
学
教
職
を
専
門
と
し
た
こ
と
は
な
く
、
そ
の
点
で
は
箕
作
麟
祥
の
よ
う
な
洋
学
ひ
と
筋
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う

な
志
向
性
を
も
つ
西
村
を
中
心
と
し
た
集
ま
り
が
洋
々
社
で
あ
っ
た
。 

洋
々
社
は
明
六
社
ほ
ど
の
知
名
度
は
な
い
が
、
明
治
初
期
に
お
け
る
国
学
と
漢
学
系
統
の
知
識
人
に
よ
る
学
術
結
社
で
あ
る
。

一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
に
西
村
茂
樹
の
発
起
に
よ
り
、「
洋
々
の
楽
し
み
を
と
も
に
す
る
こ
と
」
を
目
的
に
し
て
結
成
さ
れ
た
。

国
学
者
と
漢
学
者
、
さ
ら
に
洋
学
を
主
と
し
な
が
ら
も
国
学
と
漢
学
を
兼
ね
た
者
た
ち
が
加
わ
っ
た
。
発
足
時
の
同
人
に
は
、
西

村
の
他
に
大
槻
磐
渓
・
阪
谷
素
（
朗
廬
）・
大
槻
文
彦
・
那
珂
通
高
・
黒
川
真
頼
・
榊
原
芳
野
・
小
永
井
八
郎
・
木
村
正
辞
・
依

田
学
海
が
お
り
、最
初
は
数
名
程
度
の
会
合
だ
っ
た
が
、次
第
に
数
も
増
加
し
て
後
に
は
総
員
三
十
九
名
を
数
え
た
。毎
月
一
回
、

各
自
の
論
説
を
持
ち
寄
っ
て
研
究
し
、
そ
の
会
合
で
報
告
さ
れ
た
内
容
は
機
関
誌
『
洋
々
社
談
』
に
掲
載
さ
れ
た
五
四

。
毎
号
と

も
八
丁
程
度
の
小
冊
子
で
、
飯
島
半
太
郎
が
編
集
を
担
当
し
（
後
に
岡
敬
孝
）、
発
行
に
は
朝
野
新
聞
社
（
後
に
報
知
社
や
巌
々

堂
）
が
当
た
っ
た
。
創
刊
号
に
は
大
槻
盤
渓
の
「
洋
々
社
記
」
が
あ
り
、
全
体
と
し
て
の
執
筆
回
数
は
西
村
茂
樹
が
最
も
多
い
。

『
洋
々
社
談
』
の
論
調
は
時
事
問
題
を
避
け
た
保
守
的
傾
向
に
あ
り
、
日
本
経
済
史
関
係
、
洋
学
へ
の
疑
問
や
男
女
同
権
反
対
な

ど
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
翻
訳
者
と
し
て
は
西
村
茂
樹
と
大
槻
文
彦
、
校
正
者
と
し
て
は
飯
島
半
十
郎
、

榊
原
芳
野
、
小
永
井
八
郎
、
平
野
知
秋
、
大
井
鎌
吉
が
洋
々
社
員
で
あ
る
。 

ち
な
み
に
、
明
六
社
に
先
立
つ
学
術
結
社
と
し
て
は
、
幕
末
に
会
訳
社
と
い
う
洋
学
者
集
団
が
開
成
所
に
あ
っ
た
。
柳
河
春
三

五
五

を
中
心
に
、
加
藤
弘
之
・
箕
作
麟
祥
・
渡
部
温
な
ど
が
翻
訳
新
聞
を
出
し
て
幕
府
内
で
回
覧
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
開
成
所
か
ら
明
六
社
へ
と
続
く
洋
学
者
の
人
脈
を
考
え
る
と
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
と
い
う
国
家
的
翻
訳
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

に
お
け
る
箕
作
麟
祥
の
存
在
の
大
き
さ
も
、
も
ち
ろ
ん
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。 
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一 
杉
村
武
『
近
代
日
本
大
出
版
事
業
史
』（
出
版
ニ
ュ
ー
ス
社
、
一
九
六
七
年
、
九
三
頁
）。 

二 
同
書
、
一
二
七
頁
。 

三 

同
書
、
一
二
五
―
一
三
七
頁
。 

四 

『
厚
生
新
編
』
に
つ
い
て
は
、
杉
本
つ
と
む
『
江
戸
時
代
西
洋
百
科
事
典
―
―
『
厚
生
新
編
』
の
研
究
』（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
八
年
）
に

詳
し
い
。 

五 

大
槻
如
電
『
新
撰
洋
学
年
表
』（
六
合
館
、
一
九
二
七
年
、
一
五
七
頁
）。
大
槻
如
電
原
著
・
佐
藤
栄
七
増
訂 

『
日
本
洋
学
編
年
史
』
錦
正
社
、

一
九
六
五
年
も
参
照
。
大
槻
如
電
（
一
八
四
五
―
一
九
三
一
年
）
は
文
部
省
に
も
勤
め
た
著
述
家
。
如
電
は
号
で
あ
り
、
本
名
は
清
修
、
通
称
は

修
二
。
儒
学
者
大
槻
磐
渓
の
次
男
で
、『
言
海
』
で
著
名
な
大
槻
文
彦
の
兄
で
あ
る
。 

六 

東
京
帝
国
大
学
編
『
東
京
帝
国
大
学
五
十
年
史 

上
冊
』（
東
京
帝
国
大
学
、
一
九
三
二
年
、
一
七
九
―
一
八
一
頁
）。 

七 

大
槻
文
彦
『
箕
作
麟
祥
君
伝
』（
丸
善
、
一
九
〇
七
年
、
七
二
―
七
三
頁
）。 

八 

『
文
部
省
第
一
年
報
』（
一
八
七
三
年
、
一
七
七
丁
）。 

九 

高
橋
昌
郎
『
西
村
茂
樹
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
、
七
二
頁
）。 

一
〇 

西
村
茂
樹
「
往
時
録
」『
西
村
茂
樹
全
集 
第
三
巻
』（
思
文
閣
、
一
九
七
六
年
、
六
二
二
―
六
二
三
頁
）。 

一
一 

黒
岩
比
佐
子
『
パ
ン
と
ペ
ン
―
―
社
会
主
義
者
・
堺
利
彦
と
「
売
文
社
」
の
闘
い
』（
講
談
社
、
二
〇
一
〇
年
）。 

一
二 

堺
利
彦
『
売
文
集
』（
丙
午
出
版
社
、
一
九
一
二
年
、
六
一
九
頁
）。 

一
三 

畑
有
三
「
民
友
社
と
硯
友
社
」
西
田
毅
・
和
田
守
・
山
田
博
光
・
北
野
昭
彦
編
『
民
友
社
と
そ
の
時
代
―
―
思
想
・
文
学
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
集
団
の
軌
跡
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）。 

一
四 

石
井
研
堂
『
明
治
事
物
起
原 

四
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
七
年
、
二
六
九
―
二
七
〇
頁
）。 

一
五 

同
書
、
三
三
三
―
三
三
五
頁
。 

一
六 

大
槻
文
彦
「
大
槻
博
士
自
伝
」『
国
語
と
国
文
学
』（
第
五
巻
第
七
号
、
至
文
堂
、
一
九
二
八
年
、
四
三
頁
）。 

一
七 

田
口
卯
吉
（
鼎
軒
）「
予
約
刊
行
の
盛
衰
」『
東
京
経
済
雑
誌
』（
第
二
三
一
号
、
一
八
八
四
年
、
後
に
『
田
口
鼎
軒
集
』（
大
久
保
利
謙
編
）

筑
摩
書
房
、
一
九
七
七
年
、
三
五
三
―
三
五
四
頁
に
所
収
）。 

一
八 

石
井
の
前
掲
書
、
二
六
九
―
二
七
〇
頁
。 

一
九 

『
百
科
全
書 

索
引
』（
丸
善
商
社
出
版
、
一
八
八
五
年
）。 

二
〇 

田
口
卯
吉
（
鼎
軒
）「
日
本
社
会
事
彙
の
巻
末
に
書
す
」（
明
治
二
十
四
年
五
月
）。
経
済
雑
誌
社
編
『
日
本
社
会
事
彙
』
の
初
版
は
、
一
八

九
〇
―
九
一
（
明
治
二
十
三
―
二
十
四
）
年
、
再
版
は
一
九
〇
一
―
〇
二
（
明
治
三
十
四
―
三
十
五
）
年
。
柳
田
泉
『
明
治
初
期
文
学
思
想 

下

巻
』（
春
秋
社
、
一
九
六
五
年
、
一
三
七
頁
）。 

二
一 

有
隣
堂
は
穴
山
篤
太
郎
（
生
年
不
明
―
一
八
八
二
年
）
に
よ
り
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
創
業
。
農
業
関
係
を
専
門
と
し
た
。
所
在
地
は
京

橋
区
南
伝
馬
町
二
丁
目
十
三
番
地
と
い
う
一
等
地
。
一
八
八
一
（
明
治
十
四
）
年
二
月
頃
上
京
し
た
田
山
花
袋
が
翌
年
に
か
け
て
丁
稚
奉
公
し
た

こ
と
も
あ
る
。
田
山
花
袋
の
『
東
京
の
三
十
年
』（
一
九
一
七
年
）
で
の
回
想
に
も
登
場
す
る
。
一
八
九
四
（
明
治
二
十
七
）
年
に
大
野
禎
造
が

創
業
し
た
有
隣
堂
と
は
無
関
係
。 

二
二 

青
史
社
版
は
文
部
省
版
と
有
隣
堂
版
な
ど
の
混
合
で
一
九
八
三
―
八
六
年
に
、
ゆ
ま
に
書
房
版
は
丸
善
三
巻
本
と
索
引
で
一
九
八
五
年
に

各
々
復
刻
さ
れ
た
。青
史
社
に
直
接
問
い
合
わ
せ
て
得
た
情
報
に
よ
る
と
、同
社
復
刻
版
は
主
と
し
て
国
会
図
書
館
の
蔵
書
を
底
本
と
し
て
い
る
。 

二
三 

チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
兄
弟
が
興
し
た
出
版
社
は
現
在
、
そ
の
社
名
をC

ham
bers H

arrap P
ublishers L

td.

と
改
称
し
て
、
辞
書
・
事
典
や
教
育
関
連

書
籍
を
中
心
に
出
版
活
動
を
継
続
す
る
英
国
の
老
舗
出
版
社
で
あ
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
と
ロ
バ
ー
ト
・
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
の
生
涯
お

よ
び
彼
ら
の
出
版
活
動
に
つ
い
て
は
主
に
次
の
二
冊
を
参
照
。 

C
ham

bers, W
. &

 C
ham

bers, R
. (1883 / 2010). M

em
oir of W

illiam
 and R

obert C
ham

bers. M
em

phis: G
eneral B

ooks.

（
兄
ウ
ィ
リ
ア
ム
が

弟
ロ
バ
ー
ト
の
伝
記
と
し
て
一
八
七
二
年
に
刊
行
し
たM

em
oir of R

obert C
ham

bers w
ith A

utobiographic R
em

iniscences of W
illiam

 

C
ham

bers

の
第
十
二
版
と
し
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
死
後
一
八
八
三
年
に
出
た
増
補
版
。
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
兄
弟
の
生
涯
を
詳
細
に
辿
る
こ
と
が
で

き
る
。） 

F
yfe, A

. (2012). Steam
-pow

ered know
ledge: W

illiam
 C

ham
bers and the business of publishing, 1820

-1860. C
hicago: T

he U
niversity of 

C
hicago P

ress.

（
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
を
中
心
に
十
九
世
紀
の
英
国
に
お
け
る
出
版
事
業
を
論
じ
て
い
る
。） 

二
四 

柳
田
泉
の
前
掲
書
。
柳
田
の
論
考
（
一
三
六
―
一
五
三
頁
）
は
、
坪
内
逍
遥
『
小
説
神
髄
』
と
の
関
連
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
主
眼
は
「
明

治
初
期
の
文
学
思
想
の
発
達
に
意
外
の
貢
献
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
い
う
「
百
科
全
書
『
修
辞
及
華
文
』」
に
つ
い
て
の
解
説
で
あ
る
。
ま

た
、『
明
治
文
化
全
集 

第
十
二
巻 

文
学
芸
術
篇
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
二
八
年
、
二
―
三
頁
）
に
お
け
る
高
市
慶
雄
「
修
辞
及
華
文
解
題
」
に

も
、「
原
著
は
我
国
に
ブ
リ
タ
ニ
カ
の
行
は
る
ゝ
以
前
、
即
ち
明
治
初
期
の
朝
野
学
界
に
大
い
に
重
ん
ぜ
ら
れ
た
百
科
全
書
」
と
の
記
述
が
あ
る
。 

二
五 Fyfe

の
前
掲
書
、
六
七
頁
。 

二
六 

同
書
、
一
三
頁
。 

二
七 

同
書
、
一
四
頁
。 

二
八 

川
戸
道
昭
「
明
治
の
ア
ン
デ
ル
セ
ン
―
―
出
会
い
か
ら
翻
訳
作
品
の
出
現
ま
で
」
川
戸
道
昭
・
榊
原
貴
教
編
『
明
治
期
ア
ン
デ
ル
セ
ン
童
話

翻
訳
集
成
』（
ナ
ダ
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
九
年
、
二
三
七
―
二
七
六
頁
）。 

二
九 

松
永
俊
男
「
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
『
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
』
と
文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
つ
い
て
」『C

ham
bers's Inform

ation for the P
eople

〔
復
刻
版
〕
別
冊
日
本
語
解
説
』（
ユ
ー
リ
カ
・
プ
レ
ス
、
二
〇
〇
五
年
、
五
頁
）。 

三
〇 

同
書
、
一
五
頁
。 

三
一 

福
鎌
の
前
掲
書
、
五
四
―
五
五
頁
。 

三
二 

村
瀬
勉
・
早
川
亜
里
・
田
中
萬
年
「
百
科
全
書
「
教
導
説
」
の
検
討
―
―
箕
作
麟
祥
に
よ
る
「E

ducation

」
の
翻
訳
」『
職
業
能
力
開
発
総

合
大
学
校
紀
要 

Ｂ
人
文
・
教
育
編
』（
第
三
十
五
号
、
二
〇
〇
六
年
、
一
―
二
二
頁
）。 
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三
三 

同
論
文
、
五
頁
。 

三
四 

石
井
の
前
掲
書
、
三
三
三
頁
。 

三
五 
大
槻
の
前
掲
書
、
五
三
―
五
四
頁
。 

三
六 
福
鎌
の
前
掲
書
、
四
三
―
四
五
頁
。 

三
七 

同
書
、
五
四
―
五
五
頁
。 

三
八 

同
書
、
一
五
五
頁
。 

三
九 

土
屋
元
作
『
新
学
の
先
駆
』（
博
文
館
、
一
九
一
二
年
、
二
六
四
―
二
六
五
頁
）。
土
屋
元
作
（
一
八
六
六
―
一
九
三
二
年
）
は
明
治
後
期
か

ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
号
は
大
夢
。 

四
〇 

杉
村
の
前
掲
書
、
一
三
九
頁
。
福
鎌
の
前
掲
書
、
六
一
頁
。 

四
一 

早
矢
仕
有
的
（
一
八
三
七
―
一
九
〇
一
年
）
は
医
師
で
あ
っ
た
が
慶
応
義
塾
で
学
び
、
一
八
六
八
（
明
治
元
）
年
に
横
浜
に
丸
屋
善
八
店
を

開
業
。
翌
年
、
丸
屋
商
社
を
創
業
し
て
、
洋
書
や
医
療
機
器
、
薬
品
販
売
を
手
が
け
た
。 

四
二 

国
立
公
文
書
館
に
はC

hanm
bers’s Inform

ation for the P
eople

二
巻
本
が
五
組
も
存
在
す
る
。
写
真
左
か
ら
、
岩
倉
使
節
受
贈
本
一
八
六
七

年
刊
リ
ッ
ピ
ン
コ
ッ
ト
社
（
旧
内
務
省
蔵
）、
一
八
六
七
年
刊
リ
ッ
ピ
ン
コ
ッ
ト
社
（
旧
大
蔵
省
蔵
）、
一
八
七
四
―
七
五
年
刊
第
五
版
チ
ェ
ン
バ

ー
ズ
社
（
旧
司
法
省
蔵
）、
一
八
七
四
―
七
五
年
刊
第
五
版
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
社
（
旧
法
制
局
蔵
）、
一
八
八
四
年
刊
第
五
版
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
社
。
旧

大
蔵
省
蔵
の
も
の
は
緑
色
の
布
装
で
、
岩
倉
使
節
受
贈
本
と
装
丁
は
異
な
る
が
、
中
身
は
ほ
ぼ
同
一
（
た
だ
し
、
岩
倉
本
で
は
口
絵
が
遺
跡
で
あ

る
が
、
こ
ち
ら
は
鳥
の
絵
で
あ
る
）。
ま
た
岩
倉
本
よ
り
も
傷
み
が
激
し
く
使
用
感
が
あ
る
。
旧
司
法
省
蔵
と
旧
法
制
局
蔵
の
も
の
は
同
じ
赤
茶

色
の
布
装
で
中
身
も
同
一
。
一
八
八
四
年
刊
の
も
の
は
第
五
版
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
社
の
増
刷
。 

  
 

 

 

四
三 

林
董
三
郎
（
一
八
五
〇
―
一
九
一
三
年
）
説
は
、
板
倉
雅
宣
「
刷
印
か
ら
印
刷
へ
―
―
文
部
省
『
百
科
全
書
』
底
本
と
大
槻
文
彦
訳
「
印
刷

術
及
石
版
術
」『
印
刷
雑
誌
』（
第
九
十
一
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
八
年
、
七
三
―
七
八
頁
）、
小
松
済
治
（
一
八
四
八
―
九
三
年
）
説
は
、
菅
谷
廣

美
『「
修
辞
及
華
文
」
の
研
究
』（
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
八
年
）
に
よ
る
。 

四
四 

本
書
に
は
、「
東
京
図
書
館
蔵
書
之
印
」「
明
治
十
年
納
付
」「
故
東
京
書
籍
館
長
畠
山
義
成
遺
書
」
と
い
う
朱
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。 

四
五 

田
中
彰
『
岩
倉
使
節
団
『
米
欧
回
覧
実
記
』』（
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
〇
二
年
、
五
六
―
五
七
頁
）。 

四
六 

村
瀬
勉
・
早
川
亜
里
・
田
中
萬
年
の
前
掲
論
文
、
七
頁
。 

四
七 

福
鎌
の
前
掲
書
、
三
七
二
―
三
七
三
頁
。
た
だ
し
、
氏
名
な
ど
に
誤
記
あ
り
。
洋
々
社
は
明
治
初
期
（
明
治
八
年
四
月
―
十
三
年
三
月
）
の

学
術
結
社
で
、
西
村
茂
樹
や
大
槻
文
彦
ら
も
参
加
し
、
機
関
誌
『
洋
々
社
談
』（
八
丁
程
度
の
小
冊
子
で
、
飯
島
半
太
郎
が
編
集
担
当
）
を
発
行

し
て
い
た
。 

四
八 

主
な
個
人
資
料
に
は
、
た
と
え
ば
大
槻
文
彦
『
箕
作
麟
祥
君
伝
』（
丸
善
、
一
九
〇
七
年
）、
大
山
敷
太
郎
編
『
若
山
儀
一
全
集
』（
東
洋
経

済
新
報
社
、
一
九
四
〇
年
）、
高
橋
是
清
『
高
橋
是
清
自
伝 

上
下
』（
中
公
文
庫
、
一
九
七
六
年
）、
西
田
長
寿
『
大
島
貞
益
』（
実
業
之
日
本
社
、

一
九
四
五
年
）、
日
本
弘
道
会
編
『
西
村
茂
樹
全
集
』（
思
文
閣
、
一
九
七
六
年
）、
丸
山
信
編
『
福
沢
諭
吉
門
下
』（
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
、
一
九

九
五
年
）、
山
口
梧
郎
『
長
谷
川
泰
先
生
小
伝
』（
同
先
生
遺
稿
集
刊
行
会
、
一
九
三
六
年
）、
山
崎
有
信
『
大
鳥
圭
介
伝
』（
北
文
館
、
一
九
一
五

年
）
な
ど
。
ま
た
辞
書
事
典
類
と
し
て
は
、
上
田
正
昭
・
西
澤
潤
一
・
平
山
郁
夫
・
三
浦
朱
門
監
修
『
日
本
人
名
大
事
典
』（
講
談
社
、
二
〇
〇

一
年
）、『
国
史
大
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
九
―
九
七
年
）、『
日
本
大
百
科
全
書
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
）、『
日
本
国
語
大
辞
典 

第

二
版
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
―
〇
二
年
）、
宮
武
外
骨
・
西
田
長
寿
『
明
治
新
聞
雑
誌
関
係
者
略
伝
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
五
年
）、
宮
地
正

人
・
佐
藤
能
丸
・
櫻
井
良
樹
編
『
明
治
時
代
史
大
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
―
一
三
年
）、
安
岡
昭
男
編
『
幕
末
維
新
大
人
名
事
典 

上

下
』（
新
人
物
往
来
社
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
。
個
人
の
著
訳
書
に
つ
い
て
は
、
国
立
国
会
図
書
館
、
国
立
公
文
書
館
、
全
国
大
学
図
書
館
な
ど

の
所
蔵
デ
ー
タ
も
参
照
し
た
。 

四
九 

昆
野
和
七
「
日
原
昌
造
の
新
聞
論
説
に
つ
い
て
（
前
）
―
―
時
事
新
報
・
倫
敦
通
信
の
全
容
」『
福
澤
諭
吉
年
鑑
』（
第
十
五
号
、
一
九
八
八

年
、
一
三
〇
―
一
六
一
頁
）、
同
「
日
原
昌
造
の
新
聞
論
説
に
つ
い
て
（
後
）」『
福
澤
諭
吉
年
鑑
』（
第
十
六
号
、
一
九
九
〇
年
、
九
七
―
一
二
七

頁
）。 

五
〇 

西
井
正
造
「
西
村
茂
樹
の
文
部
省
に
お
け
る
事
業
構
想
―
―
近
代
日
本
語
の
形
成
と
歴
史
叙
述
」『
青
山
学
院
大
学
教
育
学
会
紀
要 

教
育
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研
究
』（
第
四
十
七
号
、
二
〇
〇
三
年
、
二
七
―
四
〇
頁
）。 

五
一 

西
村
の
前
掲
書
、
六
二
三
頁
。
高
橋
昌
郎
の
前
掲
書
も
参
照
さ
れ
た
い
。 

五
二 
大
久
保
利
謙
『
明
六
社
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
七
年
）。 

五
三 
西
村
茂
樹
「
西
語
十
二
解 

四
月
十
六
日
演
説
」『
明
六
雑
誌
』（
第
三
十
六
号
、
一
八
七
五
年
）。
引
用
は
山
室
信
一
・
中
野
目
徹
校
注
『
明

六
雑
誌
（
下
）』（
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
、
二
一
五
―
二
一
六
頁
）
に
よ
る
。 

五
四 

『
洋
々
社
談
』
は
、
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
四
月
九
日
の
創
刊
第
一
号
か
ら
一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
三
月
三
十
日
の
終
刊
第
九
十
五

号
ま
で
、
ほ
ぼ
月
刊
で
発
行
さ
れ
て
い
る
。
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
は
東
京
大
学
明
治
新
聞
雑
誌
文
庫
・
関
西
大
学
図
書
館
に
所
蔵
が
あ
り
、
本
庄
栄

治
郎
『
過
去
と
現
代
』
に
は
総
目
次
が
掲
載
。 

五
五 

柳
河
春
三
（
一
八
三
二
―
七
〇
年
）
は
蘭
学
の
後
に
英
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
を
学
ん
だ
洋
学
者
で
、
日
本
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
草
分
け
的
人

物
。
一
八
五
七
（
安
政
四
）
年
紀
州
藩
の
寄
合
医
師
と
し
て
蘭
学
所
に
勤
め
、
や
が
て
蕃
書
調
所
に
出
仕
し
、
一
八
六
四
（
元
治
元
）
年
に
開
成

所
教
授
に
昇
進
し
た
。
こ
の
間
の
著
訳
書
は
医
学
・
兵
学
が
中
心
で
、『
洋
学
指
針
』『
洋
算
用
法
』『
法
朗
西
文
典
』『
写
真
鏡
図
説
』
な
ど
。
柳

河
春
三
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
尾
佐
竹
猛
『
新
聞
雑
誌
之
創
始
者
柳
河
春
三
』（
名
古
屋
史
談
会
、
一
九
二
〇
年
）、
小
野
秀
雄
・
杉
山
栄
『
三
代

言
論
人
集 

第
一
巻 

柳
河
春
三
、
岸
田
吟
香
』（
時
事
通
信
社
、
一
九
六
二
年
）
な
ど
に
詳
し
い
。 
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第
三
章 

「
身
体
教
育
」
と
い
う
近
代
―
―
文
明
化
さ
れ
た
所
作 

 

天
文
学 

気
中
現
象
学 

地
質
学 

地
文
学 

植
物
生
理
学 

植
物
綱
目 

動
物
及
人
身
生
理 

動
物
綱
目 

物
理
学 

重
学 

動
静
水
学 

光
学
及
音
学 

電
気
及
磁
石 

時
学
及
時
刻
学 

化
学
篇 

陶
磁
工
篇 

織
工
篇 

鉱
物
篇 

金
類
及
錬
金
術 

蒸
気
篇 

土
工
術 

陸
運 

水
運 

建
築
学 

温
室
通
風

点
光 
給
水
浴
澡
堀
渠
篇 

農
学 

菜
園
篇 

花
園 

果
園
篇 

養
樹
篇 

馬 

牛
及
採
乳
方 

羊
篇 

豚
兎
食
用
鳥
篭
鳥
篇 

蜜
蜂
篇 

犬
及
狩
猟 

釣

魚
篇 

魚
猟
篇 
養
生
篇 

食
物
篇 

食
物
製
方 

医
学
篇 

衣
服
及
服
式 

人
種 

言
語 

交
際
及
政
体 

法
律
沿
革
事
体 

太
古
史 

希
臘
史 

羅
馬

史 

中
古
史 

英
国
史 
英
国
制
度
国
資 

海
陸
軍
制 

欧
羅
巴
地
誌 

英
倫
及
威
爾
斯
地
誌 

蘇
格
蘭
地
誌 

愛
倫
地
誌 

亜
細
亜
地
誌 

亜
弗
利
加
及

大
洋
州
地
誌 

北
亜
米
利
加
地
誌 

南
亜
米
利
加
地
誌 

人
心
論 

骨
相
学 

北
欧
鬼
神
誌 

論
理
学 

洋
教
宗
派 

回
教
及
印
度
教
仏
教 

歳
時
記 

修

身
論 

接
物
論 

経
済
論 

人
口
救
窮
及
保
険 

百
工
倹
約
訓 

国
民
統
計
学 

教
育
論 

算
術
及
代
数 

戸
内
遊
戯
方 

体
操
及
戸
外
遊
戯 

古
物
学 

修
辞
及
華
文 

印
刷
術
及
石
版
術 

彫
刻
及
捉
影
術 

自
然
神
教
及
道
徳
学 

幾
何
学 

聖
書
縁
起
及
基
督
教 

貿
易
及
貨
幣
銀
行 

画
学
及
彫
像 

百
工

応
用
化
学 

家
事
倹
約
訓
一 

  

一
．
身
体
の
近
代 

 

私
た
ち
の
「
歩
く
」「
走
る
」「
泳
ぐ
」
を
は
じ
め
と
す
る
基
本
的
な
身
体
動
作
は
、
明
治
期
に
大
き
く
変
わ
っ
た
。「
身
体
の

零
度
」
を
論
じ
る
な
か
で
三
浦
雅
士
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
日
常
的
な
身
体
動
作
さ
え
、
現
在
の
そ
れ
は
明
治
以
降
に
お
け

る
近
代
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
結
果
な
の
で
あ
る
二

。
あ
り
ふ
れ
た
身
近
な
動
作
な
の
で
気
づ
き
に
く
い
が
、
私
た
ち
の
身

体
動
作
は
近
代
日
本
に
導
入
さ
れ
た
「
身
体
教
育
」
に
よ
っ
て
矯
正
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
和
服
を
着
た
と
き
の
所
作
、
ナ
ン
バ
走

り
、
日
本
泳
法
な
ど
伝
統
的
な
身
体
動
作
を
思
い
浮
か
べ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
特
別
な
有
標
性
を
帯
び
て
、
現
代
の
日
常
的
な

身
体
動
作
と
切
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。 

 

近
代
に
お
け
る
身
体
の
問
題
系
は
日
本
に
の
み
現
象
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
社
会
学
者
の
エ
リ
ア
ス

（N
o
rb

ert 
E

lias

）
は
、
暴
力
と
文
明
の
対
立
軸
か
ら
十
九
世
紀
の
英
国
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
と
議
会
制
度
を
、
ま
さ
に
「
文
明

化
の
過
程
」
の
な
か
で
同
時
代
的
に
発
生
し
た
も
の
だ
と
し
た
三

。
近
代
ス
ポ
ー
ツ
は
近
代
社
会
が
生
み
出
し
た
身
体
ゲ
ー
ム
で

あ
り
、
議
会
は
近
代
国
家
の
た
め
の
政
治
ゲ
ー
ム
な
の
だ
。
ま
た
、
近
代
教
育
と
結
び
つ
い
た
身
体
の
「
規
律
・
訓
練
」
は
、
フ

ー
コ
ー
（M

ich
el F

o
u
cau

lt

）
が
主
張
す
る
と
こ
ろ
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
四

。
さ
ら
に
、
ア
リ
エ
ス
（P

h
ilip

p
e A

riès
）
に

よ
れ
ば
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
な
か
っ
た
「
教
育
」
は
、「
子
供
」
と
と
も
に
近
代
に
誕
生
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
五

。 

し
か
し
な
が
ら
日
本
に
お
い
て
は
、「
身
体
教
育
」
が
明
治
初
期
にphy

sical ed
u
cation

か
ら
つ
く
ら
れ
た
翻
訳
語
で
あ
る
こ

と
、spo

rt

の
翻
訳
漢
語
が
遂
に
成
立
し
な
か
っ
た
事
情
な
ど
も
記
憶
し
て
お
い
て
よ
い
。
本
章
で
は
、
私
た
ち
の
身
体
が
規
律
・

訓
練
を
経
て
文
明
化
さ
れ
た
過
程
を
、
明
治
期
日
本
の
翻
訳
の
出
来
事
と
し
て
捉
え
な
お
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
具
体
的

に
は
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
読
解
を
通
し
て
近
代
日
本
の
身
体
と
教
育
を
め
ぐ
る
翻
訳
語
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
で
、
何
が
見

え
て
く
る
の
か
を
探
る
。 

  

二
．
明
治
政
府
と
「
教
育
」 

 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
「
教
育
」 

 

『
百
科
全
書
』
を
企
図
し
た
中
心
人
物
の
ひ
と
り
は
、
文
部
省
に
出
仕
し
て
い
た
箕
作
麟
祥
で
あ
っ
た
。
彼
は
自
ら

E
D

U
C

A
T

IO
N

とN
A

T
U

R
A

L
 T

H
E

O
L

O
G

Y
 –

 E
T

H
IC

S

の
翻
訳
を
担
当
し
た
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
こ
の
二
編

の
う
ちE

D
U

C
A

T
IO

N

と
そ
の
翻
訳
書
で
あ
る
。 
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E
D

U
C

A
T

IO
N

の
箕
作
麟
祥
訳
は
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
九
月
に
ま
ず
『
教
導
説
』
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、

全
九
十
一
編
の
『
百
科
全
書
』
の
な
か
で
二
番
目
に
早
い
刊
行
で
あ
っ
た
。
上
下
二
冊
の
和
装
本
と
し
て
出
さ
れ
た
『
教
導
説
』

の 
「
上
篇
」
巻
頭
に
は
、「
百
科
全
書
叙
」（
古
屋
矯
）
や
「
凡
例
」「
緒
言
」
も
付
さ
れ
て
お
り
、
他
編
と
比
較
し
て
明
ら
か
に

別
格
扱
い
で
あ
る
。
文
部
省
『
百
科
全
書
』
全
編
の
な
か
で
もedu

catio
n

を
テ
ー
マ
と
し
た
本
書
は
、
明
治
政
府
の
文
部
省
に

と
っ
て
特
別
に
重
要
な
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
校
正
者
の
記
載
も
な
く
、
こ
の
翻
訳
事
業
に
お
け
る
箕
作
麟

祥
の
存
在
が
際
立
っ
た
翻
訳
書
で
あ
る
。 

明
治
初
期
の
「
教
育
」
思
想
を
論
じ
る
な
か
で
稲
富
栄
次
郎
は
、「
箕
作
麟
祥
訳
『
百
科
全
書 

教
導
説
』
を
以
て
そ
の
嚆
矢
」

と
し
、「
本
書
は
当
時
相
当
に
読
ま
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
一
定
の
評
価
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
『
教
導
説
』
は
、「
わ
が
国

に
お
い
て
エ
ヂ
ュ
ケ
イ
シ
ョ
ン
、
即
ち
教
育
の
意
味
を
語
源
的
に
説
明
し
た
最
初
の
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
西
洋
的
な
教
育
の
意

味
を
わ
が
国
に
紹
介
し
た
最
初
の
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
」
と
述
べ
る
六

。
こ
こ
で
『
教
導
説
』
を
取
り
上
げ
な
が

ら
も
、
稲
富
が
不
用
意
に
も
「
エ
ヂ
ュ
ケ
イ
シ
ョ
ン
、
即
ち
教
育
」
と
書
い
て
し
ま
っ
た
の
は
、「ed

u
catio

n
 =

 

教
育
」
と
い
う

翻
訳
の
等
価
が
私
た
ち
の
無
意
識
の
奥
深
く
に
成
立
し
て
い
る
証
左
で
あ
ろ
う
。
箕
作
が
紹
介
し
た
「
西
洋
的
な
教
育
の
意
味
」

と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。 

 

箕
作
麟
祥
訳
『
教
導
説
』
か
ら
『
教
育
論
』
へ 

箕
作
訳
『
教
導
説
』
は
、
刊
行
か
ら
五
年
後
の
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
に
は
編
名
を
『
教
育
論
』
に
改
訂
し
て
い
る
。ed
u
catio

n

の
訳
語
が
な
ぜ
「
教
導
」
か
ら
「
教
育
」
に
変
わ
っ
た
の
か
を
問
う
こ
と
は
、
近
代
日
本
の
「
身
体
教
育
」
の
根
幹
を
問
い
直
す

こ
と
に
も
な
る
は
ず
だ
。 

箕
作
麟
祥
は
多
く
の
翻
訳
を
手
が
け
た
が
、
彼
自
身
の
著
作
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、「
教
導
」
か
ら
「
教
育
」
へ
の
改
訂
の
経
緯

に
言
及
し
た
記
録
も
な
い
。edu

catio
n

と
い
う
概
念
に
つ
い
て
の
理
解
が
揺
ら
い
で
い
た
現
実
が
、
や
が
て
は
「
教
育
」
へ
と

収
束
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。半
面
は
そ
う
か
も
し
れ
な
い
が
、全
面
的
に
は
そ
う
で
は
な
い
と
筆
者
は
考
え
る
。 

こ
の
問
題
を
検
討
し
た
村
瀬
勉
・
早
川
亜
里
・
田
中
萬
年
は
、
そ
の
結
論
と
し
て
「
政
治
的
・
社
会
的
背
景
が
「
教
導
」
と
「
教

育
」
の
混
用
に
対
し
て
顕
わ
に
は
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
」
と
し
、『
教
導
説
』
か
ら
『
教
育
論
』
へ
の
改
題
は
、
歴
史
的
経
緯

の
中
で
箕
作
の
視
点
が
「
教
育
」
に
落
ち
着
い
た
結
果
で
あ
る
と
ま
と
め
て
い
る
七

。
し
か
し
な
が
ら
翻
訳
研
究
の
観
点
か
ら
は
、

異
な
る
解
釈
の
可
能
性
も
提
起
し
た
い
。
近
代
日
本
の
翻
訳
語
と
し
て
の
「
教
育
」
の
成
立
は
、「ed

u
catio

n
 =

 

教
育
」
と
い
う

等
価
の
政
治
性
と
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
箕
作
の
テ
ク
ス
ト
に
探
っ
て
み
よ
う
。 

『
教
導
説
』
に
お
け
る
箕
作
自
身
に
よ
る
緒
言
で
は
、
本
書
の
章
立
て
を
挙
げ
な
が
ら
全
体
の
内
容
を
概
観
し
て
い
る
。
重
要

な
の
で
全
文
を
引
用
す
る
。 

 

此
篇
ハ
英
人
「
チ
ャ
ン
ブ
ル
ス
」
氏
所
著
ノ
百
科
全
書
中
ニ
就
キ
児
童
教
導
ノ
説
ヲ
訳
セ
シ
者
ナ
リ
即
チ
通
篇
分
テ
六
項
ト
ス
曰
ク
総
論

曰
ク
体
ノ
教
曰
ク
道
ノ
教
曰
ク
心
ノ
教
曰
ク
教
導
ノ
用
便
ニ
備
フ
可
キ
物
曰
ク
専
門
教
導
及
ヒ
百
工
教
導
而
シ
テ
其
要
旨
ハ
固
ト
小
学
校

教
導
法
ヲ
概
論
セ
シ
者
ト
雖
ト
モ
兼
テ
亦
世
ノ
父
母
タ
ル
者
其
子
ヲ
教
育
ス
ル
ニ
欠
ク
可
カ
ラ
ザ
ル
道
ヲ
弁
明
セ
シ
書
タ
リ
故
ニ
今
之
ヲ

訳
ス
ル
モ
亦
人
ノ
父
母
タ
ル
者
ヲ
シ
テ
普
ク
教
育
ノ
要
ヲ
知
ラ
シ
ム
ル
ニ
在
レ
ハ
或
ハ
原
文
ノ
位
置
ヲ
変
易
シ
或
ハ
其
義
ヲ
敷
演
シ
テ
力

メ
テ
觧
シ
易
キ
ヲ
主
ト
シ
世
人
ヲ
シ
テ
一
読
瞭
然
タ
ラ
シ
ム
ル
ヲ
欲
ス
ト
雖
ト
モ
訳
文
ノ
体
裁
自
カ
ラ
然
ル
能
ハ
ザ
ル
者
ア
レ
バ
篇
内
文

詞
ノ
難
渋
ヲ
免
レ
ス
シ
テ
読
者
ノ
為
メ
便
ナ
ラ
ザ
ル
ヲ
知
ル
覧
者
請
フ
之
ヲ
恕
セ
ヨ 

 
 
 

明
治
六
年
初
夏 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

箕
作
麟
祥 

識 

 

こ
の
緒
言
に
お
い
て
ま
ず
目
を
引
く
の
は
、「
教
導
」
と
「
教
育
」
が
混
在
し
て
い
る
点
だ
。
翻
訳
者
の
語
彙
の
な
か
に
は
「
教

導
」「
教
育
」
と
い
う
選
択
肢
が
あ
っ
た
う
え
で
、
編
名
と
し
て
は
「
教
導
」
を
選
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
一
八
七
一
（
明
治
四
）

年
の
箕
作
麟
祥
訳
『
泰
西
勧
善
訓
蒙
』
に
お
い
て
は
「
教
育
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
も
、
こ
の
語
が
当
時
す
で
に
一
般
的
で
あ
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っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
と
同
時
に
、
彼
は
違
和
感
を
覚
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
文
部
省
『
百
科
全
書
』
で
は
、

あ
え
て
「
教
導
」
の
語
を
用
い
た
と
も
言
え
る
。 

箕
作
の
こ
の
よ
う
な
使
い
分
け
に
関
し
て
、
森
重
雄
は
、「
教
導
」
を
学
校
の
側
に
、「
教
育
」
を
家
庭
の
側
に
留
保
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
す
る
。
か
く
し
て
『
教
導
説
』
か
ら
『
教
育
論
』
ま
で
の
五
年
間
は
、「
ヴ
ァ
ナ
キ
ュ
ラ
ー
の
側
に
譲
渡
さ
れ
て
い

た
「
教
・
育
」（
し
か
し
ヴ
ァ
ナ
キ
ュ
ラ
ー
の
側
は
こ
の
言
葉
を
な
か
な
か
う
け
と
ら
な
い
）
が
、
近
代
学
校
装
置
を
つ
う
じ
て

〈
教
育
〉
の
バ
リ
ア
ン
ト
へ
と
下
位
化
さ
れ
つ
つ
そ
の
編
成
下
に
組
み
込
ま
れ
た
、
つ
ま
り
「
植
民
地
化
」
さ
れ
た
、
と
い
う
こ

と
」
に
な
る
八

。
森
の
指
摘
は
、
伝
統
的
な
「
教
育
」
か
ら
翻
訳
語
と
し
て
の
「
教
育
」
へ
の
転
換
を
鋭
く
見
抜
い
て
い
る
九

。 

箕
作
が
緒
言
に
挙
げ
た
本
書
の
章
立
て
は
、「
総
論
」（
翻
訳
書
の
み
）、「
体
ノ
教
」（P

H
Y

S
IC

A
L

 E
D

U
C

A
T

IO
N

）、「
道
ノ

教
」
（M

O
R

A
L

 
E

D
U

C
A

T
IO

N
）
、
「
心
ノ
教
」
（IN

T
E

L
L

E
C

T
U

A
L

 
E

D
U

C
A

T
IO

N

）
、
「
教
導
ノ
用
便
ニ
備
フ
可
キ
物
」

（M
E

C
H

A
N

IS
M

 F
O

R
 E

D
U

C
A

T
IO

N
）、「
専
門
教
導
及
百
工
教
導
」（S

P
E

C
IA

L
 A

N
D

 IN
D

U
S

T
R

IA
L

 E
D

U
C

A
T

IO
N

）
と

い
う
六
章
構
成
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
章
タ
イ
ト
ル
で
はed

u
catio

n

の
訳
語
と
し
て
、「
教
」
と
「
教
導
」
が
用
い
ら
れ
た
。「
教

育
」
と
い
う
語
を
知
り
な
が
ら
、
箕
作
の
翻
訳
行
為
に
は
「ed

u
cation

 =
 

教
育
」
へ
の
た
め
ら
い
が
表
出
し
て
い
る
。p

h
y
sical 

ed
u
catio

n

も
「
身
体
教
育
」
と
い
う
二
字
漢
語
の
組
み
合
わ
せ
で
は
な
く
、「
体
ノ
教
」（「
か
ら
だ
の
お
し
へ
」
と
読
む
）
と
い

う
和
語
な
の
だ
。 

『
教
導
説
』
の
本
文
で
は
「
教
導
」
を
「
エ
ヂ
ュ
ケ
ー
ト
」
の
訳
語
と
し
て
紹
介
し
、
次
の
よ
う
に
定
義
し
た
箇
所
が
あ
る
。 

 

教
導
ノ
原
語
タ
ル
「
エ
ヂ
ュ
ケ
ー
ト
」
ノ
字
ハ
元
ト
羅
甸
語
「
エ
ヂ
ュ
カ
ー
レ
」
ヨ
リ
由
来
ス
ル
所
ニ
シ
テ
基
本
義
ハ
誘
導
ノ
意
ナ
リ
故

ニ
其
字
義
タ
ル
ヤ
能
ク
教
導
ノ
旨
趣
ト
相
適
ヒ
而
シ
テ
其
意
ハ
元
来
人
ハ
其
天
然
粗
魯
不
動
ノ
者
タ
ル
カ
故
ニ
必
ズ
外
力
ヲ
以
テ
其
心
ノ

能
力
ヲ
誘
導
シ
之
ヲ
活
動
セ
シ
メ
テ
巧
妙
ニ
至
ラ
シ
メ
ザ
ル
ヲ
得
ザ
ル
ニ
在
リ
然
レ
ト
モ
教
導
ノ
事
ニ
就
キ
確
定
の
識
見
ヲ
立
テ
又
ハ
教

導
ノ
法
ヲ
実
際
ニ
施
行
ス
ル
其
良
法
ヲ
撰
マ
ン
ト
欲
ス
ル
ニ
ハ
先
ツ
明
カ
ニ
教
導
ヲ
受
ク
可
キ
者
ノ
性
質
如
何
ヲ
知
ラ
ザ
ル
可
カ
ラ
ズ 

T
he prim

ary m
eaning of the term

 educate, from
 the L

atin educare, to lead or bring out, does not ill express the first great principle of 

the science. It m
ay be held to assum

e that the hum
an being is naturally in a com

paratively rude and inert condition, and that external 

forces m
ust be applied to draw

 forth his faculties into their full activity and pow
er, and bring them

 to their highest degree of 

refinem
ent and nicely of application. B

efore correct view
s can be entertained w

ith regard to education, or proper steps can be taken 

for w
orking it out in practice, it is obvious that a distinct notion ought to be attained as to the character of the being to be educated. 

  

起
点
テ
ク
ス
ト
に
は
な
く
翻
訳
者
が
付
加
し
た
「
教
導
ノ
原
語
タ
ル
」
や
「
能
ク
教
導
ノ
旨
趣
ト
相
適
ヒ
」
と
い
う
説
明
で
、

ed
u
cate

は
「
教
導
」
と
し
て
了
解
さ
れ
る
。ed

u
cate

は
ラ
テ
ン
語ed

u
care

に
由
来
し
、lead

ま
た
はb

ring
 ou

t

を
意
味
す
る
が
、

こ
の
語
源
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
箕
作
は
「
教
導
」
と
訳
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
に
『
教
育
論
』
と
改
題
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
は
、
本
文
に
お
い
て
も
「
教
導
」
が
「
教
育
」
に
機

械
的
に
置
き
換
え
ら
れ
た
。
も
と
の
「
教
導
」
に
単
純
な
修
正
が
施
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
な
ら
ば
翻
訳
者
本
人
に
よ

る
手
直
し
を
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
い
。
こ
の
改
訂
の
結
果
、「
教
育
」
が
「
エ
ヂ
ュ
ケ
ー
ト
」
と
し
て
再
定
義
さ
れ
る
。 

 

教
育
、
、
ノ
原
語
タ
ル
「
エ
ヂ
ュ
ケ
ー
ト
」
ノ
字
ハ
元
ト
羅
甸
語
「
エ
ヂ
ュ
カ
ー
レ
」
ヨ
リ
由
来
ス
ル
所
ニ
シ
テ
基
本
義
ハ
誘
導
ノ
意
ナ
リ
故

ニ
其
字
義
タ
ル
ヤ
能
ク
教
育
、
、
ノ
旨
趣
ト
相
適
ヒ
而
シ
テ
其
意
ハ
元
来
人
ハ
其
天
然
粗
魯
不
動
ノ
者
タ
ル
カ
故
ニ
必
ズ
外
力
ヲ
以
テ
其
心
ノ

能
力
ヲ
誘
導
シ
之
ヲ
活
動
セ
シ
メ
テ
巧
妙
ニ
至
ラ
シ
メ
ザ
ル
ヲ
得
ザ
ル
ニ
在
リ
然
レ
ト
モ
教
育
、
、
ノ
事
ニ
就
キ
確
定
の
識
見
ヲ
立
テ
又
ハ
教、

育、
ノ
法
ヲ
実
際
ニ
施
行
ス
ル
其
良
法
ヲ
選
マ
ン
ト
欲
ス
ル
ニ
ハ
先
ツ
明
カ
ニ
教
育
、
、
ヲ
受
ク
可
キ
者
ノ
性
質
如
何
ヲ
知
ラ
ザ
ル
可
カ
ラ
ズ 

（
強
調
は
引
用
者
に
よ
る
） 

 

一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
に
教
部
省
に
置
か
れ
た
「
教
導
職
」
か
ら
の
連
想
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
教
部
省
と
文
部
省
と
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の
合
併
や
分
離
と
「
教
導
」
と
い
う
語
と
は
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
一
〇

。
文
部
省
と
の
合
併
が
決
定
さ
れ
た
の
を
受
け
て
教
部

卿
の
嵯
峨
実
愛
は
、「
当
省
之
義
ニ
於
て
ハ
段
々
評
議
も
有
之
候
処
教
導
之
事
も
自
ら
文
部
省
教
育
ニ
関
し
候
儀
も
有
之
候
間
文

部
教
部
ヲ
併
セ
ラ
レ
候
方
便
宜
も
可
有
之
」
と
い
う
文
面
を
含
ん
だ
書
簡
を
送
っ
た
一
一

。
こ
こ
で
嵯
峨
は
、
教
部
省
の
「
教
導
」

と
文
部
省
の
「
教
育
」
と
い
う
使
い
分
け
を
し
て
い
る
。
神
官
僧
侶
に
よ
る
伝
統
的
な
教
旨
の
「
教
導
」
と
西
洋
近
代
を
目
指
す

「
教
育
」
と
い
う
二
項
対
立
ゆ
え
に
、「ed

u
catio

n
 =

 

教
育
」
は
西
洋
思
想
に
基
づ
く
国
民
教
育
と
い
う
文
脈
で
社
会
進
化
論
的

な
重
要
性
を
帯
び
て
く
る
。 

箕
作
麟
祥
は
文
部
省
出
仕
と
並
行
し
て
司
法
省
兼
勤
で
あ
っ
た
が
、
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
に
は
司
法
省
出
仕
と
な
り
、
文

部
行
政
か
ら
司
法
の
分
野
へ
と
翻
訳
行
為
の
場
を
本
格
的
に
移
し
て
い
っ
た
。
以
後
は
、
一
八
七
七
（
明
治
十
）
年
に
司
法
大
書

記
官
・
翻
訳
課
民
法
編
纂
課
両
課
長
・
民
法
編
纂
委
員
兼
務
、
一
八
八
〇
（
明
治
十
三
）
年
に
太
政
官
大
書
記
官
・
法
制
局
勤
務
、

一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
に
商
法
編
纂
委
員
な
ど
を
歴
任
し
て
い
る
一
二

。
箕
作
麟
祥
不
在
の
文
部
省
に
お
け
る
『
教
導
説
』

か
ら
『
教
育
論
』
へ
の
改
変
は
、
翻
訳
者
本
人
の
意
図
よ
り
も
、「
教
育
」
と
い
う
語
に
対
す
る
政
治
的
要
請
が
背
後
に
見
え
か

く
れ
す
る
。
文
部
省
は
「
教
導
」
で
は
な
く
「
教
育
」
と
い
う
翻
訳
語
を
欲
望
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
学
制
取
調
掛
の
箕
作
麟
祥

ら
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
式
の
「
学
制
」（
一
八
七
二
年
）
か
ら
ア
メ
リ
カ
式
の
「
教
育
令
」（
一
八
七
九
年
）
へ
の
方

向
転
換
は
、
彼
の
文
部
省
か
ら
司
法
省
へ
の
異
動
後
で
あ
っ
た
。 

近
代
国
家
の
国
民
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
誕
生
さ
せ
る
た
め
に
、と
り
わ
け「
教
育
」は
文
明
開
化
政
策
で
不
可
欠
で
あ
る
。

そ
し
て
「ed

u
catio

n
 
=

 

教
育
」
と
い
う
翻
訳
語
が
要
請
さ
れ
、
こ
の
翻
訳
の
等
価
が
自
明
化
さ
れ
る
な
か
で
、
や
が
て
は
翻
訳

語
で
あ
る
こ
と
自
体
、
忘
却
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 

 

「
教
育
」
と
は 

 

「
教
育
」
と
い
う
漢
語
は
古
く
漢
籍
に
登
場
す
る
。
た
と
え
ば
孟
子
の
『
尽
心
上
』
に
は
、「
得
天
下
英
才
而
教
育
之
」
と
あ

る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
儒
教
的
用
法
で
の
「
教
育
」
は
そ
の
後
、
中
国
語
で
は
死
語
同
然
の
も
の
と
な
り
、
現
在
の
中
国
語
に

お
け
る
「
教
育
」
は
日
本
の
翻
訳
語
を
逆
輸
入
し
た
も
の
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
一
三

。
日
本
の
辞
書
で
は
、
一
八
六
六
（
慶
応
二
）

年
の
『
改
正
増
補
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
』
に
「E

du
cate-ed

-in
g. 

教
育
ス
」「E

d
u
catio

n
. 

同
上
ノ
事
」、
ヘ
ボ
ン
の
『
和
英
語
林

集
成
』
で
は
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
の
再
版
か
ら
「
教
育
」
が
登
場
す
る
。 

 

明
治
初
期
に
は
、「
教
育
」
を
書
名
に
含
む
翻
訳
書
も
数
々
出
版
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
西
村
茂
樹
訳
『
教
育
史
』（
一
八

七
五
年
）、
小
泉
信
吉
・
四
屋
純
三
郎
訳
『
小
学
教
育
論
』（
一
八
七
七
年
）、
石
橋
好
一
訳
『
法
国
教
育
説
略
』（
一
八
七
九
年
）、

尺
振
八
訳
『
斯
氏
教
育
論
』（
一
八
八
〇
年
）、
西
邨
貞
訳
『
小
学
教
育
新
編
』（
一
八
八
一
年
）、
添
田
寿
一
訳
『
倍
因
氏
教
育
学
』

（
一
八
八
三
年
）、
土
屋
政
朝
訳
『
教
育
学
』（
一
八
八
三
年
）、
甲
斐
織
衛
訳
『
教
育
汎
論
』（
一
八
八
三
年
）、
菊
池
大
麓
訳
『
職

業
教
育
論
』（
一
八
八
四
年
）、
橋
本
武
訳
『
教
育
汎
論
』（
一
八
八
四
年
）
等
々
が
あ
る
。
ま
た
、
一
八
七
七
（
明
治
十
）
年
に

は
文
部
省
『
日
本
教
育
史
略
』 

が
刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
一
八
七
六
年
の
ア
メ
リ
カ
独
立
百
年
を
記
念
し
た
万
国
博
覧
会
の

出
品
展
示
用
と
し
て
作
成
し
たA

n O
u
tlin

e H
isto

ry o
f Ja

p
a
n
ese E

d
u
ca

tio
n

を
稿
本
と
し
て
お
り
、
文
部
省
の
マ
レ
ー
（D

av
id 

M
u
rray

）
や
大
槻
修
二
ら
が
執
筆
を
担
当
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
教
育
博
物
館
」
と
い
う
名
称
の
公
共
施
設
も
一
八
七
七

年
に
開
設
し
た
。「
教
育
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
当
時
か
な
り
流
通
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。 

社
会
進
化
論
で
著
名
な
英
国
人
ス
ペ
ン
サ
ー（H

erb
ert S

p
en

cer

）に
よ
る
一
八
六
一
年
の
著
作E

du
ca

tio
n
: In

tellectu
a
l, M

o
ra

l, 

a
n
d
 P

h
ysica

l

の
邦
訳
が
、
尺
振
八
訳
『
斯
氏
教
育
論
』（
一
八
八
〇
年
）
や
有
賀
長
雄
訳
註
『
標
註
斯
氏
教
育
論
』（
一
八
八
六

年
）
で
あ
る
。
こ
の
「
教
育
」
論
で
主
張
さ
れ
て
い
た
の
が
、「
知
育
」「
徳
育
」「
体
育
」
の
三
育
主
義
で
あ
っ
た
。
ス
ペ
ン
サ

ー
のS

o
cia

l S
ta

tistics

（
一
八
五
一
年
）
は
松
島
剛
訳
『
社
会
平
権
論
』（
一
八
八
一
―
八
四
年
）
と
し
て
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り

自
由
民
権
運
動
の
支
柱
と
な
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
ス
ペ
ン
サ
ー
・
ブ
ー
ム
も
背
景
に
あ
っ
て
、
彼
の
「
教
育
」
論
は
明
治
政
府

の
文
部
行
政
へ
と
浸
透
し
た
と
見
ら
れ
る
。 

同
時
期
に
は
伊
澤
修
二
の
『
教
育
学
』
も
出
版
さ
れ
た
。
伊
澤
は
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
か
ら
七
八
（
明
治
十
一
）
年
ま
で
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文
部
省
か
ら
派
遣
さ
れ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
師
範
学
校
な
ど
の
調
査
に
従
事
し
た
。
そ
の
ア
メ
リ
カ
留
学
中
に
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ

州
立
ブ
リ
ッ
ジ
ウ
ォ
ー
タ
ー
師
範
学
校
で
聴
講
し
た
際
の
ノ
ー
ト
を
も
と
に
、
帰
国
後
に
『
教
育
学
』
と
し
て
刊
行
し
た
の
で
あ

る
。
こ
の
著
作
は
「
日
本
に
お
け
る
教
育
学
の
は
じ
ま
り
」
に
お
い
て
、
日
本
人
に
よ
る
「
教
育
」
学
書
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
一
四

。 

伊
澤
の
『
教
育
学
』
に
お
け
る
「
第
一
篇 

総
論
」
で
は
、「
身
体
上
ノ
教
育
即
チ
体
力
ヲ
育
成
ス
ル
ハ
体
育
学
ノ
専
科
ニ
属

ス
ル
所
ニ
シ
テ
其
目
的
タ
ル
ヤ
支
体
ヲ
発
育
シ
機
器
ヲ
完
成
シ
以
テ
精
神
ノ
舎
ル
所
ノ
家
屋
即
チ
身
体
ヲ
強
健
ニ
シ
テ
心
力
発

育
ノ
基
ヲ
為
ス
ニ
在
ル
ナ
リ
」
と
、「
身
体
教
育
」
つ
ま
り
「
体
育
」
を
定
義
し
て
い
る
。
当
時
流
行
し
た
ス
ペ
ン
サ
ー
流
の
三

育
主
義
が
踏
襲
さ
れ
て
、「
精
神
上
ノ
教
育
」
と
し
て
の
「
智
育
」
と
「
徳
育
」、
そ
し
て
「
身
体
上
ノ
教
育
」
と
し
て
の
「
体
育
」

へ
と
「
教
育
」
が
分
類
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
第
四
篇 

体
育
」
に
は
、「
体
育
ノ
目
的
」
へ
の
言
及
が
あ
る
。「
体
育
ノ
目
的

ト
ス
ル
所
ハ
身
体
ノ
健
康
ヲ
保
全
シ
其
発
育
ヲ
助
成
シ
テ
各
部
偏
長
ノ
弊
ナ
カ
ラ
シ
メ
以
テ
智
徳
養
成
ノ
基
本
ヲ
作
リ
且
支
体

ノ
強
力
ヲ
増
加
ス
ル
ニ
在
リ
」
と
い
う
点
で
、「
体
育
」
は
「
智
育
」「
徳
育
」
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
巻
末
に

は
附
録
と
し
て
「
教
育
学
用
語
和
英
対
訳
分
類
一
覧
」
も
掲
載
さ
れ
て
お
り
、「
教
育 

E
d
u
catio

n

」
を
は
じ
め
と
し
て
、「
身
体

上
ノ
教
育
即
チ
体
育 

P
h
y
sical E

du
catio

n

」「
運
動 

E
x
ercises

」「
軽
体
操 

L
ig

h
t G

y
m

n
astics

」「
重
体
操 

H
eav

y
 G

y
m

n
astics

」

な
ど
一
連
の
用
語
が
日
本
語
と
英
語
で
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
伊
澤
修
二
が
帰
朝
直
後
に
出
版
し
た
の
は
、
進
化
論
を

紹
介
し
た
ハ
ク
ス
リ
ー
（T

h
o
m

as H
en

ry H
u
x
ley

）
の
講
演
集
の
抄
訳
『
生
種
原
始
論
』（
一
八
七
九
年
）（
さ
ら
に
一
八
八
九

年
に
は
『
進
化
原
論
』
と
し
て
全
訳
）
で
あ
っ
た
。
彼
の
「
教
育
」
思
想
の
底
流
に
は
進
化
論
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

  

三
．「
身
体
教
育
」
の
行
方 

 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
と
「
身
体
教
育
」 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
な
か
で
「
身
体
教
育
」
に
直
接
関
係
す
る
の
は
、『
体
操
及
戸
外
遊
戯
』（G

Y
M

N
A

S
T

IC
S

 
–
 

O
U

T
-O

F
-D

O
O

R
 R

E
C

R
E

A
T

IO
N

S

）
で
あ
る
。
翻
訳
者
は
オ
ラ
ン
ダ
人
の
カ
ス
テ
ー
ル
（
漢
字
表
記
は
「
漢
加
斯
底
爾
」）
で

あ
り
、
彼
は
『
百
科
全
書
』
の
『
戸
内
遊
戯
方
』（IN

D
O

O
R

 A
M

U
S

E
M

E
N

T
S

）
も
担
当
し
て
い
る
。
二
編
と
も
一
八
七
九
（
明

治
十
二
）
年
に
分
冊
本
が
出
版
さ
れ
た
。
カ
ス
テ
ー
ル
の
フ
ル
ネ
ー
ム
はA

brah
am

 T
h
ierry

 v
an C

asteel

で
、
彼
は
一
八
四
三

年
に
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
で
生
ま
れ
、
一
八
七
八
年
十
一
月
九
日
に
日
本
で
病
死
し
た
。
し
た
が
っ
て
、『
体
操
及
戸
外
遊
戯
』
と
『
戸

内
遊
戯
方
』
は
翻
訳
者
カ
ス
テ
ー
ル
没
後
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
一
五

。 

『
体
操
及
戸
外
遊
戯
』
は
「g

y
m

nastics =
 

体
操
」
と
「o

u
t-o

f-d
o
or recreatio

n
s =

 

戸
外
遊
戯
」
に
内
容
が
二
分
さ
れ
る
も

の
の
、
こ
こ
で
は
「
体
操
」
と
「
戸
外
遊
戯
」
が
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
て
、「
戸
内
遊
戯
」
と
は
分
離
さ
れ
て
い
る
点
が
肝
要
で

あ
る
。
明
治
期
の
身
体
教
育
に
お
け
る
『
百
科
全
書
』
の
影
響
に
関
し
て
、
木
下
秀
明
は
「
体
育
」
概
念
の
形
成
と
の
関
係
で
次

の
よ
う
に
指
摘
す
る
。 

 

『
百
科
全
書
』（
文
部
省
、
明
治
十
二
年
）
に
、『
体
操
及
戸
外
遊
戯
』
と
『
戸
内
遊
戯
方
』
の
二
冊
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
遊
戯
と
い
う

性
質
か
ら
纏
め
ず
、
運
動
と
非
運
動
的
な
も
の
と
い
う
区
分
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
戸
外
遊
戯
が
体
操
と
一
緒
に
さ
れ
る
と
、

そ
の
目
的
も
ま
た
、
体
操
の
目
的
で
あ
る
体
育
を
予
想
さ
せ
る
こ
と
と
な
り
、
遊
戯
の
う
ち
、
戸
外
遊
戯
だ
け
が
体
育
法
と
し
て
展
開
す

る
こ
と
と
な
る
一
六

。 

 

書
名
の
示
す
と
お
り
、『
百
科
全
書
』
で
は
「
体
操
」
と
「
戸
外
遊
戯
」
が
関
連
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
両
者
が
身
体
教
育
の
対

象
と
な
っ
た
の
だ
。
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
十
月
に
文
部
省
直
轄
で
設
立
さ
れ
た
体
操
伝
習
所
の
名
称
と
も
相
俟
っ
て
、「
体

操
」
や
「
戸
外
遊
戯
」
を
通
し
て
国
民
の
身
体
を
教
育
す
る
「
体
育
」
の
誕
生
へ
と
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
一
八
八
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五
（
明
治
十
八
）
年
に
坪
井
玄
道
と
田
中
盛
業
が
編
纂
し
た
『
戸
外
遊
戯
法 

一
名
戸
外
運
動
法
』
の
「
緒
言
」
で
も
窺
え
る
。 

 

身
体
錬
成
ノ
法
ハ
元
来
合
式
体
操
（
軽
運
動
）
ノ
ミ
ヲ
以
テ
足
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
又
併
セ
テ
戸
外
運
動
（
遊
戯
法
）
ヲ
モ
研
究
セ
ザ
ル
ベ
カ

ラ
ズ
蓋
シ
戸
外
遊
戯
ノ
利
益
タ
ル
啻
ニ
身
体
ノ
強
健
ヲ
増
進
ス
ル
而
已
ナ
ラ
ズ
亦
大
ニ
心
神
ヲ
爽
快
ニ
シ
優
暢
快
活
ノ
気
風
ヲ
養
成
シ
児

童
体
育
上
実
ニ
欠
ク
可
ラ
ザ
ル
ノ
一
科
ト
ス
一
七 

 

こ
こ
で
は
「
体
操
（
軽
運
動
）」
か
ら
「
戸
外
運
動
（
遊
戯
法
）」
へ
の
拡
張
と
、
教
育
と
し
て
の
「
児
童
体
育
」
に
注
目
し
て

い
る
。
坪
井
玄
道
は
、
体
操
伝
習
所
の
教
師
と
し
て
ア
メ
リ
カ
か
ら
招
聘
さ
れ
た
リ
ー
ラ
ン
ド
（G

eo
rge A

d
am

s L
elan

d

）
の
通

訳
者
で
も
あ
っ
た
。 

『
戸
外
遊
戯
法 

一
名
戸
外
運
動
法
』
の
「
緒
言
」
に
先
立
っ
て
本
書
冒
頭
に
置
か
れ
た
西
邨
貞
の
「
戸
外
遊
戯
法
序
」
で
は
、

欧
米
諸
国
の
「
ナ
シ
ヨ
ナ
ル
、
ゲ
ー
ム
」
つ
ま
り
「
国
戯
」
に
相
当
す
る
遊
戯
が
日
本
に
は
な
い
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
は
「
ナ
シ

ヨ
ナ
ル
、
ソ
ン
グ
」
つ
ま
り
「
国
歌
」
の
よ
う
に
「
自
然
ニ
産
出
ス
ル
モ
ノ
」
で
あ
る
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

山
住
正
己
が
唱
歌
教
育
史
の
な
か
で
音
楽
取
調
掛
の
国
歌
選
定
事
業
と
そ
の
困
難
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
よ
う
に
、
国
歌
と
は

自
然
に
生
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い
一
八

。
国
歌
と
し
て
の
「
君
が
代
」
は
、「
国
技
館
」（
一
九
〇
九
年
に
開
館
）
で
興
行
さ
れ
る

相
撲
が
「
国
技
」
と
見
做
さ
れ
る
の
と
同
様
に
、
近
代
日
本
に
よ
る
発
明
な
の
だ
か
ら
。 

 

カ
ス
テ
ー
ル
訳
『
体
操
及
戸
外
遊
戯
』
に
お
け
る
「
体
操
」 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
『
体
操
及
戸
外
遊
戯
』
を
概
観
す
る
た
め
に
、
目
録
と
そ
れ
に
対
応
す
る

G
Y

M
N

A
S

T
IC

S
 
–
 

O
U

T
-O

F
-D

O
O

R
 R

E
C

R
E

A
T

IO
N

S

の
項
目
を
併
記
し
て
み
よ
う
。 

 

体
操
ノ
修
練 

 
 

 
G

Y
M

N
A

S
T

IC
 E

X
E

R
C

IS
E

S
. 

指
示
凡
例 

 
 

 
G

eneral D
irections. 

体
勢
及
運
動
法 

 
 

 
 

P
ositions and M

otions. 

「
イ
ン
ジ
ア
ン
ク
ラ
ブ
」 

 
 

 
Indian C

lub E
xercises. 

「
リ
ー
ピ
ン
グ
」
法
及
「
ヴ
ヲ
ー
ル
チ
ン
グ
」
法 

L
eaping –

 V
aulting. 

重
量
搬
担
ノ
術 

 
 

 
 

C
arrying W

eights. 

逍
遥
及
歩
走
術 

 
 

 
 

W
alking – R

unning. 

歩
行
術
ノ
習
練 

 
 

  
T

R
A

IN
IN

G
 – P

E
D

E
S

T
R

IA
N

 F
E

A
T

S
. 

郊
野
ニ
遊
歩
ス
ル
少
年
ノ
誡 

 
 

 
A

dvices to Y
oung M

en on W
alking E

xcursions. 

戸
外
ノ
嬉
戯 

 
 

 
O

U
T
-O

F
-D

O
O

R
 R

E
C

R
E

A
T

IO
N

S
. 

游
泳 

 
 

 
 

 
S

W
IM

M
IN

G
. 

「
ス
ケ
ツ
チ
ン
グ
」（
氷
上
ヲ
溜
行
ス
ル
法
） 

 
S

K
A

T
IN

G
. 

氷
上
溜
行
術
ノ
示
誨 

 
       

P
ractical D

irections for S
kating. 

「
カ
ル
リ
ン
グ
」
法 

 
 

     
C

U
R

L
IN

G
. 

「
カ
ル
リ
ン
グ
」
遊
戯
ノ
定
則 

 
     

  
L

aw
s and R

egulations for C
urling. 

「
ク
リ
ケ
ツ
ト
」
法 

 
 

 
C

R
IC

K
E

T
. 

「
ゴ
ル
フ
」
戯 

 
 

 
 

G
O

L
F. 

弓
術 

 
 

  
 

 
A

R
C

H
E

R
Y

. 

「
ヤ
ッ
チ
ン
ク
」
及
「
ボ
ー
チ
ン
グ
」
ノ
事 

 
Y

A
C

H
T

IN
G

 – B
O

A
T

IN
G

. 

「
シ
ン
チ
ー
」
及
「
ハ
ー
リ
ン
グ
」
ノ
事   

 
S

H
IN

T
Y

 – H
U

R
L

IN
G

. 
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「
フ
ァ
イ
フ
ス
」「
ラ
ッ
ケ
ッ
ツ
」
及
ヒ
「
テ
ニ
ス
」
ノ
事 

F
IV

E
S

 –
 R

A
C

K
E

T
S

 – T
E

N
N

IS
. 

蹴
鞠 

 
 

 
 

 
F

O
O

T
-B

A
L

L
. 

「
ク
オ
イ
ツ
」
ノ
事 

 
 

 
Q

U
O

IT
S

. 

 

カ
ス
テ
ー
ル
訳
『
体
操
及
戸
外
遊
戯
』
で
は
「g

ym
n
astics =

 

体
操
」
に
つ
い
て
、「
体
操
〔
左
ル
ビ
＝
ジ
ム
ナ
ー
ス
チ
ツ
ク
〕

ハ
身
体
及
ヒ
筋
骨
ヲ
強
壮
ニ
セ
ン
為
ノ
運
動
」（G

y
m

n
astics 

are 
th

o
se 

ex
ercises 

o
f 

th
e 

b
od

y
 
an

d 
lim

b
s 

w
h
ich

 
ten

d
 
to

 

in
v
ig

o
rate an

d d
ev

elo
p th

eir p
o
w

er.

）
と
定
義
さ
れ
る
。「
体
操
」
と
は
身
体
を
強
壮
に
す
る
「ex

ercises =
 

運
動
」
で
あ
り
、

左
ル
ビ
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
「
ジ
ム
ナ
ー
ス
チ
ツ
ク
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
「
教
育
」
の
対
象
と
な
る
。 

 

是
等
ノ
害
ヲ
避
ン
為
ニ
筋
骨
軟
弱
ナ
ル
幼
童
ニ
ハ
体
操
法
ヲ
以
テ
教
育
ノ
一
部
ト
為
サ
ズ
ン
ハ
ア
ル
ヘ
カ
ラ
ス
故
ニ
間
暇
ア
ラ
ハ
必
体

操
ヲ
修
練
ス
ヘ
シ 

T
o avert, as far as possible, these im

perfections, gym
nastics ought to form

 a part of education in youth, w
hen the joints and

 m
uscles 

are flexible, and tim
e is perm

itted for the various kinds of exercises. 

  

こ
こ
で
の
「
是
等
ノ
害
」
と
は
、「
体
操
」
を
修
練
し
な
か
っ
た
場
合
の
さ
ま
ざ
ま
な
身
体
的
な
不
健
康
状
態
を
指
す
が
、「
体

操
」
を
「
教
育
ノ
一
部
」
と
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
体
操
」
に
適
し
た
場
所
、
服
装
、
時
間
帯
な
ど
も
続
い
て

指
示
さ
れ
て
い
く
。 

「ru
nn

in
g
 =

 

走
術
」
は
、「
第
十
図
」
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
姿
勢
と
な
る
。
こ
れ
は
、
上
半
身
と
下
半
身
が
同
期
す
る
ナ

ン
バ
走
り
と
は
異
な
り
、
右
足
と
左
手
を
前
に
出
す
身
体
作
法
で
あ
る
。 

 

 
 
 
 

 

 

凡
ソ
走
ル
ト
キ
ハ
胸
ノ
上
部
ヲ
少
シ
ク
前
面
ニ
托
シ
頭
ハ
少
シ
ク
後
面
ニ
倚
ル
ヘ
シ
何
ト
ナ
レ
ハ
前
ニ
托
ス
ル
所
ノ
重
量
ニ
抵
抗
シ
テ
平

均
ス
レ
ハ
ナ
リ
且
胸
膈
ハ
突
出
ス
ル
ニ
任
ス
ヘ
シ
肩
胛
ハ
正
ク
シ
テ
動
カ
サ
ル
ヲ
要
シ
手
臂
ノ
上
部
ハ
体
ノ
両
側
ニ
密
接
シ
肘
ハ
曲
ケ
テ

鋭
角
度
ノ
形
ヲ
為
シ…

 

T
he upper part of the body is slightly inclined forw

ard; the head slightly throw
n backw

ard, to counteract the gravity forw
ard

; the 

breast is freely projected; the shoulders are steady, to give a fixed point to the auxiliary m
uscles of respiration; the upper parts of the 

arm
s are kept near the sides; the elbow

s are bent, and each form
s an acute angle; …

 

  
 

ま
た
「
歩
く
」（w

alk
in

g

の
訳
語
と
し
て
は
「
逍
遥
」）
と
い
う
基
本
的
な
身
体
動
作
は
、「
体
術
ノ
習
練
及
兵
卒
ノ
操
練
」

（g
y
m

n
astic o

r d
rill ex

ercises

）
に
必
須
の
要
素
と
な
る
。
教
育
訓
練
な
く
し
は
正
し
く
歩
く
こ
と
さ
え
で
き
な
い
の
で
あ
っ
た
。 

 

緩
徐
或
ハ
厳
正
ナ
ル
体
勢
ニ
テ
逍
遥
ス
ル
コ
ト
ハ
体
術
ノ
習
練
及
兵
卒
ノ
操
練
ニ
於
テ
実
ニ
欠
ク
ヘ
カ
ラ
サ
ル
術
ナ
レ
ハ
必
習
熟
ス
ヘ
シ

天
然
伶
俐
ニ
シ
テ
自
ラ
能
ク
逍
遥
歩
走
ヲ
為
ス
者
ハ
甚
稀
ナ
リ 

T
he art of w

alking w
ith ease, firm

ness, and grace, form
s a necessary part of gym

nastic or drill ex
ercises. F

ew
 persons w

alk w
ell 

naturally. 
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一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
の
学
制
で
は
教
科
名
と
し
て
「
体
術
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
翌
年
に
は
「
体
操
」
と
な
り
、

第
二
次
世
界
大
戦
中
に
「
体
練
」、
そ
し
て
戦
後
に
は
「
体
育
」
と
い
う
学
校
教
育
の
科
目
に
な
っ
た
経
緯
は
周
知
の
と
お
り
で

あ
る
。 

 

カ
ス
テ
ー
ル
訳
『
体
操
及
戸
外
遊
戯
』
に
お
け
る
「
戸
外
遊
戯
」 

『
体
操
及
戸
外
遊
戯
』
と
い
う
翻
訳
テ
ク
ス
ト
で
は
「
体
操
」
に
は
じ
ま
り
、「
歩
く
」
や
「
走
る
」
と
い
う
身
体
の
基
本
的

な
動
作
が
説
明
さ
れ
た
後
、「
戸
外
ノ
嬉
戯
」（O

U
T
-O

F
-D

O
O

R
 R

E
C

R
E

A
T

IO
N

S

）
と
し
て
ゲ
ー
ム
的
「
ス
ポ
ー
ツ
」
の
ル
ー

ル
が
詳
細
に
紹
介
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
カ
タ
カ
ナ
語
「
ス
ポ
ー
ツ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、「sp

o
rts =

 

遊
技
」

と
し
て
各
種
競
技
に
言
及
し
て
い
る
。 

と
り
わ
け
「cu

rlin
g
 =

 

カ
ル
リ
ン
グ
」、「crick

et =
 

ク
リ
ケ
ツ
ト
」、「g

o
lf =

 

ゴ
ル
フ
」
な
ど
に
つ
い
て
、
非
常
に
詳
細
な
記

述
が
あ
る
の
が
特
色
で
あ
る
。
部
分
的
に
抜
き
出
し
て
お
こ
う
。 

 

カ
ル
リ
ン
グ 

此
遊
戯
ハ
各
々
対
手
ノ
黨
ヲ
為
シ
テ
行
フ
モ
ノ
ナ
リ
而
シ
テ
此
技
ヲ
做
ス
ノ
日
ハ
各
人
円
形
ノ
堅
石
直
径
凡
ソ
九
「
イ
ン
チ
」
ナ
ル
者
ヲ

携
持
ス
ベ
シ
其
石
ノ
下
面
ハ
匾
ク
シ
テ
平
滑
ナ
サ
シ
メ
上
面
ハ
鼻
紐
ヲ
着
ケ
置
ク
ベ
シ 

T
he gam

e is played by a party form
ing rival sides, each individual being possessed of a circular hard stone, of about nine in

ches in 

diam
eter, flat and sm

ooth on the under side, and on the upper, having a handle fixed to the sto
ne. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ク
リ
ケ
ツ
ト 

此
遊
戯
ハ
他
ノ
技
ニ
勝
レ
テ
少
年
輩
ニ
ハ
殊
ニ
良
キ
戯
ト
ス
而
シ
テ
此
技
ヲ
行
フ
ニ
耳
目
聡
明
意
気
快
速
ニ
シ
且
体
躯
快
爽
ニ
シ
テ
能

ク
動
ク
ト
キ
ハ
甚
タ
欣
慰
ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ
此
戯
ハ
草
ヲ
短
ク
苅
リ
タ
ル
広
野
ノ
平
坦
ニ
シ
テ
砂
石
又
ハ
潅
木
ナ
キ
場
所
ニ
於
テ
為
ス
可

シ 
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T
his is one of the best of all out-of-door sports for youth. It requires quickness of m

ind and eye, great agility of lim
b, and, properly 

conducted, is highly exhilarating and am
using. T

he gam
e is played on an open, w

ell-shaven green, w
hich is level, and free from

 

stones or shrubs. 

 
ゴ
ル
フ 

「
ゴ
ル
フ
」
ハ
専
ラ
蘇
格
蘭
民
間
ノ
戯
ナ
リ
シ
カ
近
年
「
リ
ン
ク
ス
」
ノ
近
所
ニ
住
メ
ル
人
ハ
貴
賤
ノ
別
ナ
ク
皆
之
ヲ
玩
ハ
サ
ル
モ
ノ
ナ

シ
蘇
格
蘭
ニ
テ
「
リ
ン
ク
ス
」
ト
唱
フ
ル
モ
ノ
ツ
ウ
ィ
ー
ド
河
ノ
南
ニ
於
テ
ハ
「
コ
ン
モ
ン
」
ト
呼
フ
此
ハ
此
戯
ヲ
奏
ス
ル
ニ
欠
ク
可
カ

ラ
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
但
シ
「
リ
ン
ク
ス
」
有
ル
処
ニ
ハ
「
ゴ
ル
フ
」
ノ
戯
無
キ
ヲ
得
ザ
ル
ニ
至
レ
リ 

G
olf is one of the principal national S

cottish pastim
es, and has of late years becom

e a favourite am
usem

ent w
ith all classes w

ho are 

fortunate enough to reside near links. L
inks, or, as they are term

ed south of the T
w

eed, com
m

ons, are indispensable for the pursuit of 

this recreation, and it m
ay be stated, as a rule, that w

herever links occur in S
cotland, there also occurs golf. 

 

 

出
版
文
化
史
の
観
点
か
ら
杉
村
武
は
、「
訳
者
の
変
り
だ
ね
」
と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
人
の
カ
ス
テ
ー
ル
を
簡
単
に
紹
介
し
た
後
に
、

「
わ
が
国
で
ゴ
ル
フ
に
つ
い
て
数
頁
を
つ
い
や
し
詳
し
く
紹
介
し
た
の
は
「
体
操
及
戸
外
遊
戯
」
が
最
初
で
あ
ろ
う
」
と
コ
メ
ン

ト
し
て
い
る
一
九

。 

近
代
ス
ポ
ー
ツ
の
ル
ー
ル
が
書
記
言
語
で
明
文
化
さ
れ
た
背
景
に
は
、
十
九
世
紀
英
国
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
に
お
け
る

教
育
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
成
立
が
あ
る
二
〇

。
ク
リ
ケ
ッ
ト
や
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
（
サ
ッ
カ
ー
と
ラ
グ
ビ
ー
）
な
ど
の
集
団
ス
ポ
ー
ツ

が
人
格
陶
冶
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
の
だ
。
他
校
と
の
対
抗
試
合
に
必
要
な
共
通
ル
ー
ル
が
整
備
さ
れ
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
と
し

て
の
エ
リ
ー
ト
を
育
成
す
る
た
め
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
で
生
ま
れ
た
「
ア
ス
レ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」（ath

leticism

）
と
い
う
教

育
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
や
が
て
世
紀
末
に
か
け
て
の
ボ
ー
ア
戦
争
を
は
さ
ん
だ
帝
国
主
義
と
連
動
す
る
形
で
過
熱
し
て
い
っ
た
。

集
団
競
技
で
培
わ
れ
る
協
調
性
や
男
性
性
に
基
づ
く
英
雄
崇
拝
と
相
俟
っ
て
、「
健
全
な
る
精
神
は
健
全
な
る
身
体
に
宿
る
」（
も

っ
と
も
、
こ
れ
は
古
代
ロ
ー
マ
の
風
刺
詩
人
ユ
ウ
ェ
ナ
リ
ス
の
一
節o

ran
d
u
m

 est, u
t sit m

en
s san

a in
 co

rp
o
re sano

だ
が
、
本

来
の
意
味
か
ら
歪
曲
さ
れ
て
軍
国
主
義
的
に
誤
用
さ
れ
た
も
の
）
と
い
う
よ
う
な
身
体
壮
健
の
思
想
は
、
戦
時
に
お
い
て
は
帝
国

主
義
ゲ
ー
ム
に
勝
利
を
も
た
ら
す
資
質
へ
と
接
合
さ
れ
た
。 

 

明
治
政
府
の
「
身
体
教
育
」 

一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
九
月
の
『
文
部
省
雑
誌
』
第
十
六
号
に
は
、
小
林
儀
秀
訳
「
米
国
ボ
ス
ト
ン
教
育
新
聞
紙
抄
」
に
「
身

体
教
育
」
が
登
場
す
る
。
た
だ
し
、p

hy
sical ed

u
catio

n

が
「
身
体
教
育
」
と
い
う
定
訳
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
当
時

の
他
の
訳
語
と
し
て
は
、
先
述
し
た
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
箕
作
麟
祥
訳
『
教
導
説
』
に
お
け
る
「
体
ノ
教
」、
あ
る
い
は
ス

ペ
ン
サ
ー
を
翻
訳
し
た
尺
振
八
訳
『
斯
氏
教
育
論
』
で
「
体
躯
ノ
教
育
」
と
し
た
例
な
ど
も
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
「
身
体
教

育
」
と
い
う
翻
訳
語
そ
の
も
の
は
一
般
的
な
用
語
と
し
て
普
及
し
な
か
っ
た
が
、「
体
」
と
「
育
」
を
組
み
合
わ
せ
た
「
体
育
」

と
し
て
定
着
し
て
今
に
至
っ
て
い
る
。 

文
部
省
の
初
代
文
部
卿
は
大
木
喬
任
、
そ
し
て
文
部
大
丞
と
し
て
出
仕
し
た
の
は
田
中
不
二
麿
で
あ
る
。
田
中
は
岩
倉
米
欧
使

節
の
理
事
官
と
な
っ
て
随
行
し
た
が
、
こ
の
使
節
団
の
目
に
留
ま
り
ア
メ
リ
カ
か
ら
招
聘
さ
れ
た
の
が
デ
イ
ビ
ッ
ド
・
マ
レ
ー
で

あ
っ
た
。
マ
レ
ー
は
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
六
月
か
ら
一
八
八
一
（
明
治
十
四
）
年
七
月
ま
で
日
本
に
滞
在
し
、
文
部
省
の
最

高
顧
問
で
あ
る
文
部
省
学
監
と
し
て
文
部
行
政
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
御
雇
外
国
人
で
あ
る
（
こ
の
時
期
、
彼
の
通
訳
を
務
め
た
の

は
高
橋
是
清
）。
一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
に
は
教
育
令
が
施
行
さ
れ
て
学
制
が
廃
止
と
な
る
が
、
こ
の
新
し
い
教
育
令
は
ア

メ
リ
カ
人
マ
レ
ー
の
主
張
す
る
自
由
主
義
教
育
を
基
調
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。 

来
日
後
間
も
な
い
マ
レ
ー
が
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
十
二
月
に
田
中
不
二
麿
（
こ
の
時
は
文
部
大
輔
）
に
宛
て
た
「
学
監

米
人
博
士
ダ
ウ
ヰ
ッ
ド
、
モ
ル
レ
ー
申
報
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
ス
ペ
ン
サ
ー
流
の
三
育
主
義
が
説
か
れ
て
い
る
。 



 

 

63 

 

 

蓋
国
家
平
安
ノ
極
度
ニ
至
ル
ハ
人
民
ノ
教
育
ニ
在
リ
故
ニ
教
育
ハ
政
府
至
大
ノ
職
業
ト
言
ヘ
シ
元
来
人
民
身
体
ノ
康
寧
知
識
ノ
敏
捷
修
身

ノ
完
全
等
是
皆
教
育
ニ
因
テ
成
ル
モ
ノ
ナ
リ
今
其
理
ヲ
説
カ
ン
ニ
教
育
ハ
人
材
ヲ
陶
冶
ス
ル
基
本
ニ
シ
テ
勉
テ
人
ヲ
シ
テ
其
身
体
ヲ
運
動

シ
テ
健
全
ヲ
得
セ
シ
メ
且
能
ク
人
ノ
智
ト
道
ト
ヲ
開
発
ス
夫
智
識
有
テ
能
ク
事
物
ヲ
興
シ
道
理
有
テ
能
ク
善
悪
ヲ
弁
シ
体
力
有
テ
能
ク
之

ヲ
施
行
ス
故
ニ
此
三
者
完
全
ナ
レ
ハ
即
チ
是
教
育
ヲ
受
ケ
タ
ル
人
ト
云
フ
ヘ
シ
二
一 

 

マ
レ
ー
は
「
教
育
」
の
対
象
を
「
身
体
」「
知
識
」「
修
身
」
と
し
、
身
体
の
運
動
を
奨
励
し
た
。
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年

に
は
体
操
伝
習
所
が
設
立
さ
れ
、
ア
ー
マ
ス
ト
大
学
か
ら
リ
ー
ラ
ン
ド
が
来
任
し
、
体
育
教
師
の
育
成
が
始
ま
る
。
体
操
伝
習
所

で
の
身
体
教
育
の
具
体
的
な
方
針
は
、
ア
メ
リ
カ
留
学
帰
り
の
伊
澤
修
二
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

伊
澤
は
三
年
間
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
、
帰
国
後
に
は
東
京
師
範
学
校
長
、
体
操
伝
習
所
主
幹
、
音
楽
取
調
掛
長
（
の
ち
に
東
京

音
楽
学
校
初
代
校
長
）、
文
部
省
編
輯
局
長
（
教
科
書
検
定
制
度
を
実
施
）
な
ど
を
歴
任
し
た
。
日
本
の
近
代
的
学
校
教
育
に
お

け
る
「
体
育
」
や
「
音
楽
」
と
い
う
科
目
の
揺
籃
期
に
、
活
力
統
計
と
い
う
身
体
検
査
や
遊
戯
「
蝶
々
の
歌
」
を
学
校
現
場
に
導

入
し
た
も
の
彼
で
あ
っ
た
。
近
代
的
な
身
体
や
唱
歌
と
体
操
伝
習
所
や
音
楽
取
調
掛
の
か
か
わ
り
を
考
え
れ
ば
、
文
部
官
僚
と
し

て
の
伊
澤
の
存
在
は
大
き
い
。
そ
の
後
の
伊
澤
は
、
日
清
戦
争
後
に
は
台
湾
総
督
府
民
政
局
の
学
務
部
長
心
得
に
就
任
し
、
国
民

の
身
体
と
唱
歌
へ
の
ま
な
ざ
し
は
領
土
を
拡
張
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
二
二

。 

さ
て
、
体
操
伝
習
所
で
の
「
普
通
体
操
」
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
「
体
操
」
が
後
に
加
わ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
一
八
八

五
（
明
治
十
八
）
年
に
初
代
文
部
大
臣
に
就
任
し
た
森
有
礼
が
推
進
し
た
「
兵
式
体
操
」
で
あ
る
。
す
で
に
森
は
一
八
七
九
（
明

治
十
二
）
年
、
東
京
学
士
会
員
例
会
で
「
教
育
論
―
―
身
体
ノ
能
力
」
に
つ
い
て
演
説
し
、
日
本
人
の
身
体
改
良
を
力
説
し
て
い

る
。
富
国
強
兵
の
気
運
が
高
ま
る
な
か
で
、
一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
に
改
正
さ
れ
た
徴
兵
令
で
は
、「
現
役
中
殊
ニ
技
芸
ニ

熟
シ
行
状
方
正
ナ
ル
者
及
ヒ
官
立
公
立
学
校
（
小
学
校
ヲ
除
ク
）
ノ
歩
兵
操
練
科
卒
業
証
書
ヲ
所
持
ス
ル
者
ハ
其
期
未
タ
終
ラ
ス

ト
雖
モ
帰
休
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ア
ル
可
シ
」（
第
二
章
十
二
条
）
と
、
中
等
以
上
の
教
育
で
の
「
歩
兵
操
練
」
を
規
定
し
た
こ
と
な

ど
に
森
の
政
策
が
反
映
さ
れ
て
い
る
二
三

。
一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
の
学
校
令
公
布
以
降
は
「
普
通
体
操
」
と
と
も
に
、「
兵

式
体
操
」
が
並
行
し
て
学
校
体
育
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
前
年
に
は
「
歩
兵
操
練
」
と
い
う
軍
事
教
練
か
ら
「
兵

式
体
操
」
と
い
う
身
体
教
育
へ
と
名
称
が
変
更
さ
れ
て
い
た
。
次
第
に
体
育
教
員
に
は
軍
関
係
者
が
多
く
な
り
、
学
校
で
の
身
体

教
育
に
お
い
て
「
兵
式
体
操
」
が
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
二
四

。 

兵
式
体
操
と
い
う
身
体
教
育
と
と
も
に
積
極
的
に
用
い
ら
れ
た
の
が
、
西
洋
音
楽
の
音
階
（
七
音
音
階
）
を
基
調
に
し
た
唱
歌

教
育
で
あ
る
。
そ
し
て
学
校
教
育
に
お
い
て
も
歌
わ
れ
た
軍
歌
は
、
俗
歌
の
追
放
と
い
う
唱
歌
教
育
の
課
題
に
合
致
し
た
二
五

。

文
部
省
の
方
針
は
、「
高
等
小
学
校
男
生
徒
ニ
ハ
兵
式
体
操
ヲ
課
ス
ル
ノ
際
軍
歌
ヲ
用
ヰ
体
操
ノ
気
勢
ヲ
壮
ニ
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ

シ
」（「
文
部
省
訓
令
第
六
号
」『
官
報
』
第
三
三
五
四
号
、
一
八
九
四
年
九
月
一
日
付
）
で
あ
っ
た
の
だ
。
明
治
期
の
軍
歌
は
、

一
八
九
四
（
明
治
二
十
七
）
年
に
開
戦
し
た
日
清
戦
争
以
来
に
わ
か
に
流
行
し
た
が
、
大
日
本
帝
国
初
の
本
格
的
な
対
外
戦
争
で

の
戦
意
高
揚
に
利
用
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
巷
に
西
洋
的
な
韻
律
が
浸
透
す
る
契
機
と
も
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
学
校
と
い
う
身

体
教
育
の
制
度
は
、
兵
式
体
操
と
軍
歌
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
国
民
を
近
代
的
身
体
へ
と
調
教
し
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
社

会
進
化
論
や
優
生
学
的
な
文
脈
の
な
か
で
、
た
と
え
ば
高
橋
義
雄
の
『
日
本
人
種
改
良
論
』
が
主
張
し
た
よ
う
に
、
日
本
人
種
の

劣
性
な
る
身
体
は
西
洋
人
と
い
う
理
想
の
他
者
へ
と
改
良
可
能
な
対
象
と
し
て
再
定
義
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
二
六

。 

日
清
戦
争
に
先
立
つ
こ
と
数
年
、
一
八
九
〇
（
明
治
二
十
三
）
年
の
「
教
育
ニ
関
ス
ル
勅
語
」（
い
わ
ゆ
る
「
教
育
勅
語
」）
は
、

一
九
四
八
年
に
廃
止
さ
れ
る
ま
で
半
世
紀
以
上
に
わ
た
り
、
学
校
行
事
の
基
本
的
な
規
範
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
一
九
一
一
（
明
治

四
十
四
）
年
の
朝
鮮
教
育
令
や
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
の
台
湾
教
育
令
は
、
植
民
地
で
の
教
育
行
政
全
般
の
基
本
と
な
っ
て
い

た
。
こ
の
よ
う
な
「
教
育
」
は
臣
民
へ
と
下
賜
さ
れ
る
規
範
で
あ
り
、
箕
作
麟
祥
訳
『
教
導
説
』
で
定
義
さ
れ
て
い
た
「
エ
ヂ
ュ

ケ
ー
ト
」の
原
義
か
ら
は
乖
離
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。翻
訳
語
と
し
て
の「
教
育
」は
、儒
教
的
概
念
に
仮
託
し
てed

u
catio

n

と
の
等
価
を
虚
構
と
し
て
構
築
し
た
の
で
あ
る
。 
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四
．「
体
育
」
と
は 

 

体
操
、
運
動
、
ス
ポ
ー
ツ
、
体
育 

 

確
認
し
て
お
く
と
、「p

h
y
sical ed

u
catio

n
=

 

身
体
教
育
」
つ
ま
り
「
体
育
」
は
明
治
期
に
成
立
し
た
翻
訳
語
で
あ
る
。
近
代
日

本
の
身
体
を
規
律
・
訓
練
し
た
「ed

u
catio

n
 
=

 

教
育
」
と
と
も
に
、
国
民
の
身
体
を
近
代
的
な
そ
れ
へ
と
文
明
化
し
た
活
動
と

し
て
の
「g

y
m

n
astics =

 

体
操
」「ex

ercises =
 

運
動
」「sp

o
rts =

 

ス
ポ
ー
ツ
」
も
翻
訳
語
で
あ
る
。 

現
代
の
私
た
ち
に
と
っ
て
も
、「
体
育
大
会
」「
運
動
会
」「
ス
ポ
ー
ツ
大
会
」
は
い
ず
れ
も
特
別
な
身
体
活
動
の
催
事
で
あ
る

し
、
そ
の
よ
う
な
場
へ
の
参
加
者
は
「
体
操
服
」「
運
動
着
」「
ス
ポ
ー
ツ
ウ
エ
ア
」
な
ど
を
着
用
す
る
。
ま
た
、「
国
民
体
育
大

会
」
の
英
訳
はN

atio
n
al S

p
o
rts F

estiv
al

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
日
本
体
育
協
会
」（
英
名 

Jap
an

 S
p
orts A

sso
ciatio

n

）
が
開
催

地
都
道
府
県
や
文
部
科
学
省
（
英
名 

M
in

istry
 o

f E
du

catio
n
, C

u
ltu

re, S
p
o
rts, S

cien
ce an

d
 T

ech
n
o
lo

g
y

）
と
共
催
す
る
国
民
の

身
体
活
動
で
あ
り
、「
ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
」（
旧
「
ス
ポ
ー
ツ
振
興
法
」）
に
定
め
ら
れ
た
行
事
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
体
育 

=
 sp

o
rts

」

が
成
立
し
て
い
る
し
、
文
部
科
学
省
は
「ed

u
catio

n =
 

教
育
」「cu

ltu
re =

 

文
化
」「sp

o
rts =

 

ス
ポ
ー
ツ
」「scien

ce =
 

科
学
」

「tech
n
o
log

y
 =

 

技
術
」
と
い
う
夥
し
い
翻
訳
語
を
内
包
す
る
行
政
機
関
で
あ
る
こ
と
が
解
読
さ
れ
る
。 

翻
訳
語
は
重
な
り
な
が
ら
も
、
ず
れ
て
い
く
。
た
と
え
ば
、「
運
動
」
不
足
を
解
消
す
る
た
め
に
「
ス
ポ
ー
ツ
」
ジ
ム
に
通
っ

た
り
、「
体
育
」
会
が
「
運
動
」
ク
ラ
ブ
の
団
体
で
あ
っ
た
り
す
る
。
だ
が
、「
体
育
」
教
師
が
ラ
ジ
オ
「
体
操
」
を
教
え
る
こ
と

は
あ
っ
て
も
、
天
体
「
運
動
」
に
つ
い
て
は
定
か
で
は
な
い
だ
ろ
う
。「
体
操
」「
運
動
」「
ス
ポ
ー
ツ
」「
体
育
」
と
い
う
翻
訳
語

は
、
相
互
に
近
似
的
な
も
の
を
指
標
で
き
る
一
方
で
、
原
語
と
の
狭
間
で
意
味
が
微
妙
に
ず
れ
て
い
る
。 

 

「
運
動
」
の
二
面
性 

 

明
治
期
の
日
本
で
「
運
動
」
と
い
う
翻
訳
語
が
一
般
的
に
な
る
過
程
に
お
い
て
、「
運
動
会
」
の
成
立
を
看
過
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
近
代
日
本
に
お
い
て
運
動
会
が
成
立
し
た
過
程
で
は
二
つ
の
系
譜
が
あ
っ
た
二
七

。
海
軍
兵
学
寮
の
「ath

letic sp
o
rts =

 

競

闘
遊
戯
」
と
体
操
伝
習
所
の
「
体
操
演
習
会
」
は
別
々
の
契
機
で
始
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
の
海
軍

兵
学
寮
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
海
軍
顧
問
教
師
団
の
ダ
グ
ラ
ス
中
佐
（A

rch
ib

ald
 L

u
ciu

s D
o
u
g
las

）
を
中
心
に
し
て
、
競
技
性
の
強

い
種
目
（
徒
競
走
、
競
歩
、
跳
躍
な
ど
）
と
娯
楽
性
の
高
い
種
目
（
二
人
三
脚
、
障
害
物
競
走
、
豚
追
い
競
争
な
ど
）
か
ら
成
る

競
闘
遊
戯
会
が
開
か
れ
た
。
こ
の
系
譜
に
は
、
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
の
札
幌
農
学
校
や
一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
の
東

京
大
学
で
の
運
動
会
な
ど
が
入
る
。
他
方
、
体
操
伝
習
所
で
は
、
一
八
八
一
（
明
治
十
四
）
年
と
翌
年
に
体
操
演
習
会
が
実
施
さ

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
軽
体
操
な
ど
が
披
露
さ
れ
て
、
参
観
し
た
教
育
関
係
者
へ
の
普
及
が
図
ら
れ
た
。
こ
の
系
譜
に
は
東
京
体

育
会
の
大
演
習
会
な
ど
、
運
動
方
法
の
実
演
と
そ
の
啓
蒙
活
動
が
含
ま
れ
る
。
つ
ま
り
、「
運
動
」
会
に
は
「
ス
ポ
ー
ツ
」
と
「
体

操
」
の
系
譜
が
共
存
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。 

い
ず
れ
の
系
譜
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
運
動
会
と
い
う
装
置
は
、
国
民
の
身
体
を
文
明
化
す
る
出
来
事
で
あ
っ
た
。
競
闘
遊
戯

会
も
体
操
演
習
会
も
、
ど
ち
ら
も
西
洋
化
さ
れ
た
身
体
活
動
を
集
団
的
に
展
覧
す
る
新
し
い
催
事
（
近
代
日
本
の
祭
事
）
で
あ
っ

た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。 

し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
運
動
会
の
形
成
過
程
に
は
、
明
治
政
府
に
よ
る
「
運
動
」
の
奨
励
と
抑
圧
と
い
う
二
面
的
な
政
策
が
関

与
す
る
。
就
学
意
欲
を
高
め
る
展
覧
の
場
で
の
学
校
教
育
の
可
視
化
が
奨
励
さ
れ
な
が
ら
も
、
政
治
的
意
味
の
過
剰
と
し
て
の
自

由
民
権
「
運
動
」
へ
の
取
締
り
が
強
化
さ
れ
た
時
代
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
し
た
が
っ
て
「
書
生
運
動
会
」（
壮
士
運
動
会
）
は
禁

止
さ
れ
、
弾
圧
さ
れ
た
。 

さ
て
、
夏
目
漱
石
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
第
七
章
冒
頭
の
「
吾
輩
は
近
頃
運
動
を
始
め
た
」
と
い
う
一
文
は
、「
猫
の
癖
に
運

動
な
ん
て
利
い
た
風
だ
と
一
概
に
冷
罵
し
去
る
手
合
い
に
一
寸
申
し
聞
け
る
が
、さ
う
云
ふ
人
間
だ
つ
て
つ
い
近
年
迄
は
運
動
の
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何
物
た
る
を
解
せ
ず
に
、
食
つ
て
寐
る
の
を
天
職
の
様
に
心
得
て
居
た
で
は
な
い
か
」
と
続
く
。「
吾
輩
」
に
と
っ
て
の
「
運
動
」

と
は
、「
西
洋
か
ら
神
国
へ
と
伝
染
し
た
輓
近
の
病
気
」
の
よ
う
な
も
の
で
も
あ
っ
た
。
小
森
陽
一
は
、『
猫
』
に
お
け
る
「
吾
輩
」

の
「
蟷
螂
狩
り
」
や
「
鼠
狩
り
」
と
い
う
暴
力
的
な
「
運
動
」
を
帝
国
主
義
戦
争
の
文
脈
に
お
い
て
、「「
運
動
」
と
い
う
名
の
殺

戮
」
と
し
て
分
析
す
る
二
八

。
そ
し
て
、「
運
動
」
と
い
う
翻
訳
語
の
射
程
に
、m

o
v
em

en
t, m

o
to

r, m
o
m

en
tum

, m
o
b
ility, sp

ort(s)

な
ど
を
含
め
る
。m

ov
em

en
t

に
は
物
体
の
空
間
的
移
動
ば
か
り
で
な
く
、
目
的
達
成
の
活
動
と
し
て
の
政
治
運
動
や
学
生
運
動

も
入
っ
て
く
る
し
、m

o
to

r

は
生
理
学
的
あ
る
い
は
解
剖
学
的
な
運
動
神
経
、m

o
m

en
tu

m

は
運
動
量
、m

o
b
ility

は
運
動
性
な

の
だ
。
さ
ら
にsp

o
rt

は
遊
戯
的
な
「
運
動
」
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、「
突
然
変
異
」
と
い
う
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の
鍵
概
念
で
も

あ
る
と
い
う
。 

 

「
ス
ポ
ー
ツ
」
と
い
う
概
念 

 

十
九
世
紀
の
英
国
社
会
で
進
化
し
た
近
代
の「
ス
ポ
ー
ツ
」は
、野
蛮
な
暴
力
行
為
を
排
除
し
た
娯
楽
的
な
身
体
競
技
で
あ
る
。

古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
格
闘
技
で
は
相
手
が
死
亡
す
る
ま
で
勝
負
は
着
か
な
か
っ
た
が
、
文
明
化
さ
れ
た
文
化
装
置
と
し
て
の
「
ス
ポ

ー
ツ
」
で
は
肉
体
は
行
使
す
る
が
、
そ
の
競
争
は
非
暴
力
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
エ
リ
ア
ス
の
「
ス
ポ
ー
ツ
と
暴
力
に
関
す

る
論
文
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

二
、
三
世
紀
前
に
「
ス
ポ
ー
ツ
」（sport

）
と
い
う
言
葉
は
そ
の
よ
り
古
い
か
た
ち
で
あ
る
「
遊
び
」（disport

）
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
娯
楽
や
楽
し
み
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
で
使
わ
れ
た
。（
中
略
）
時
が
た
つ
に
つ
れ
て
、「
ス
ポ
ー
ツ
」
と
い
う

言
葉
は
、
肉
体
の
行
使
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
娯
楽
の
特
殊
な
形
態
―
―
イ
ギ
リ
ス
で
最
初
に
発
達
し
、
そ
こ
か
ら
世
界
中
に
広
が
っ

た
あ
る
種
の
娯
楽
の
特
殊
な
形
態
―
―
を
意
味
す
る
専
門
用
語
と
し
て
標
準
化
さ
れ
た
二
九

。 

  

日
本
語
の
「
ス
ポ
ー
ツ
」
は
言
う
ま
で
も
な
く

sp
o
rt(s)

の
音
訳
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
概
念
と
等
価
と
な
る
翻
訳
漢
語
は

現
在
で
も
成
立
し
て
い
な
い
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
に
「sp

orts 
=

 

ス
ポ
ー
ツ
」
と
い
う
現
象
は
、「
体
育
」
や
「
運
動
」
な
ど
と
交

錯
す
る
。 

 

多
数
の
近
代
ス
ポ
ー
ツ
、
と
り
わ
け
十
九
世
紀
英
国
の
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
が
生
み
出
し
た
ル
ー
ル
に
則
っ
た
競
技
ス
ポ
ー
ツ
が
、

明
治
時
代
の
日
本
に
紹
介
さ
れ
て
普
及
し
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
個
々
の
競
技
の
総
称
は
「
ス
ポ
ー
ツ
」
で
は
な
く
、
当
初
は
「（
戸

外
）
遊
戯
」「（
戸
外
）
運
動
」
と
呼
ん
で
い
た
。
木
下
秀
明
は
、「
体
育
」「
運
動
」「
遊
戯
」
の
混
用
をsp

o
rt

の
概
念
か
ら
説
明

す
る
。 

 

明
治
三
十
年
代
に
み
ら
れ
る
〝sport

〟
の
概
念
の
邦
訳
に
つ
い
て
、
そ
の
傾
向
を
纏
め
て
み
る
と
、
一
部
に
は
、
運
動
教
育
を
意
味
す
る

体
育
と
は
無
関
係
に
、
ス
ポ
ー
ツ
の
特
質
に
注
目
し
て
、
大
人
の
高
度
の
遊
び
技
で
あ
る
こ
と
を
示
す
表
現
法
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
傾

向
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
主
流
は
、
運
動
教
育
を
意
味
す
る
体
育
の
手
段
と
し
て
展
開
し
た
「
運
動
」、「
遊
戯
」
な
ど
の
「
体
育
」

的
語
感
の
強
い
表
現
を
使
用
す
る
傾
向
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
三
〇

。 

 

sp
o
rt

と
い
う
概
念
に
相
当
す
る
日
本
語
は
な
か
っ
た
が
、
当
初
は
「
ス
ポ
ー
ツ
」
と
い
う
カ
タ
カ
ナ
語
の
使
用
に
は
向
か
わ

な
か
っ
た
。
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
『
体
操
及
戸
外
遊
戯
』
に
お
い
て
も
、「sp

o
rts =

 

ス
ポ
ー
ツ
」
は
一
度
も
登
場
し
な
い
。

国
語
辞
書
に
お
け
る
「
ス
ポ
ー
ツ
」
と
い
う
単
語
は
、
一
八
九
一
（
明
治
二
十
四
）
年
の
『
言
海
』
で
は
立
項
さ
れ
ず
、
一
九
三

二
（
昭
和
七
）
年
の
『
大
言
海
』
で
よ
う
や
く
「
ス
ポ
ウ
ツ 

戸
外
遊
戯
、
屋
外
運
動
競
技
」
と
説
明
さ
れ
る
に
至
る
。
こ
の
よ

う
な
「
ス
ポ
ー
ツ
」
の
欠
如
が
、「
体
育
」
と
「
運
動
」
が
同
義
的
に
使
用
さ
れ
る
一
因
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 
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五
．
国
民
国
家
の
ス
ポ
ー
ツ 

  
運
動
会
を
近
代
の
「
マ
ツ
リ
」
と
す
る
の
は
、
吉
見
俊
哉
「
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
儀
礼
と
し
て
の
運
動
会
」
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は

言
う
。「
運
動
会
は
、
明
治
日
本
に
導
入
さ
れ
た
近
代
の
〈
台
本
〉
が
〈
演
出
〉
さ
れ
て
い
く
過
程
と
、
こ
の
国
の
人
々
が
育
ん

で
き
た
日
常
的
実
践
、
す
な
わ
ち
〈
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
〉
が
交
差
し
、
せ
め
ぎ
あ
い
な
が
ら
も
接
合
し
て
い
く
地
点
に
誕
生
し
、

矛
盾
を
は
ら
ん
だ
社
会
戦
略
的
な
場
と
し
て
発
達
し
て
き
た
」
と
三
一

。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
台
本
が
ど
の
よ
う
な
言
葉
で
書

か
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
視
点
を
加
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。 

明
治
期
の
日
本
で
は
、p

h
y
sical edu

catio
n

か
ら
「
身
体
教
育 

=
 

体
育
」
が
誕
生
し
て
、
国
民
の
身
体
が
「
教
育
」
さ
れ
た
。

「
体
育
」
と
い
う
「
教
育
」
制
度
は
、
明
治
政
府
に
よ
る
日
本
人
の
身
体
の
国
民
国
家
化
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、「ed

u
cation 

=
 

教
育
」
と
い
う
翻
訳
語
の
成
立
は
重
要
で
あ
る
。
だ
が
箕
作
麟
祥
訳
『
教
導
説
』
か
ら
『
教
育
論
』
へ
の
工
作
が
見
え
な
い

手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
よ
う
に
、
翻
訳
の
等
価
は
恣
意
的
な
虚
構
で
あ
り
、
原
義
か
ら
の
ず
れ
は
隠
蔽
さ
れ
て
し
ま
う
。 

本
章
で
は
、
身
体
の
「
教
育
」
が
「
体
育
」
と
し
て
誕
生
す
る
時
代
の
な
か
で
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
『
教
導
説
』
と
『
体

操
及
戸
外
遊
戯
』
と
い
う
翻
訳
テ
ス
ク
ト
に
出
現
し
た
翻
訳
語
を
契
機
と
し
て
、「
身
体
教
育
」
と
い
う
近
代
を
再
考
し
た
。「
ジ

ム
ナ
ー
ス
チ
ツ
ク
」
と
ル
ビ
が
付
さ
れ
た
「
体
操
」
に
は
、
や
が
て
「
普
通
体
操
」
と
「
兵
式
体
操
」
が
包
摂
さ
れ
、sp

o
rts

の

意
味
を
代
替
し
た
「
運
動
」
が
政
府
の
抑
圧
と
奨
励
の
対
象
と
な
っ
た
明
治
期
に
、
近
代
日
本
の
身
体
は
「
教
育
」
に
よ
っ
て
規

律
・
訓
練
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
大
英
帝
国
に
起
源
を
も
つ
数
多
く
の
「
ス
ポ
ー
ツ
」
は
、「
運
動
」「
体
育
」「
体
操
」
と

い
う
翻
訳
語
と
し
て
の
近
代
日
本
語
と
共
鳴
し
な
が
ら
、
今
も
な
お
私
た
ち
の
身
体
を
文
明
化
し
続
け
て
い
る
。 
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一 
青
史
社
の
復
刻
版
（
文
部
省
版
と
有
隣
堂
版
な
ど
の
混
合
）
一
九
八
三
―
八
六
年
の
タ
イ
ト
ル
に
依
拠
。
後
続
の
章
に
お
い
て
も
同
様
。 

二 
三
浦
雅
士
『
身
体
の
零
度
―
―
何
が
近
代
を
成
立
さ
せ
た
か
』（
講
談
社
、
一
九
九
四
年
）。 

三 

ノ
ル
ベ
ル
ト
・
エ
リ
ア
ス
『
文
明
化
の
過
程 

上
―
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
上
流
階
層
の
風
俗
の
変
遷
』
赤
井
慧
爾
・
中
村
元
保
・
吉
田
正
勝
訳
（
法

政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
〇
年
）
お
よ
び
ノ
ル
ベ
ル
ト
・
エ
リ
ア
ス
『
文
明
化
の
過
程 

下
―
―
社
会
の
変
遷
・
文
明
化
の
理
論
の
た
め
の
見
取

図
』
波
田
節
夫
・
溝
辺
敬
一
・
羽
田
洋
・
藤
平
浩
之
訳
（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
〇
年
）。 

四 

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
監
獄
の
誕
生
―
―
監
視
と
処
罰
』
田
村
俶
訳
（
新
潮
社
、
一
九
七
七
年
）。 

五 

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
リ
エ
ス
『〈
子
供
〉
の
誕
生
―
―
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
期
の
子
供
と
家
族
生
活
』
杉
山
光
信
・
杉
山
恵
美
子
訳
（
み
す

ず
書
房
、
一
九
八
〇
年
）
お
よ
び
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
リ
エ
ス
『〈
教
育
〉
の
誕
生
』
中
内
敏
夫
・
森
田
伸
子
訳
（
新
評
論
、
一
九
八
三
年
）。 

六 

稲
富
栄
次
郎
『
明
治
初
期
教
育
思
想
の
研
究
』（
福
村
書
店
、
一
九
五
六
年
、
二
一
九
―
二
二
〇
頁
）。 

七 

村
瀬
勉
・
早
川
亜
里
・
田
中
萬
年
「
百
科
全
書
「
教
導
説
」
の
検
討
―
―
箕
作
麟
祥
に
よ
る
「E

ducation

」
の
翻
訳
」『
職
業
能
力
開
発
総
合

大
学
校
紀
要 

Ｂ
人
文
・
教
育
編
』（
第
三
十
五
号
、
二
〇
〇
六
年
、
一
―
二
二
頁
）。 

八 

森
重
雄
『
モ
ダ
ン
の
ア
ン
ス
タ
ン
ス
』（
ハ
ー
ベ
ス
ト
社
、
一
九
九
三
年
、
一
四
〇
頁
）。 

九 

た
だ
し
、
森
の
指
摘
は
緒
言
に
の
み
当
て
は
ま
る
。
村
瀬
ら
の
前
掲
論
文
も
分
析
し
て
い
る
よ
う
に
、「
教
導
説
」
の
本
文
に
お
い
て
は
、「
教

導
」
が
学
校
側
、「
教
育
」
が
家
庭
側
と
い
う
分
類
に
は
必
ず
し
も
な
っ
て
い
な
い
。 

一
〇 

両
省
の
合
併
問
題
に
つ
い
て
は
、
狐
塚
裕
子
「
明
治
五
年
教
部
省
と
文
部
省
の
合
併
問
題
」『
清
泉
女
子
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』（
第

十
六
号
、
一
九
九
四
年
、
一
二
九
―
一
五
六
頁
）
が
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。 

一
一 

国
立
国
会
図
書
館
蔵
『
岩
倉
具
視
関
係
文
書
』
の
「
黒
田
清
綱
子
蔵
秘
牘
写
」
に
お
け
る
「
嵯
峨
実
愛
書
翰
宍
戸
璣
・
黒
田
清
綱
宛
」
明
治

五
年
十
月
十
五
日
。 

一
二 

大
槻
文
彦
『
箕
作
麟
祥
君
伝
』（
丸
善
、
一
九
〇
七
年
）
な
ど
参
照
さ
れ
た
い
。 

一
三 

王
智
新
「
中
国
に
お
け
る
近
代
西
洋
教
育
思
想
の
伝
播
と
変
容
に
つ
い
て
（
１
）
―
―
一
八
六
〇
年
か
ら
一
九
一
一
年
ま
で
」『
宮
崎
公
立

大
学
人
文
学
部
紀
要
』（
第
七
巻
第
一
号
、
一
九
九
九
、
四
一
―
六
五
頁
）。 

一
四 

伊
澤
修
二
『
教
育
学
』（
白
梅
書
屋
、
一
八
八
二
―
八
三
年
）。
教
育
学
史
の
視
点
か
ら
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
、
村
井
実
編
「
日
本
に
お

け
る
教
育
学
の
は
じ
ま
り
」『
原
典
に
よ
る
教
育
学
の
歩
み
』（
講
談
社
、
一
九
七
四
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

一
五 

橋
本
美
保
『
明
治
初
期
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
教
育
情
報
受
容
の
研
究
』（
風
間
書
房
、
一
九
九
八
年
）。 

一
六 

木
下
秀
明
『
日
本
体
育
史
研
究
序
説
―
―
明
治
期
に
お
け
る
「
体
育
」
の
概
念
形
成
に
関
す
る
史
的
研
究
』（
不
昧
堂
出
版
、
一
九
七
一
年
、

一
三
八
頁
）。 

一
七 

坪
井
玄
道
・
田
中
盛
業
編
『
戸
外
遊
戯
法 

一
名
戸
外
運
動
法
』（
金
港
堂
、
一
八
八
五
年
）。 

一
八 

山
住
正
己
『
唱
歌
教
育
成
立
過
程
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
七
年
）。 

一
九 

杉
村
武
『
近
代
日
本
大
出
版
事
業
史
』（
出
版
ニ
ュ
ー
ス
社
、
一
九
六
七
年
、
一
五
七
頁
）。 

二
〇 

村
岡
健
次
「「
ア
ス
レ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
と
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
―
―
十
九
世
紀
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
に
お
け
る
集
団
ス
ポ
ー
ツ
に
つ
い

て
」『
近
代
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
と
文
化
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
九
九
―
一
三
二
頁
）。 

二
一 

『
文
部
省
第
一
年
報
』（
一
八
七
三
年
、
一
四
二
丁
） 

二
二 

伊
澤
修
二
の
生
涯
全
般
に
つ
い
て
は
上
沼
八
郎
『
伊
沢
修
二
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
）、
特
に
洋
楽
受
容
史
と
の
関
連
で
は
奥
中
康

人
『
国
家
と
音
楽
―
―
伊
澤
修
二
が
め
ざ
し
た
日
本
近
代
』（
春
秋
社
、
二
〇
〇
八
年
）
に
詳
し
い
。 

二
三 

森
有
礼
が
師
範
学
校
で
の
兵
式
体
操
を
重
視
し
て
い
た
点
は
、
長
谷
川
精
一
『
森
有
礼
に
お
け
る
国
民
的
主
体
の
創
出
』（
思
文
閣
、
二
〇

〇
七
年
）、
ま
た
兵
式
体
操
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
奥
野
武
志
『
兵
式
体
操
成
立
史
の
研
究
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
三
年
）
も
参
照
さ

れ
た
い
。 

二
四 

岸
野
雄
三
・
竹
之
下
休
蔵
『
近
代
日
本
学
校
体
育
史
』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
三
年
）。 

二
五 

田
甫
桂
三
編
『
近
代
日
本
音
楽
教
育
史Ⅱ

』（
学
文
社
、
一
九
八
一
年
）。 

二
六 

高
橋
義
雄
『
日
本
人
種
改
良
論
』（
石
川
半
次
郎
、
一
八
八
四
年
）。
高
橋
は
時
事
新
報
の
記
者
で
あ
り
、
本
書
の
序
は
福
澤
諭
吉
に
よ
る
。

鈴
木
善
次
『
日
本
の
優
生
学
―
―
そ
の
思
想
と
運
動
の
軌
跡
』（
三
共
出
版
、
一
九
八
三
年
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。 

二
七 

木
村
吉
次
「
明
治
政
府
の
運
動
会
政
策
―
―
奨
励
と
抑
圧
の
二
面
性
」
吉
見
俊
哉
・
白
幡
洋
三
郎
・
平
田
宗
史
・
木
村
吉
次
・
入
江
克
己
・

紙
透
雅
子
『
運
動
会
と
日
本
近
代
』（
青
弓
社
、
一
九
九
九
年
、
一
二
九
―
一
五
五
頁
）。 

二
八 

小
森
陽
一
『
漱
石
論
―
―
二
十
一
世
紀
を
生
き
抜
く
た
め
に
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
、
三
五
―
五
四
頁
）。 

二
九 

ノ
ル
ベ
ル
ト
・
エ
リ
ア
ス
「
ス
ポ
ー
ツ
と
暴
力
に
関
す
る
論
文
」
ノ
ル
ベ
ル
ト
・
エ
リ
ア
ス
、
エ
リ
ッ
ク
・
ダ
ニ
ン
グ
『
ス
ポ
ー
ツ
と
文
明

化
―
―
興
奮
の
探
求
』
大
平
章
訳
（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
五
年
、
二
一
七
頁
）。 

三
〇 

木
下
の
前
掲
書
、
二
六
二
頁
。 

三
一 

吉
見
俊
哉
「
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
儀
礼
と
し
て
の
運
動
会
」
吉
見
ら
の
前
掲
書
、
一
〇
頁
。 
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第
四
章 

「
言
語
」
と
い
う
近
代
―
―
大
槻
文
彦
の
翻
訳
行
為 

 

天
文
学 

気
中
現
象
学 

地
質
学 

地
文
学 

植
物
生
理
学 

植
物
綱
目 

動
物
及
人
身
生
理 

動
物
綱
目 

物
理
学 

重
学 

動
静
水
学 

光
学
及
音
学 

電
気
及
磁
石 

時
学
及
時
刻
学 

化
学
篇 

陶
磁
工
篇 

織
工
篇 

鉱
物
篇 

金
類
及
錬
金
術 

蒸
気
篇 

土
工
術 

陸
運 

水
運 

建
築
学 

温
室
通
風

点
光 
給
水
浴
澡
堀
渠
篇 

農
学 

菜
園
篇 

花
園 

果
園
篇 

養
樹
篇 

馬 

牛
及
採
乳
方 

羊
篇 

豚
兎
食
用
鳥
篭
鳥
篇 

蜜
蜂
篇 

犬
及
狩
猟 

釣

魚
篇 

魚
猟
篇 
養
生
篇 

食
物
篇 

食
物
製
方 

医
学
篇 

衣
服
及
服
式 

人
種 

言
語 

交
際
及
政
体 

法
律
沿
革
事
体 

太
古
史 

希
臘
史 

羅
馬

史 

中
古
史 

英
国
史 
英
国
制
度
国
資 

海
陸
軍
制 

欧
羅
巴
地
誌 

英
倫
及
威
爾
斯
地
誌 

蘇
格
蘭
地
誌 

愛
倫
地
誌 

亜
細
亜
地
誌 

亜
弗
利
加
及

大
洋
州
地
誌 

北
亜
米
利
加
地
誌 

南
亜
米
利
加
地
誌 

人
心
論 

骨
相
学 

北
欧
鬼
神
誌 

論
理
学 

洋
教
宗
派 

回
教
及
印
度
教
仏
教 

歳
時
記 

修

身
論 

接
物
論 

経
済
論 

人
口
救
窮
及
保
険 

百
工
倹
約
訓 

国
民
統
計
学 

教
育
論 

算
術
及
代
数 

戸
内
遊
戯
方 

体
操
及
戸
外
遊
戯 

古
物
学 

修
辞
及
華
文 

印
刷
術
及
石
版
術 

彫
刻
及
捉
影
術 

自
然
神
教
及
道
徳
学 

幾
何
学 

聖
書
縁
起
及
基
督
教 

貿
易
及
貨
幣
銀
行 

画
学
及
彫
像 

百
工

応
用
化
学 

家
事
倹
約
訓 

  

一
． 

大
槻
文
彦
と
「
言
語
」 

 

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
維
新
直
後
の
文
明
開
化
の
時
代
、
明
治
新
政
府
内
に
設
立
さ
れ
た
ば
か
り
の
文
部
省
は
『
百
科

全
書
』
と
い
う
大
規
模
な
翻
訳
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
企
画
し
た
。
そ
の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
言
語
篇
』
は
、
大
槻
文
彦
が
翻

訳
を
担
当
し
て
い
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
時
枝
誠
記
の
『
国
語
学
史
』
に
、「
明
治
十
九
年
大
槻
文
彦
博
士
は
、
チ

ェ
ン
バ
ー （

マ

ス マ
）

の
百
科
辞
書
中
の
言
語
篇
を
飜
訳
さ
れ
た
。
こ
れ
は
西
洋
言
語
学
の
我
が
国
に
紹
介
さ
れ
た
嚆
矢
で
あ
つ
た
ら
う
」

と
の
言
及
が
あ
る
一

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
国
語
学
・
日
本
語
学
や
言
語
学
の
研
究
史
に
お
い
て
、
大
槻
文
彦
訳
述
「
言

語
篇
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
二

。 

大
槻
文
彦
は
、
わ
が
国
初
の
「
近
代
国
語
辞
書
」
と
さ
れ
る
『
日
本
辞
書 

言
海
』（
一
八
八
九
―
九
一
年
）
の
編
纂
者
と
し
て

著
名
な
ば
か
り
で
な
く
、『
廣
日
本
文
典
』
を
は
じ
め
と
す
る
文
法
書
を
著
し
た
日
本
語
研
究
者
の
顔
を
も
つ
。
祖
父
は
蘭
学
者

大
槻
玄
沢
（
磐
水
）、
父
は
儒
学
者
磐
渓
、
兄
は
如
電
（
修
二
）
と
い
う
学
者
一
族
の
家
系
で
あ
り
、
開
成
所
と
大
学
南
校
で
英

学
や
数
学
を
修
め
た
。
横
浜
へ
出
て
英
語
を
学
び
な
が
ら
西
洋
新
聞
の
翻
訳
な
ど
も
し
た
が
、
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
に
文
部

省
に
出
仕
し
て
、
英
和
対
訳
辞
書
や
教
科
書
の
編
輯
に
従
事
し
た
。
成
島
柳
北
が
讒
謗
律
で
入
獄
し
た
た
め
に
、
朝
野
新
聞
の
社

説
を
担
当
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
設
立
の
学
術
結
社
「
洋
々
社
」
の
会
員
と
し
て
機
関
誌
『
洋
々
社
談
』

に
論
文
を
活
発
に
投
稿
し
た
り
、
一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
に
は
「
か
な
の
と
も
」
を
組
織
し
て
（
の
ち
に
「
か
な
の
く
わ
い
」

と
改
称
）
国
字
問
題
に
取
り
組
ん
だ
り
し
て
い
る
。
著
作
物
に
は
、『
北
海
道
風
土
記
』『
琉
球
新
誌
』『
小
笠
原
新
誌
』
な
ど
の

領
土
論
や
『
日
本
小
史
』
と
い
う
歴
史
書
も
あ
る
。
大
槻
の
生
涯
は
、
一
九
〇
九
（
明
治
四
十
二
）
年
十
月
の
東
京
日
日
新
聞
に

連
載
さ
れ
た
「
大
槻
博
士
自
伝
」
に
詳
し
い
三

。 

本
章
で
は
、
明
治
期
の
日
本
語
と
格
闘
し
た
大
槻
文
彦
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
を
分
析
す
る
。
ま
ず
は
彼
が
担
当
し
た
『
言
語
篇
』

の
全
体
像
を
素
描
し
た
の
ち
に
、Ch

a
m

b
ers’s In

fo
rm

a
tio

n
 fo

r th
e P

eop
le

のL
A

N
G

U
A

G
E

と
そ
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
を
読
み
解

き
、
大
槻
文
彦
の
翻
訳
行
為
を
近
代
日
本
の
言
語
研
究
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
考
察
す
る
。
大
槻
が
『
言
語
篇
』
で
訳

出
し
た
歴
史
主
義
的
言
語
観
は
、
十
八
世
紀
西
洋
で
の
普
遍
主
義
（
言
語
学
に
お
い
て
は
普
遍
文
法
）
か
ら
十
九
世
紀
の
国
民
国

家
を
単
位
と
す
る
比
較
研
究
（
比
較
言
語
学
）
へ
と
転
回
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
西
洋
近
代
の
言
語
学
を
初
め
て
日
本
に
紹
介

し
た
『
言
語
篇
』
と
い
う
翻
訳
テ
ク
ス
ト
は
、
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、lang

u
ag

e

と
の
等
価
を
虚
構
化
し
た
近
代
日
本
語
「
言

語
」
と
い
う
翻
訳
語
の
創
発
の
場
で
あ
っ
た
。 
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二
． 

『
言
語
篇
』
の
刊
行
事
情 

  
青
史
社
に
よ
る
復
刻
版
の
文
部
省
『
百
科
全
書
』
は
、
分
冊
さ
れ
た
全
九
十
一
編
が
三
～
六
冊
毎
に
二
十
三
巻
に
ま
と
め
ら
れ

て
函
入
り
に
さ
れ
て
い
る
。
復
刻
版
『
言
語
篇
』
の
外
表
紙
に
は
「
篇
」
が
な
く
単
に
『
言
語
』
と
あ
り
、
第
十
二
巻
に
入
っ
て

い
る
。
同
巻
に
は
高
橋
是
清
訳
・
久
保
吉
人
校
『
衣
服
及
服
式
』、
秋
山
恒
太
郎
訳
・
内
村
耿
之
介
校
『
人
種
』、
高
橋
達
郎
訳
・

内
村
耿
之
介
校
『
交
際
及
政
体
』
が
共
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、『
言
語
篇
』
に
は
校
正
者
の
名
前
は
な
い
。 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
出
版
経
緯
は
全
体
と
し
て
複
雑
で
あ
る
が
、『
言
語
篇
』
も
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
刊
行
年
に
不
明

な
点
が
残
る
。
先
に
引
用
し
た
時
枝
誠
記
『
国
語
学
史
』
を
繰
り
返
せ
ば
、「
明
治
十
九
年
大
槻
文
彦
博
士
は
、
チ
ェ
ン
バ
ー
ス

の
百
科
辞
書
中
の
言
語
篇
を
飜
訳
さ
れ
た
」
と
あ
り
、「
大
槻
文
彦
博
士
年
譜
」
で
も
、
十
九
年
九
月
に
「
言
語
篇
を
訳
述
し
刊

行
す
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
四

。
た
だ
し
、
こ
の
年
は
、
文
部
省
印
行
『
言
語
篇
』
を
有
隣
堂
が
翻
刻
出
版
し
た
年
で
あ
り
、
文

部
省
に
よ
る
初
版
の
刊
行
年
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
有
隣
堂
合
冊
本
「
文
部
省
刊
行 

第
十
一
冊
」、
さ
ら
に
「
東
京
帝
国
大

学
附
属
図
書
館
」印
の
あ
る
有
隣
堂
分
冊
本
の
奥
付
に
よ
る
と
、「
明
治
十
九
年
三
月
十
六
日
飜
刻
出
版
御
届
」「
飜
刻
出
版
人 

東

京
書
肆 

穴
山
篤
太
郎
」「
発
兌 

有
隣
堂
」「
印
刷 
有
隣
堂
活
版
所
」
が
確
認
で
き
る
。 

青
史
社
復
刻
版
『
言
語
』
の
表
紙
で
は
「
明
治
十
二
年
三
月
」
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
は
不
明
で
あ
る
五

。
こ
の
一
八
七

九
（
明
治
十
二
）
年
説
を
踏
襲
し
た
の
が
、
松
永
俊
男
の
「
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
『
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
』
と
文
部
省
『
百
科
全
書
』

に
つ
い
て
」
で
あ
る
六

。
だ
が
、
こ
の
時
期
の
刊
行
で
あ
る
な
ら
ば
、
一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
八
月
ま
で
に
出
版
さ
れ
た
『
百

科
全
書
』
を
一
覧
に
し
て
い
る
『
文
部
省
出
版
書
目
』
に
『
言
語
篇
』
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
、
一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年

か
ら
八
五
（
明
治
十
八
）
年
に
出
版
さ
れ
た
丸
善
の
合
冊
本
に
『
言
語
篇
』
が
欠
落
し
て
い
る
状
況
と
も
齟
齬
が
生
じ
る
。 

一
九
〇
九
（
明
治
四
十
二
）
年
の
『
東
京
日
日
新
聞
』
に
連
載
さ
れ
た
大
槻
の
「
自
伝
」
で
は
、「
萬
国
史
略
は
師
範
学
校
の

教
科
書
で
（
八
年
出
版
）、
英
文
の
飜
訳
も
の
で
羅
馬
史
略
十
巻
（
十
四
年
出
版
）、
印
刷
術
及
び
石
版
術
・
言
語
篇
（
十
四
年
十

六
年
出
版
）
は
文
部
省
の
嘱
託
で
あ
る
」
と
回
想
し
て
い
る
。
実
際
に
は
大
槻
文
彦
訳
述
『
印
刷
術
及
石
版
術
』
は
一
八
八
〇
（
明

治
十
三
）
年
八
月
ま
た
は
九
月
の
刊
行
で
あ
り
、
本
人
の
記
憶
が
若
干
ず
れ
て
い
る
可
能
性
も
否
め
な
い
。
と
は
い
え
、『
言
語

篇
』
の
初
版
が
明
治
十
六
年
で
あ
れ
ば
、
福
鎌
達
夫
の
考
証
に
よ
る
「
明
治
十
六
年
末
頃
か
ら
明
治
十
七
年
末
ま
で
」
と
す
る
推

定
と
も
整
合
す
る
七

。 

国
会
図
書
館
、
公
文
書
館
、
全
国
の
大
学
図
書
館
な
ど
に
『
言
語
篇
』
初
版
の
分
冊
本
は
所
蔵
さ
れ
て
お
ら
ず
、
結
局
の
と
こ

ろ
初
版
の
現
物
は
確
認
で
き
な
い
。
あ
る
い
は
、
初
版
分
冊
本
は
未
刊
行
の
幻
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
明

治
十
九
年
に
有
隣
堂
が
翻
刻
し
た
『
言
語
篇
』
が
時
枝
誠
記
の
目
に
留
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 

  

三
．
文
法
を
め
ぐ
る
『
言
海
』
と
『
百
科
全
書
』 

 

大
槻
文
彦
が
西
村
茂
樹
か
ら
辞
書
編
纂
の
官
命
を
受
け
た
の
が
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
、『
言
海
』
完
成
が
一
八
九
一
（
明

治
二
十
四
）
年
で
あ
る
八

。
大
槻
は
『
言
語
篇
』（
先
述
の
と
お
り
、
文
部
省
版
は
明
治
十
二
年
説
、
十
六
年
説
な
ど
諸
説
あ
り
、

有
隣
堂
版
は
明
治
十
九
年
）
の
翻
訳
を
『
言
海
』
の
編
纂
と
並
行
し
て
行
っ
て
い
た
の
だ
。
文
部
省
『
百
科
全
書
』
全
体
と
し
て

も
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
七
月
に
刊
行
さ
れ
た
文
部
省
版
分
冊
本
の
『
百
工
応
用
化
学
』
か
ら
一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年

八
月
刊
行
の
八
十
八
冊
目
『
農
学
』、
一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
の
丸
善
版
別
冊
『
索
引
』
ま
で
の
期
間
は
、
大
槻
が
ひ
と
り

で
『
言
海
』
に
取
り
組
ん
だ
十
七
年
間
と
ほ
ぼ
重
な
る
。
両
書
は
同
時
代
の
出
版
物
と
し
て
重
な
る
。 

福
澤
諭
吉
は
『
言
海
』
の
出
版
を
祝
し
て
、「
言
海
以
前
日
本
に
辞
書
な
し
」
と
ま
で
言
い
切
っ
た
。
そ
し
て
従
来
の
「
節
用

字
引
の
類
」
と
の
差
異
を
「
日
本
開
闢
以
来
始
め
て
辞
書
の
体
裁
を
備
へ
た
る
」
と
称
賛
し
た
九

。
も
っ
と
も
福
澤
は
、『
言
海
』

を
贈
呈
し
た
大
槻
に
向
か
っ
て
、「
寄
席
の
下
足
箱
が
五
十
音
で
い
け
ま
す
か
」
と
顔
を
し
か
め
、
そ
れ
に
対
し
て
大
槻
が
「
小
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学
で
も
ハ
ヤ
二
十
年
来
五
十
音
を
教
へ
て
居
る
こ
と
に
思
ひ
至
ら
れ
な
か
つ
た
の
で
も
あ
ら
う
か
」と
感
想
を
漏
ら
し
た
と
い
う

逸
話
も
残
さ
れ
て
い
る
一
〇

。『
言
海
』
の
「
本
書
編
纂
ノ
大
意
」
で
大
槻
は
西
洋
の
「
ア
ル
ハ
ベ
タ
」
に
倣
っ
た
と
述
べ
て
い
る

が
、
先
の
逸
話
は
「
い
ろ
は
」
か
ら
「
五
十
音
」
へ
の
転
換
期
を
象
徴
し
た
も
の
と
言
え
る
。 

西
村
茂
樹
は
「
言
海
序
」
で
「
追
逐
西
国
辞
書
之
第
一
歩
」
と
記
し
て
い
る
し
、『
言
海
』
の
国
語
辞
書
と
し
て
の
近
代
性
は

広
く
認
め
ら
れ
て
い
た
。『
言
海
』
の
近
代
的
辞
書
編
纂
方
法
と
し
て
は
、「
発
音 

P
ro

nu
n
ciatio

n

」「
語
別 

P
arts o

f sp
eech

」「
語

原 
D

eriv
atio

n

」「
語
釈 

D
efin

ition

」「
出
典 

R
eferen

ce

」
な
ど
、W

eb
ster’s R

o
ya

l O
cta

vo
 D

ictio
n
a
ry

や
ヘ
ボ
ン
『
和
英
語
林

集
成
』
と
い
う
西
洋
的
近
代
辞
書
を
模
範
と
し
て
い
る
。
特
に
「
語
別 

P
arts o

f sp
eech

」
と
い
う
、
現
在
の
用
語
で
は
「
品
詞
」

を
見
出
し
語
に
明
記
し
た
点
は
、
こ
れ
ま
で
の
辞
書
に
な
い
『
言
海
』
の
特
色
で
あ
っ
た
。
日
本
語
の
品
詞
を
確
定
す
る
た
め
の

西
洋
文
法
は
、『
言
海
』
の
近
代
性
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
翻
訳
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
起
点
テ
ク
ス
ト
のE

N
G

L
IS

H
 G

R
A

M
M

A
R

一
編
の
み
が
最
後
ま
で

翻
訳
さ
れ
て
い
な
い
。
当
時
の
日
本
に
は
既
存
の
「
英
文
典
」
が
多
数
あ
り
、
新
刊
の
英
文
法
書
は
も
は
や
要
請
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
内
表
紙
に
「
明
治
十
一
年
十
一
月 

第
十
八
冊 

百
科
全
書 

文
部
省
印
行
」
と
あ
る
有
隣
堂
合
冊
版

「
百
科
全
書
第
十
八
冊
目
録
」
に
は
『
英
吉
利
文
法
』
と
い
う
編
名
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、「
是
ヲ
邦
語
ニ
訳
ス
ル
ト
キ
ハ
其
用

ヲ
為
サ
ズ
故
ニ
今
之
ヲ
省
ク
」と
断
り
書
き
が
あ
る
。翻
訳
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
が
直
接
確
認
で
き
る
の
は
唯
一
こ
れ
だ
け
だ
が
、

翻
訳
が
刊
行
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
大
槻
がE

N
G

L
IS

H
 G

R
A

M
M

A
R

を
読
ん
で
い
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
大

槻
文
法
と
『
百
科
全
書
』
のE

N
G

L
IS

H
 G

R
A

M
M

A
R

『
英
吉
利
文
法
』
は
、『
言
語
篇
』
を
介
し
邂
逅
し
て
い
た
の
か
も
し
れ

な
い
。 

国
語
学
・
日
本
語
学
の
研
究
史
に
お
い
て
、
大
槻
文
彦
の
文
法
体
系
は
国
学
系
と
洋
学
系
の
「
折
衷
文
法
」
と
位
置
付
け
ら
れ

て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
評
価
は
、『
言
海
』
の
巻
頭
に
摘
録
さ
れ
た
「
語
法
指
南
」
を
は
じ
め
、
後
の
『
廣
日
本
文
典
』
で
展
開

さ
れ
た
大
槻
文
法
に
対
す
る
も
の
だ
。
大
槻
自
身
も
「
こ
と
ば
の
う
み
の
お
く
が
き
」
の
な
か
で
、「
数
十
部
の
語
学
書
を
あ
つ

め
、
和
洋
を
参
照
折
中
し
て
、
新
に
み
づ
か
ら
文
典
を
編
み
成
し
て
、
終
に
そ
の
規
定
に
よ
り
て
語
法
を
定
め
ぬ
」
と
述
べ
て
い

る
。 日

本
語
に
お
け
る
「
文
法
」
と
い
う
漢
語
は
元
来
、
法
令
文
や
文
章
作
法
を
指
し
て
い
た
。
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
の
学
制

頒
布
で
小
学
校
に
「
文
法
科
」
が
設
置
さ
れ
た
が
、
こ
の
「
文
法
」
と
い
う
語
を
当
時
の
人
々
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
大
槻
は
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
、『
洋
々
社
談
』
第
七
号
に
「
日
本
文
法
論
」
を
発
表
し
て
、「
方
今
我
国
ノ
文
学

ニ
就
キ
テ
最
大
ノ
欠
点
ト
ス
ル
ハ
日
本
文
典
ノ
全
備
セ
ル
者
ナ
キ
ナ
リ
。
是
ナ
キ
ハ
独
我
国
文
学
ノ
基
礎
立
タ
ザ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ

外
国
ニ
対
ス
ル
モ
真
ニ
外
聞
悪
シ
キ
事
ナ
ラ
ズ
ヤ
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
外
国
に
対
し
て
自
国
の
「
日
本
文
典
ノ
全
備
」

が
必
要
で
あ
る
と
言
う
の
だ
。
一
八
九
七
（
明
治
三
十
）
年
の
『
廣
日
本
文
典
』
で
は
「
言
語
に
法
則
あ
る
が
故
に
、
文
章
に
も

法
則
あ
り
、
其
法
則
を
文
法
と
い
ひ
」
と
、
法
則
と
し
て
の
「
文
法
」
に
言
及
し
て
い
る
が
、
大
槻
文
法
が
国
家
意
識
と
し
て
の

「
文
法
」
か
ら
出
発
し
た
事
実
は
確
認
し
て
お
い
て
よ
い
。 

  

四
．「
言
語
」
と
は 

 

テ
ク
ス
ト
の
概
要 

大
槻
文
彦
が
底
本
と
し
た
第
五
版C

h
a
m

b
ers’s In

fo
rm

a
tio

n
 fo

r th
e P

eo
p
le

に
お
け
るL

A
N

G
U

A
G

E

は
、
同
書
第
二
巻
に

収
め
ら
れ
て
お
り
、
一
ユ
ニ
ッ
ト
分
の
十
六
頁
分
（
一
七
―
三
二
頁
）
を
割
い
て
い
る
。 

時
枝
誠
記
『
国
語
学
史
』
で
は
『
言
語
篇
』
の
内
容
を
簡
潔
に
ま
と
め
て
、
総
論
と
し
て
「
言
語
の
定
義
、
言
語
研
究
の
目
的
、

比
較
沿
革
の
二
研
究
法
」、
各
論
と
し
て
「
声
音
の
事
、
言
語
変
化
の
理
の
事
、
方
言
の
事
、
言
語
系
統
の
事
、
分
類
の
事
、
言

語
起
源
由
来
の
事
、
言
語
と
人
種
と
の
事
等
の
問
題
で
あ
つ
た
」
と
し
て
い
る
一
一

。
実
際
の
目
録
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ち
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な
み
に
起
点
テ
ク
ス
ト
内
に
は
、
こ
れ
に
相
当
す
る
体
裁
は
な
い
。
十
六
頁
に
及
ぶL

A
N

G
U

A
G

E

本
文
中
の
章
立
て
が
、
翻

訳
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
「
言
語
篇
目
録
」
と
し
て
別
立
て
で
の
記
載
と
な
っ
て
い
る
（
左
ル
ビ
は
、〔 

〕
内
に
示
す
）。 

 
総
論 

声
音
ヲ
論
ズ 

 
 

 
T

H
E

 H
U

M
A

N
 V

O
IC

E
. 

言
語
ノ
変
化
ス
ル
所
以
ヲ
論
ズ 

 
 

H
O

W
 L

A
N

G
U

A
G

E
 C

H
A

N
G

E
S

. 

言
語
ノ
構
成
ヲ
論
ズ 

 
 

W
O

R
D

-B
U

IL
D

IN
G

. 

方
言
ヲ
論
ズ 

 
 

 
D

IA
L

E
C

T
S

. 

国
語
ノ
分
科
ヲ
論
ズ 

 
 

FA
M

IL
IE

S
 O

F
 L

A
N

G
U

A
G

E
S

. 

グ
リ
ム
氏
ノ
法
則 

 
 

 
G

R
IM

M
’S

 L
A

W
. 

セ
ミ
テ
ッ
ク
語
科 

 
 

 
T

H
E

 S
E

M
IT

IC
 FA

M
ILY

. 

言
語
ノ
模
像
〔
タ
イ
プ
〕
ヲ
論
ズ  

 
T

Y
P

E
S

 O
F

 L
A

N
G

U
A

G
E

. 

各
種
ノ
言
語
ハ
皆
一
個
ノ
本
源
ヨ
リ
出
デ
タ
リ
ヤ 

A
R

E
 A

L
L

 L
A

N
G

U
A

G
E

S
 S

P
R

U
N

G
 F

R
O

M
 O

N
E

? 

言
語
及
ビ
人
種
ノ
混
淆
ヲ
論
ズ 

 
 

M
IX

T
U

R
E

S
 O

F
 L

A
N

G
U

A
G

E
S

 A
N

D
 R

A
C

E
S

. 

語
根
〔
ル
ー
ト
〕
ヲ
論
ズ 

 
 

R
O

O
T

S
. 

言
語
ノ
由
来
ヲ
論
ズ 

 
 

O
R

IG
IN

 O
F

 L
A

N
G

U
A

G
E

. 

 

こ
の
目
録
で
は
、lan

gu
ag

e

が
「
言
語
」、w

o
rd

が
「
言
語
」、langu

ag
es

が
「
国
語
」「
言
語
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

本
文
中
に
は
、sp

eech

を
「
言
語
」
と
訳
出
し
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。
つ
ま
り
は
「lan

gu
ag

e =
 

言
語
」
と
い
う
等
価
は
、
ま
だ

成
立
半
ば
と
い
う
と
こ
ろ
か
。
も
っ
と
も
、
私
た
ち
が
「lang

u
ag

e =
 

言
語
」
を
等
価
と
思
い
込
ん
で
い
る
こ
と
も
虚
構
に
す
ぎ

な
い
の
だ
が
。 

翻
訳
テ
ク
ス
ト
の
「
総
論
」
に
該
当
す
る
起
点
テ
ク
ス
ト
の
冒
頭
部
分
に
は
特
に
名
称
は
な
く
、「
総
論
」
と
い
う
章
名
は
翻

訳
に
際
し
て
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
総
論
」
に
お
け
る
第
一
段
落
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。 

 

言
語
〔
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
〕
ト
イ
フ
モ
ノ
ハ
之
ヲ
概
論
ス
レ
バ
知
覚
ア
ル
一
生
類
ノ
其
思
考
シ
或
ハ
感
覚
ス
ル
所
ノ
モ
ノ
ヲ
他
ニ
伝
致
ス
ル
方

法
ノ
泛
称
ト
ス
譬
ヘ
バ
吾
人
常
ニ
眼
ノ
言
語
目
ニ
テ
相
視
テ
意

ヲ
通
ズ
ル
ナ
リ

或
ハ
鳥
ノ
言
語
ト
言
フ
ガ
如
シ
然
レ
ト
モ
通
常
ノ
意
義
ニ
テ
ハ
言
語
ト
ハ
人
類

ノ
交
際
上
ニ
於
テ
人
声
ニ
テ
談
話
ス
ル
所
ノ
諸
音
ノ
集
合
セ
ル
者
ヲ
謂
フ
ナ
リ
又
言
語
ヲ
書
ニ
筆
ス
ル
時
ニ
至
リ
テ
ハ
其
性
質
隨
テ
変
ズ

ベ
シ
ヤ
ト
問
ハ
ン
ニ
決
シ
テ
然
ラ
ズ
此
際
ニ
於
テ
ハ
中
間
ニ
ア
リ
テ
コ
レ
ヲ
媒
介
ス
ル
記
号
ノ
列
序
ヲ
加
フ
ト
雖
ド
モ
然
レ
ド
モ
言
語
ノ

意
味
ヲ
伝
逓
ス
ル
者
ハ
其
記
号
ニ
ア
ラ
ズ
シ
テ
尚
其
音
ニ
在
ル
ナ
リ
今
茲
ニ
言
語
ト
イ
フ
意
義
ハ
此
意
義
即
チ
説
話
ノ
記
号
ニ
由
リ
テ
吾

人
ノ
思
想
ヲ
他
ニ
通
ズ
ル
ノ
謂
ヒ
ニ
シ
テ
此
篇
中
説
ク
所
ハ
即
チ
此
旨
趣
ナ
リ 

L
A

N
G

U
A

G
E

 in its w
idest sense signifies any m

eans by w
hich one conscious being conveys w

hat it thinks or feels to another. T
hus 

w
e speak of the language of the eyes, the language of birds. B

ut in ordinary usage w
e understand by language the system

 of so
unds 

uttered by the hum
an voice in the intercourse of society – articulate speech. T

he w
riting of language does not alter its character in this 

respect; it only introduces an interm
ediate set of sighs or m

arks. T
he w

ritten characters do not convey the m
eaning directly, they only 

indicate certain sounds; and it is these sounds that are still the im
m

ediate vehicle of the thoughts. It is language in this sense – the 

com
m

unication of our thoughts by m
eans of spoken signs – that is the subject of the present paper. 

 こ
こ
は
本
編
全
体
の
内
容
が
要
領
よ
く
提
示
さ
れ
た
段
落
で
あ
る
。『
言
語
篇
』
の
テ
ー
マ
は
、「
説
話
ノ
記
号
ニ
由
リ
テ
吾
人

ノ
思
想
ヲ
他
ニ
通
ズ
ル
」（th

e com
m

u
n
icatio

n
 o

f o
u
r tho

u
gh

ts b
y
 m

ean
s o

f sp
o
k
en

 sig
n
s

）
と
い
う
音
声
中
心
主
義
的
な
「
言

語
」（lang

u
ag

e

）
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。 
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冒
頭
の
「
言
語
」
はL

A
N

G
U

A
G

E

の
訳
語
で
あ
り
、「
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
」
と
左
ル
ビ
で
音
訳
も
併
記
し
て
い
る
。
こ
の
「
言
語
」

と
い
う
語
は
古
く
漢
籍
に
も
あ
る
が
、
わ
が
国
で
は
江
戸
時
代
ま
で
は
漢
音
の
「
ゲ
ン
ギ
ョ
」
と
呉
音
の
「
ゴ
ン
ゴ
」
が
あ
り
、

明
治
に
入
っ
て
両
語
形
が
混
交
し
て
「
ゲ
ン
ゴ
」
に
な
っ
た
と
い
う
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
）。 

『
言
語
篇
』
初
版
が
刊
行
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
頃
当
時
、「
言
語
」
は
ど
の
よ
う
な
音
声
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
確
実
に
言
え
る
の
は
、「
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
」
と
い
う
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
がlan

g
u
age

と
「
言
語
」
を
媒
介
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
現
代
の
私
た
ち
は
「lang

u
ag

e =
 

言
語
」
を
自
明
の
も
の
と
し
て
思
考
し
が
ち
で
あ
る
。
だ
が
、
は

じ
め
に
「lang

u
ag

e =
 

言
語
」
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
翻
訳
行
為
に
よ
っ
て
「lan

g
u
ag

e =
 

言
語
」
が
成
立
し
た
と
言
え
る
。

「
ゲ
ン
ギ
ョ
」「
ゴ
ン
ゴ
」
と
「
ゲ
ン
ゴ
」
は
必
ず
し
も
同
じ
シ
ニ
フ
ィ
エ
を
共
有
し
な
い
。「
ゲ
ン
ゴ
」
に
は
「
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
」

に
媒
介
さ
れ
たlan

g
u
age

の
シ
ニ
フ
ィ
エ
が
混
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
柴
田
昌
吉
・
子
安
峻
編
『
附
音
挿
図
英
和
字
彙
』
で
は
、
訳
語
に
ル
ビ
を
振
っ
て
い

る
。L

ang
u
ag

e

に
は
「
語 ゴ

、
言
葉

コ
ト
バ

、
話

ハ
ナ
シ

、
国
語

コ
ク
ゴ

、
話
法 カ

タ

、
民 タ

ミ

」、Sp
eech

に
は
「
説
話

ハ
ナ
シ

、
言
語

ゲ
ン
ゴ

、
国

語

ク
ニ
コ
ト
バ

、
言
葉

コ
ト
ノ
ハ

、
公 コ

ウ

言
、
演
述

ノ
ベ
タ
テ

、

口

演

コ
ウ
ジ
ヤ
ウ

」、W
o
rd

に
は
「
詞

コ
ト
バ

、
字 ジ

、
言
語

ゲ
ン
ゴ

、
句 ク

、
話

ハ
ナ
シ

、
論 ロ

ン

、
演
舌

エ
ン
ゼ
ツ

、
約
束

ヤ
ク
ソ
ク

、
暗
号

ア
ヒ
ヅ

、
指
揮

サ
シ
ヅ

、
命
令

メ
イ
レ
イ

、
報
知

シ
ラ
セ

、
俗
諺

コ
ト
ワ
ザ

」
で
あ
る
。

sp
eech

やw
o
rd

の
訳
語
と
し
て
で
は
あ
る
が
、「
言
語
」
に
「
ゲ
ン
ゴ
」
と
い
う
ル
ビ
が
付
さ
れ
て
い
る
早
期
の
例
が
確
認
で
き

る
。
こ
こ
で
す
で
に
「
ゲ
ン
ゴ
」
と
い
う
音
声
が
辞
書
の
な
か
で
獲
得
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
当
時
ど
の
程
度
広
く
使
用

さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
の
判
断
に
は
慎
重
で
あ
り
た
い
。
他
の
辞
書
も
見
て
お
こ
う
。 

ヘ
ボ
ン
の
『
和
英
語
林
集
成
』「
英
和
の
部
」
でlan

gu
ag

e

を
調
べ
る
と
、
一
八
六
七
（
慶
応
三
）
年
の
初
版
で
は
「K
o
to

b
a, 

m
o
n
o
ii

」、
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
の
再
版
で
は
「K

o
to

b
a, m

o
no

ii, g
o

」、
一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
の
三
版
は
再
版
と
同

様
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
「
言
語
」
を
入
れ
て
い
な
い
。
同
辞
書
の
和
英
の
部
に
は
、
初
版
で
は
「
言
語
」
に
相
当
す
る
立
項
は
な

い
が
、再
版
で
はG

E
N

-G
IY

O

の
項
に「
ケ
ン
ギ
ヨ
、言
語
、n. S

am
e as G

o
n
-go

」と
あ
り
、三
版
で
は「G

E
N

-G
Y

O
, o

r G
E

N
G

O
 

ゲ
ン
ギ
ヨ 

言
語 

n
. S

am
e as g

o
n
go

」と
な
っ
て「
ゲ
ン
ゴ
」と
い
う
読
み
が
登
場
す
る
。再
版
のG

O
N

-G
O

と
三
版
のG

O
N

G
O

に
は
、「
ゴ
ン
ゴ 

言
語 n

. W
o
rd

s; sp
eech

; lan
g
u
ag

e

」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
ま
で
にlan

g
u
ag

e

と
結

び
つ
い
た
「
言
語
」
が
、
一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
に
は
「
ゲ
ン
ゴ
」
と
い
う
音
声
で
も
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ

と
が
想
像
さ
れ
る
。
な
お
、
同
辞
書
に
お
け
るsp

eech

に
つ
い
て
は
、
初
版
で
「K
o
to

b
a; m

o
no

ī; h
anash

i
」、
再
版
と
三
版
で

「K
o
to

b
a, m

o
n
o
-ii, h

an
ash

i

」
で
あ
り
、「
言
語
」
は
登
場
し
な
い
。
ま
たw

ord

に
つ
い
て
は
、
初
版
か
ら
三
版
ま
で
全
て
に
「
ゴ

ン
ゴ
」
と
し
て
の
「
言
語
」
が
出
現
す
る
。
ち
な
み
に
、
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
の
斯
維
爾
士
維
廉
士
（
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
）『
英

華
字
彙
』
のL

an
gu

ag
e

に
は
「
話
、
言
語
」
と
あ
る
が
、
一
八
八
四
（
明
治
十
七
）
年
の
羅
布
存
徳
（
ロ
プ
シ
ャ
イ
ト
）
原
著
・

井
上
哲
次
郎
訂
増
『
増
訂
英
華
字
典
』
で
の
訳
語
は
「
話
、
語
」
の
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、lan

g
u
ag

e

の
訳
語
と
し
て
の
「
言

語
」、
さ
ら
に
そ
の
音
声
に
つ
い
て
の
ゆ
ら
ぎ
が
明
治
前
半
の
辞
書
で
確
認
で
き
る
。 

一
八
九
一
（
明
治
二
十
四
）
年
に
完
成
し
た
『
言
海
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、「
げ
ん
ご
（
名
）
言
語 

げ
ん
ぎ
よ
ニ
同
ジ
」「
げ

ん
ぎ
よ
（
名
）
言
語 

コ
ト
バ
。
モ
ノ
イ
ヒ
。」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
大
槻
の
辞
書
は
、「
ゲ
ン
ギ
ョ 

=
 

ゲ
ン
ゴ
」

を
定
め
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
こ
と
ば
（
名
）
言
葉
（
葉
ハ
、
繁
キ
意
ト
云
）（
一
）
人
の
思
想

オ
モ
ヒ

ヲ
口
ニ
言
出
ス
モ
ノ
。
人
ノ

声
ノ
意
味
ア
ル
モ
ノ
。
言 コ

ト

。
言
ノ
葉
。
モ
ノ
イ
ヒ
。
ハ
ナ
シ
。
詞 

辞 

言
語
（
二
）
言
葉
ノ
、
ヒ
ト
ツ
ヒ
ト
ツ
ナ
ル
モ
ノ
。
ヒ

ト
コ
ト
。…

」
と
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
ゲ
ン
ギ
ョ
」
が
「
言
葉
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
の
な
ら
ば
、「
言
葉 

=
 

言
語

ゲ
ン
ギ
ョ

」

と
「lan

gu
ag

e =
 

言
語

ゲ
ン
ゴ

」
と
は
、
完
全
に
重
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。 

と
こ
ろ
で
、
一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
に
帝
国
大
学
文
科
大
学
に
設
立
さ
れ
た
「
博
言
学
科
」
が
、
そ
の
後
「
言
語
学
科
」

と
改
称
さ
れ
る
の
は
一
九
〇
〇
（
明
治
三
十
三
）
年
で
あ
る
。
一
八
九
八
（
明
治
三
十
一
）
年
に
は
「
言
語
学
会
」
が
創
設
、
そ

の
二
年
後
に
機
関
誌
『
言
語
学
雑
誌
』
が
創
刊
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
に
は
、「
言
語
」
は
「
ゲ
ン
ゴ
」
と
い
う
近
代
語
の
音
声
で

定
着
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
翻
訳
語
と
し
て
の
「
ゲ
ン
ゴ
」
の
普
及
に
よ
っ
て
「
ゲ
ン
ギ
ョ
」
の
記
憶
は
次
第
に
忘
却
さ
れ
、「
ゴ

ン
ゴ
」
は
「
言
語
道
断
」
な
ど
特
定
の
読
み
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

大
槻
文
彦
は
『
言
語
篇
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
「
言
語
〔
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
〕
ト
イ
フ
モ
ノ
ハ
」
と
い
う
「
主
語
」
で
訳
し
始
め
た
。
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こ
の
「
ト
イ
フ
モ
ノ
」
と
左
ル
ビ
の
「
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
」
と
い
う
余
剰
に
は
、lan

g
u
ag

e

を
「
言
語
」
と
す
る
翻
訳
語
そ
れ
自
体
へ

の
特
別
な
扱
い
が
表
出
し
て
い
る
。つ
ま
り「
言
語
ハ
」と
無
防
備
に
主
題
化
す
る
こ
と
へ
の
翻
訳
者
の
た
め
ら
い
が
あ
る
の
だ
。

こ
こ
で
の
「
言
語
」
は
、
前
近
代
の
「
ゲ
ン
ギ
ョ
」「
ゴ
ン
ゴ
」
と
は
切
断
さ
れ
、lan

g
u
ag

e

の
訳
語
と
し
て
の
近
代
日
本
語
を

創
出
し
た
「
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
と
い
う
も
の
」
な
の
で
あ
っ
た
。 

 U
N

IV
E

R
S

A
L

 G
R

A
M

M
A

R
 

起
点
テ
ク
ス
ト
第
五
版
の

L
A

N
G

U
A

G
E

は
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
大
多
数
が
底
本
と
し
て
い
る
無
年
記
版
の

L
A

N
G

U
A

G
E

に
変
更
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
世
界
の
主
な
言
語
を
比
較
し
な
が
ら
、
進
化
論
的
に
考
察
し
て
い
く
と
い
う
十
九

世
紀
的
な
比
較
言
語
学
の
手
法
は
無
年
記
版
と
第
五
版
に
共
通
す
る
が
、
無
年
記
版
のU

N
IV

E
R

S
A

L
 G

R
A

M
M

A
R

と
い
う
章

立
て
が
第
五
版
に
は
欠
け
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
、『
言
語
篇
』
を
「
西
洋
言
語
学
」
紹
介
の
嚆
矢
と
評
価
し
た
時
枝
も
見
落
と

し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
第
五
版
に
お
い
て
もu

n
iv

ersal g
ram

m
ar

が
登
場
す
る
箇
所
が
あ
る
点
に
は
も
っ
と
注
目
し
て
お
い

て
よ
い
。
無
年
記
版L

A
N

G
U

A
G

E

の
章
立
て
を
転
記
し
て
み
よ
う
。 

 

T
H

E
 H

U
M

A
N

 V
O

IC
E

 – F
O

R
M

A
T

IO
N

 O
F

 L
E

T
T

E
R

S
 A

N
D

 W
O

R
D

S
 

U
N

IV
E

R
S

A
L

 G
R

A
M

M
A

R
 

O
R

IG
IN

 A
N

D
 P

R
O

G
R

E
S

S
 O

F
 L

A
N

G
U

A
G

E
 IN

 G
E

N
E

R
A

L
 

T
H

E
 L

A
N

G
U

A
G

E
S

 O
F

 T
H

E
 G

L
O

B
E

 

Indo-E
uropean L

anguages 

T
artar, T

atar, or T
uranian L

anguages/ S
em

itic L
anguages 

A
frican L

anguages 

T
he M

alay L
anguages 

C
hinese L

anguage 

A
m

erican L
anguages 

 

無
年
記
版
で
はU

N
IV

E
R

S
A

L
 G

R
A

M
M

A
R

の
章
立
て
が
明
示
的
で
あ
り
、
こ
れ
で
あ
れ
ば
当
時
の
言
語
学
者
の
注
意
を
も

っ
と
喚
起
し
た
で
あ
ろ
う
。 

u
n
iv

ersal g
ram

m
ar

を
大
槻
は
「
普
通
文
法
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
現
在
で
は
「
普
遍
文
法
」
と
い
う
訳
語
の
ほ
う
が
定
着
し

て
い
る
。
た
だ
し
、
二
十
世
紀
半
ば
以
降
の
現
代
言
語
学
に
お
い
て
「
普
遍
文
法
」
と
い
う
用
語
は
、
ア
メ
リ
カ
の
言
語
学
者
チ

ョ
ム
ス
キ
ー
（N

o
am

 C
h
om

sk
y

）
の
生
成
文
法
理
論
に
お
け
る
概
念
（
Ｕ
Ｇ
と
略
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
）
を
指
す
場
合
が
一
般

的
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
人
の
言
語
獲
得
と
い
う
根
源
的
な
問
い
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。
た
だ
し
、
普
遍
文
法
あ
る

い
は
一
般
文
法
と
い
う
考
え
方
そ
の
も
の
は
、
西
洋
言
語
学
で
は
十
七
世
紀
の
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
文
法
以
来
の
伝
統
と
し
て

受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。 

大
槻
は
「
普
通
文
法
」
と
い
う
訳
語
に
「
ユ
ニ
ブ
ル
サ
ル
、
グ
ラ
マ
」
と
左
ル
ビ
を
付
け
て
い
る
。
言
語
研
究
の
目
的
と
は
、

ま
ず
あ
る
言
語
を
理
解
し
た
り
、
話
し
た
り
、
書
い
た
り
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
が
複
数
の
言
語
を
比

較
考
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
てu

n
iv

ersal g
ram

m
ar

を
導
き
出
す
こ
と
な
の
だ
と
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。 

 

盖
シ
斯
ク
比
較
考
究
シ
テ
得
タ
ル
所
ノ
通
用
ノ
事
実
ハ
之
ヲ
各
個
国
語
ノ
固
有
性
ニ
区
別
シ
テ
以
テ
言
語
ノ
通
則
即
チ
語
法
（
普
通
文
法

〔
ユ
ニ
ブ
ル
サ
ル
、
グ
ラ
マ
〕）
ト
名
ヅ
ク
ル
者
ナ
リ 

It is the general facts thus arrived at by induction that form
 w

hat are called the general principles or law
s of language – universal 

gram
m

ar – as distinguished from
 the peculiarities of individual languages. 



 

 

74 

 

 

u
n
iv

ersal g
ram

m
ar

はth
e p

ecu
liarities o

f in
d
iv

id
u
al lan

g
u
ag

es

か
ら
区
別
さ
れ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、「
各
個
国
語
ノ

固
有
性
」
が
「
普
通
文
法
」
と
区
別
さ
れ
な
が
ら
誕
生
し
て
し
ま
っ
た
点
に
あ
る
。
日
本
語
へ
の
翻
訳
行
為
に
よ
っ
て
、in

d
iv

idu
al 

lan
g
u
ag

es
（
個
別
言
語
）
に
す
ぎ
な
い
も
の
が
「
各
個
国
語
」
と
な
っ
た
の
だ
。
大
槻
自
身
、
そ
の
「
国
語
」
と
い
う
虚
構
の
「
固

有
性
」
と
格
闘
す
る
只
中
に
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。 

西
洋
の
伝
統
的
なun

iv
ersal g

ram
m

ar

と
い
う
概
念
を
、
お
そ
ら
く
日
本
に
初
め
て
紹
介
し
た
の
は
『
言
語
篇
』
で
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
大
槻
は
そ
の
後
、
こ
の
概
念
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
明
治
大
正
期
の
日
本
語
研
究
で
普
遍
文
法
的

な
言
語
観
を
主
張
し
た
の
は
大
槻
で
は
な
く
、「
語
理
学
」「
一
般
理
論
文
法
学
」
な
ど
に
お
け
る
松
下
大
三
郎
で
あ
る
一
二

。
松

下
と
『
言
語
篇
』
と
の
直
接
的
な
関
係
は
不
明
だ
が
、
松
下
の
文
法
論
が
当
時
主
流
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
そ

れ
は
、ド
イ
ツ
留
学
を
契
機
と
し
て
十
九
世
紀
最
先
端
の
言
語
研
究
を
学
ん
だ
上
田
万
年
の
言
語
観
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
だ
。
上
田
は
帰
朝
後
の
一
八
九
四
（
明
治
二
十
七
）
年
か
ら
東
京
帝
国
大
学
で
博
言
学
講
座
を
担
当
し
、
ド
イ
ツ
で
学

ん
だ
比
較
言
語
学
を
「
科
学
的
」
言
語
研
究
の
中
心
に
据
え
た
の
で
あ
る
一
三

。 

『
言
語
篇
』
で
紹
介
さ
れ
たun

iv
ersal g

ram
m

ar

と
い
う
概
念
は
、
当
時
の
日
本
語
研
究
者
ば
か
り
で
な
く
、
大
槻
文
彦
本
人

か
ら
も
無
視
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
上
田
万
年
や
そ
の
一
門
に
と
っ
て
は
、「
十
八
世
紀
的
な
普
遍
文
法
論
や
松
下
の
一
般
理
論

文
法
学
に
注
目
す
る
理
由
が
な
か
っ
た
」
一
四

と
い
う
時
代
状
況
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。『
言
語
篇
』
の
中
心
は

比
較
言
語
学
で
あ
る
が
、
西
洋
の
言
語
研
究
に
はu

n
iv

ersal g
ram

m
ar

が
伏
流
水
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
た
。
だ
が
明
治
期
日
本

の
言
語
研
究
は
、
い
わ
ば
表
流
水
の
み
を
西
洋
か
ら
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

比
較
言
語
学
と
い
う
進
化
論 

ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の
進
化
論
が
席
巻
し
た
時
代
、
西
洋
に
お
け
る
言
語
学
に
も
そ
の
波
が
押
し
寄
せ
て
い
た
。
山
室
信
一
は
法

学
と
い
う
観
点
か
ら
、
当
時
の
学
問
方
法
を
普
遍
主
義
か
ら
歴
史
主
義
へ
の
転
回
と
し
て
総
括
す
る
が
、
こ
れ
は
言
語
学
の
潮
流

と
も
重
な
る
。 

 

「
啓
蒙
の
世
紀
」
十
八
世
紀
か
ら
「
歴
史
の
世
紀
」
十
九
世
紀
へ
の
推
移
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
普
遍
主
義
か
ら
個
別
主
義
へ
の
転
換
で
あ

り
、
歴
史
的
個
性
へ
の
着
目
で
あ
り
、
そ
れ
を
前
提
と
し
た
比
較
の
成
立
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
生
物
進
化
論
も
ま
さ
に
歴
史
主
義
の

所
産
で
あ
り
、
歴
史
法
学
も
比
較
法
学
も
同
時
代
の
子
で
あ
っ
た
一
五

。 

 こ
こ
で
は
法
学
を
言
語
学
と
読
み
替
え
る
だ
け
で
よ
い
。
学
問
分
野
が
国
民
国
家
を
単
位
と
し
て
成
立
す
る
な
か
で
、
歴
史
主

義
的
な
比
較
言
語
学
も
き
わ
め
て
十
九
世
紀
的
な
学
問
で
あ
っ
た
の
だ
。 

一
八
七
五
年
に
出
版
さ
れ
たC

h
am

b
ers’s In

fo
rm

a
tio

n
 fo

r th
e P

eople

の
第
五
版
に
お
け
るL

A
N

G
U

A
G

E

の
内
容
は
、
比

較
言
語
学
の
祖
と
さ
れ
る
ジ
ョ
ー
ン
ズ
卿
（S

ir W
illiam

 Jo
n
es 

一
七
四
六
―
九
四
年
）
や
比
較
文
法
を
確
立
し
た
ボ
ッ
プ
（F

ran
z 

B
o
p
p
 

一
七
九
一
―
一
八
六
七
年
）
の
言
語
研
究
、
ゲ
ル
マ
ン
語
の
子
音
変
化
に
つ
い
て
の
「
グ
リ
ム
の
法
則
」（G

rim
m

’s L
aw

）、

オ
ノ
マ
ト
ペ
に
関
す
る
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
（F

ried
rich

 M
ax

 M
ü
ller 

一
八
二
三
―
一
九
〇
〇
年
）
な
ど
へ
の
言
及
を
含
み
、

比
較
研
究
に
基
づ
い
て
言
語
を
進
化
論
的
に
論
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。『
言
語
篇
』
に
よ
っ
て
明
治
初
期
の
日
本
に
紹
介
さ
れ
た

「
西
洋
言
語
学
」
の
中
心
に
は
、
各
言
語
を
歴
史
的
な
語
族
に
分
類
す
る
言
語
理
論
が
君
臨
し
て
い
た
。 

比
較
言
語
学
と
い
う
研
究
手
法
は
、十
八
世
紀
末
に
ジ
ョ
ー
ン
ズ
卿
が
カ
ル
カ
ッ
タ
に
あ
る
ア
ジ
ア
協
会
で
行
っ
た
講
演
に
端

を
発
す
る
。
植
民
地
イ
ン
ド
で
判
事
を
し
て
い
た
ジ
ョ
ー
ン
卿
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
と
ギ
リ
シ
ャ
語
・
ラ
テ
ン
語
と
の
類
似

点
を
指
摘
し
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
点
を
述
べ
た
ジ
ョ
ー
ン
ズ
卿
を
引
用
し
たL

A
N

G
U

A
G

E

と
『
言
語
篇
』
の
該
当
部
分
は
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
。 
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サ
ー
・
ウ
ィ
ル
リ
ヤ
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ス
氏
嘗
テ
謂
テ
曰
ク
「
語
学
者
若
シ
希
臘
語
羅
甸
語
及
ビ
梵
語
ヲ
撿
究
セ
バ
其
現
今
全
ク
生
存
セ
ザ

ル
所
ノ
一
種
ノ
言
語
ヨ
リ
発
生
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
信
ズ
ベ
シ
且
セ
ル
テ
ッ
ク
語
及
ヒ
ゴ
ヂ
ッ
ク
語
ノ
如
キ
ハ
希
臘
語
及
ヒ
羅
甸
語
ノ
如
ク
類

似
ノ
痕
斯
ク
判
然
タ
ラ
ズ
ト
雖
ト
モ
亦
梵
語
ト
其
起
源
ヲ
同
ジ
ウ
ス
ル
者
タ
ル
コ
ト
ヲ
信
ズ
ベ
キ
理
ア
リ
又
波
斯
〔
ペ
ル
シ
ア
〕
ノ
古
語

モ
梵
語
ト
同
族
ナ
リ
」
ト 

S
ir W

illiam
 Jones declared that ‘no philologer could exam

ine the S
anscrit, G

reek, and L
atin w

ithout believing them
 to have sp

rung 

from
 the sam

e source, w
hich perhaps no longer exists. T

here is a sim
ilar reason, though not quite so forcible, for supposing that both 

the G
othic and the C

eltic had the sam
e origin w

ith the S
anscrit. T

he old P
ersian m

ay be added to the sam
e fam

ily.’ 

 
 

こ
う
し
て
十
九
世
紀
の
言
語
研
究
で
は
、
個
別
言
語
を
比
較
し
な
が
ら
歴
史
的
に
辿
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
語
分
類
の
原
理

を
説
明
し
、
世
界
の
主
要
言
語
を
具
体
的
に

Iso
latin

g

「
孤
立
語
」、A

g
g
lu

tin
ate

「
粘
着
語
」（
膠
着
語
）、In

flectio
n
al

「
変
尾

語
」（
屈
折
語
）
に
分
類
す
る
。 

 

第
一
、
単
綴
語
一
名
孤
立
語 

〔
一
〕
支
那
語
、
此
語
ハ
此
種
類
ノ
模
範
タ
ル
者
ナ
リ 

〔
二
〕
西
蔵
語
、
此
語
ハ
稍
々
文
法
変
化
ノ
端
緒

ヲ
開
ケ
リ 

〔
三
〕
東
方
半
島
〔
イ
ー
ス
テ
ル
ン
、
ペ
ニ
ン
シ
ユ
ー
ラ
〕
ノ
言
語
、
即
チ
暹
羅
語
、
安
南
語
、
緬
甸
語
、
日
本
及
ビ
朝
鮮
ノ

言
語
ハ
此
種
ニ
属
ス
ル
ヤ
否
ヤ
疑
ヲ
容
ル
ベ
キ
所
ア
リ 

I. M
onosyllabic or isolating. – 1. C

hinese, the typical language of this order. 2. T
ibetan, w

hich shew
s som

e beginnings of gram
m

atical 

form
s. 3. T

he languages of the E
astern P

eninsula – S
iam

ese, A
nam

ese, B
urm

an. Japanese and the language of C
orea are doub

tful. 

 

こ
の
類
型
論
で
は
中
国
語
、
チ
ベ
ッ
ト
語
、
シ
ャ
ム
語
、
ア
ン
ナ
ン
（
安
南
）
語
、
ビ
ル
マ
語
な
ど
は
孤
立
語
で
あ
り
、
日
本

語
と
朝
鮮
語
は
孤
立
語
と
し
て
は
疑
わ
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。そ
し
て
、続
い
てA

gg
lu

tin
ate

「
粘
着
語
」（
膠
着
語
）とInflectio

n
al

「
変
尾
語
」（
屈
折
語
）
が
説
明
さ
れ
、
最
後
は
こ
う
結
ば
れ
る
（
こ
こ
で
のth

ese 
lan

gu
ag

es
と
は
、In

flectio
n
al 

lan
g
u
ag

es

を
指
す
）。 

 

人
類
記
録
ノ
開
ケ
シ
以
来
世
ノ
文
明
ヲ
先
導
セ
シ
モ
ノ
ハ
則
此
語
ヲ
談
ズ
ル
人
民
ナ
リ 

It is the peoples speaking these languages that have been the leaders of civilization w
ithin the historic period. 

 近
代
化
を
欲
望
す
る
日
本
と
い
う
国
家
に
と
っ
て
、そ
の
国
語
と
し
て
の
日
本
語
も
ま
た
文
明
開
化
せ
ね
ば
な
ら
な
い
対
象
と

な
る
。『
言
語
篇
』
に
は
、
こ
の
よ
う
な
十
九
世
紀
の
西
洋
言
語
学
の
概
要
が
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
。 

と
こ
ろ
が
二
十
世
紀
初
頭
、
ス
イ
ス
の
言
語
学
者
ソ
シ
ュ
ー
ル
（F

erd
in

an
d
 d

e S
au

ssu
re

）
の
言
語
理
論
に
よ
っ
て
、
十
九
世

紀
言
語
研
究
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ
っ
た
比
較
言
語
学
は
過
去
の
遺
物
と
な
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
語
理
論
は

彼
の
没
後
の
一
九
一
六
年
にC

o
u
rs d

e lin
g
u
istiq

u
e g

én
éra

le

と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
そ
の
第
二
版
（
一
九
二
二
年
）
を
底
本
と

し
た
小
林
英
夫
訳
の
初
版
『
言
語
学
原
論
』（
の
ち
に
『
一
般
言
語
学
講
義
』
と
改
訂
）
は
、
世
界
に
先
駆
け
た
外
国
語
訳
と
し

て
一
九
二
八
年
に
邦
訳
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト
に
よ
り
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
以
前
の
比
較
言
語
学
の
記
述
を

主
と
し
た
『
言
語
篇
』
は
、
わ
が
国
の
言
語
研
究
史
の
な
か
で
忘
却
さ
れ
た
。 

  

五
． 

た
め
ら
い
が
ち
な
「
言
語
」
と
い
う
も
の 

  

本
章
で
は
、
明
治
初
期
の
国
家
的
翻
訳
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
お
け
る
大
槻
文
彦
訳
述
『
言
語
篇
』

に
焦
点
を
当
て
、
こ
の
翻
訳
書
が
時
代
状
況
と
ど
の
よ
う
に
切
り
結
ん
で
き
た
か
考
察
を
深
め
た
。 
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十
九
世
紀
の
欧
米
列
強
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
各
国
の
「
国
語
」
辞
書
と
い
う
文
化
装
置
と
し
て
も
現
象
し
た
。
た
と
え
ば
、

ド
イ
ツ
で
は
グ
リ
ム
兄
弟
が
始
め
た
『
ド
イ
ツ
語
大
辞
典
』（D

eu
tsch

es W
ö
rterb

u
ch

 vo
n Ja

cob
 G

rim
m

 u
n
d
 W

ilh
elm

 G
rim

m
 

立
案
一
八
三
八
、
刊
行
一
八
五
四―

一
九
六
一
年
）、
フ
ラ
ン
ス
で
は
リ
ト
レ
の
『
フ
ラ
ン
ス
語
辞
典
』（D

ictio
n
na

ire d
e la

 la
n
gu

e 

fra
n
ça

ise 
一
八
六
三―

七
三
年
）、
ア
メ
リ
カ
で
は
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
の
『
ア
メ
リ
カ
英
語
辞
典
』（A

n
 A

m
erica

n
 D

ictio
n
a
ry o

f 

E
n
g
lish

 L
a
n
g
u
a
g
e 

初
版
一
八
二
八
年
）、
イ
ギ
リ
ス
で
は
『
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
』（O

xfo
rd

 E
n
g
lish

 D
ictio

n
a
ry =

 

Ｏ

Ｅ
Ｄ 

立
案
一
八
五
七
年
、
初
版
一
八
八
四―

一
九
二
八
年
）
と
い
う
具
合
に
。
明
治
期
の
日
本
も
近
代
国
家
と
な
る
た
め
に
、

近
代
的
編
纂
方
法
に
よ
る
語
彙
と
文
法
体
系
を
渇
望
し
た
一
六

。 

一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
、
大
槻
文
彦
が
文
部
省
か
ら
の
官
命
を
受
け
て
編
纂
を
開
始
し
た
『
言
海
』
は
、「
十
七
年
の
辛
勤
」

（
西
村
茂
樹
祝
辞
）
を
経
て
結
晶
し
た
日
本
初
の
近
代
国
語
辞
書
と
さ
れ
る
。『
言
海
』
と
い
う
近
代
は
、
そ
の
陰
に
隠
れ
た
「
言

語
篇
」
と
い
う
近
代
と
も
接
合
さ
れ
る
の
で
あ
る
。『
言
海
』
の
編
纂
作
業
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
展
開
し
て
い
た
の
が
、
文
部
省
『
百

科
全
書
』
の
翻
訳
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。
そ
の
一
編
と
し
て
大
槻
が
翻
訳
し
た
『
言
語
篇
』
は
、
言
語
研
究
へ
の
根
源
的
な
問

題
を
突
き
つ
け
る
。「lan

g
u
ag

e =
 

言
語

げ
ん
ご

」
を
自
明
の
等
価
と
す
る
私
た
ち
の
思
考
を
拒
絶
す
る
の
だ
。 

国
学
の
伝
統
と
は
切
り
離
さ
れ
た
明
治
期
の
「
国
語
」
研
究
は
、
時
枝
誠
記
が
正
し
く
総
括
し
た
よ
う
に
、「
国
字
国
語
問
題

に
狂
奔
す
る
」
一
方
で
、「
西
洋
学
術
の
水
準
に
ま
で
我
が
国
の
学
問
を
高
め
て
行
く
」
一
七

こ
と
に
傾
注
し
た
。
ま
さ
に
そ
の
奔

流
の
な
か
で
大
槻
文
彦
は
、un

iv
ersal g

ram
m

ar

と
い
う
概
念
や
西
洋
の
比
較
言
語
学
を
逸
早
く
日
本
語
で
紹
介
す
る
と
と
も
に
、

日
本
と
い
う
国
家
を
意
識
し
た
領
土
論
を
著
し
、「
か
な
の
と
も
」
を
組
織
し
、
近
代
国
家
の
た
め
の
文
法
と
辞
書
を
創
出
し
た
。

も
っ
と
も
、u

n
iv

ersal g
ram

m
ar

は
当
時
主
流
の
言
語
研
究
に
お
け
る
「
反
普
遍
文
法
」
の
流
れ
か
ら
零
れ
落
ち
、
ま
た
上
田
万

年
に
先
行
し
た
進
化
論
的
な
比
較
言
語
学
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
言
語
学
の
登
場
で
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
。 

日
本
の
言
語
研
究
の
な
か
で
は
忘
れ
ら
れ
て
き
た
『
言
語
篇
』
を
、
本
章
で
は
近
代
日
本
に
お
け
る
翻
訳
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読

み
解
く
こ
と
を
試
み
た
。
近
代
国
語
辞
書
と
し
て
の
『
言
海
』
と
格
闘
し
な
が
ら
大
槻
が
そ
の
一
編
の
翻
訳
に
取
り
組
ん
だ

C
h
a
m

b
ers’s In

fo
rm

a
tio

n
 fo

r th
e P

eo
p
le

に
は
、
西
洋
近
代
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
文
部
省
『
百
科
全
書
』
と
い
う
翻
訳
テ
ク
ス

ト
は
、
現
代
の
私
た
ち
に
何
を
伝
え
て
い
る
の
か
。『
言
語
篇
』
の
読
解
を
振
り
返
り
、
再
度
強
調
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、

「lan
g
u
ag

e =
 

言

語

ラ
ン
ゲ
ー
ジ

」
と
い
う
も
の
の
た
め
ら
い
が
ち
な
初
発
の
予
感
で
あ
る
。「lang

u
ag

e =
 

言
語
」
と
い
う
等
価
が
存
在
し

て
い
た
の
で
は
な
く
、
翻
訳
行
為
に
よ
っ
て
等
価
と
い
う
幻
想
が
遂
行
さ
れ
既
成
事
実
化
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
翻
訳
の
出
来
事

の
ひ
と
つ
が
大
槻
文
彦
訳
述
『
言
語
篇
』
と
い
う
近
代
で
あ
り
、
翻
訳
行
為
の
痕
跡
が
刻
印
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
な
の
で
あ
る
。 
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一 
時
枝
誠
記
『
国
語
学
史
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
〇
年
、
一
六
七
頁
）。 

二 
時
枝
誠
記
『
現
代
の
国
語
学
』（
有
精
堂
出
版
、
一
九
五
六
年
）
に
お
い
て
も
、「
言
語
学
が
日
本
に
輸
入
さ
れ
た
の
は
、
上
田
万
年
の
留
学
以

前
か
ら
の
こ
と
」（
六
頁
）
と
し
て
『
言
語
篇
』
の
先
行
性
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
言
語
篇
』
を
論
じ
た
最
近
の
研
究
に
、
斉
木
美
知
世
・

鷲
尾
龍
一
『
日
本
文
法
の
系
譜
学
』（
開
拓
社
、
二
〇
一
二
年
）
が
あ
る
。
管
見
の
限
り
、
こ
れ
は
『
言
語
篇
』
の
内
容
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
唯

一
と
も
言
え
る
先
行
研
究
だ
が
、
翻
訳
研
究
で
は
な
い
。 

三 

こ
の
連
載
は
、
大
槻
文
彦
「
大
槻
博
士
自
伝
」
と
し
て
『
国
語
と
国
文
学
』（
第
五
巻
第
七
号
、
至
文
堂
、
一
九
二
八
年
、
三
八
―
五
二
頁
）

に
再
録
。
ま
た
、
高
田
宏
に
よ
る
伝
記
『
言
葉
の
海
へ
』（
洋
泉
社
、
二
〇
〇
七
年
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。 

四 

筧
五
百
里
「
大
槻
文
彦
博
士
年
譜
」『
国
語
と
国
文
学
』（
第
五
巻
第
七
号
、
至
文
堂
、
一
九
二
八
年
、
二
三
―
三
八
頁
）。 

五 

青
史
社
に
直
接
確
認
し
た
と
こ
ろ
、青
史
社
復
刻
版
は
基
本
的
に
は
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本
を
底
本
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、

同
図
書
館
に
は
明
治
十
二
年
刊
行
の
『
言
語
篇
』
は
見
当
た
ら
な
い
。 

六 

松
永
俊
男
「
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
『
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
』
と
文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
つ
い
て
」『C

ham
bers's Inform

ation for the P
eople

〔
復

刻
版
〕
別
冊
日
本
語
解
説
』（
ユ
ー
リ
カ
・
プ
レ
ス
、
二
〇
〇
五
年
、
一
五
頁
）。 

七 

福
鎌
達
夫
『
明
治
初
期
百
科
全
書
の
研
究
』（
風
間
書
房
、
一
九
六
八
年
、
二
五
頁
）。 

八 

文
部
省
の
事
業
と
し
て
始
ま
っ
た
『
言
海
』
は
印
刷
直
前
ま
で
進
ん
で
い
な
が
ら
、
結
局
は
国
の
事
業
と
し
て
完
遂
さ
れ
て
い
な
い
。
や
や
時

を
置
い
て
西
村
茂
樹
が
発
案
し
、
文
部
省
に
よ
っ
て
着
手
さ
れ
た
『
古
事
類
苑
』
も
、
同
様
の
運
命
を
辿
っ
た
。
詳
し
く
は
、
熊
田
淳
美
『
三
大

編
纂
物 

群
書
類
従
・
古
事
類
苑
・
国
書
総
目
録
の
出
版
文
化
史
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
九
年
、
一
三
〇
―
一
四
六
頁
）
を
参
照
の
こ
と
。
そ
の

意
味
で
は
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
も
類
似
し
た
帰
結
を
迎
え
て
い
る
。 

九 

福
澤
諭
吉
「
大
槻
磐
水
先
生
の
誡
語
そ
の
子
孫
を
輝
か
す
」（
明
治
二
十
四
年
六
月
二
十
七
日
時
事
新
報
）
慶
応
義
塾
編
『
福
澤
諭
吉
全
集 

第

十
九
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
、
七
七
一
頁
）。 

一
〇 

前
掲
の
「
大
槻
博
士
自
伝
」
四
六
頁
。 

一
一 

時
枝
、
一
九
四
〇
年
、
一
六
七
頁
。 

一
二 

斉
木
美
知
世
・
鷲
尾
龍
一
の
前
掲
書
、
三
五
頁
。 

一
三 

上
田
万
年
講
述
・
新
村
出
筆
録
・
柴
田
武
校
訂
『
言
語
学
』（
教
育
出
版
、
一
九
七
五
年
）。 

一
四 

斉
木
美
知
世
・
鷲
尾
龍
一
の
前
掲
書
、
三
六
頁
。 

一
五 

山
室
信
一
「
日
本
学
問
の
持
続
と
転
回
」
松
本
三
之
介
・
山
室
信
一
校
注
『
学
問
と
知
識
人
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
、
四
九
六
頁
）。 

一
六 

西
洋
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
辞
書
に
つ
い
て
は
本
田
毅
彦
『
大
英
帝
国
の
大
事
典
作
り
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
五
年
）、
日
本
に
お
け

る
辞
書
の
政
治
性
に
つ
い
て
は
安
田
敏
朗
『
辞
書
の
政
治
学
―
―
こ
と
ば
の
規
範
と
は
な
に
か
』（
平
凡
社
、
二
〇
〇
六
年
）、『
言
海
』
の
編
纂

と
そ
の
近
代
性
に
つ
い
て
は
犬
飼
守
薫
『
近
代
国
語
辞
書
編
纂
史
の
基
礎
的
研
究
』（
風
間
書
房
、
一
九
九
九
年
）
に
詳
し
い
。 

一
七 

時
枝
、
一
九
四
〇
年
、
一
六
七
頁
。 
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第
五
章 

「
宗
教
」
と
い
う
近
代
―
―
靖
国
体
制
の
鋳
型 

 

天
文
学 

気
中
現
象
学 

地
質
学 

地
文
学 

植
物
生
理
学 

植
物
綱
目 

動
物
及
人
身
生
理 

動
物
綱
目 

物
理
学 

重
学 

動
静
水
学 

光
学
及
音
学 

電
気
及
磁
石 

時
学
及
時
刻
学 

化
学
篇 

陶
磁
工
篇 

織
工
篇 

鉱
物
篇 

金
類
及
錬
金
術 

蒸
気
篇 

土
工
術 

陸
運 

水
運 

建
築
学 

温
室
通
風

点
光 
給
水
浴
澡
堀
渠
篇 

農
学 

菜
園
篇 

花
園 

果
園
篇 

養
樹
篇 

馬 

牛
及
採
乳
方 

羊
篇 

豚
兎
食
用
鳥
篭
鳥
篇 

蜜
蜂
篇 

犬
及
狩
猟 

釣

魚
篇 

魚
猟
篇 
養
生
篇 

食
物
篇 

食
物
製
方 

医
学
篇 

衣
服
及
服
式 

人
種 

言
語 

交
際
及
政
体 

法
律
沿
革
事
体 

太
古
史 

希
臘
史 

羅
馬

史 

中
古
史 

英
国
史 
英
国
制
度
国
資 

海
陸
軍
制 

欧
羅
巴
地
誌 

英
倫
及
威
爾
斯
地
誌 

蘇
格
蘭
地
誌 

愛
倫
地
誌 

亜
細
亜
地
誌 

亜
弗
利
加
及

大
洋
州
地
誌 

北
亜
米
利
加
地
誌 

南
亜
米
利
加
地
誌 

人
心
論 

骨
相
学 

北
欧
鬼
神
誌 

論
理
学 

洋
教
宗
派 

回
教
及
印
度
教
仏
教 

歳
時
記 

修

身
論 

接
物
論 

経
済
論 

人
口
救
窮
及
保
険 

百
工
倹
約
訓 

国
民
統
計
学 

教
育
論 

算
術
及
代
数 

戸
内
遊
戯
方 

体
操
及
戸
外
遊
戯 

古
物
学 

修
辞
及
華
文 

印
刷
術
及
石
版
術 

彫
刻
及
捉
影
術 

自
然
神
教
及
道
徳
学 

幾
何
学 

聖
書
縁
起
及
基
督
教 

貿
易
及
貨
幣
銀
行 

画
学
及
彫
像 

百
工

応
用
化
学 

家
事
倹
約
訓 

  

一
．「
宗
教
」
と
非
「
宗
教
」 

 

政
治
家
の
靖
国
神
社
へ
の
参
拝
が
争
点
に
な
り
、
対
立
す
る
議
論
は
か
み
合
わ
な
い
。
ま
た
、
日
本
人
の
多
く
は
無
「
宗
教
」

で
あ
る
と
言
わ
れ
た
り
す
る
と
、
同
意
し
な
が
ら
も
違
和
感
を
覚
え
る
。
文
化
や
歴
史
、
政
治
や
外
交
な
ど
複
雑
な
要
因
が
絡
ん

で
は
い
る
が
、
そ
こ
に
は
私
た
ち
が
普
段
は
気
づ
か
な
い
翻
訳
語
の
ふ
る
ま
い
も
関
係
し
て
い
る
。
本
章
で
は
、「
宗
教
」
言
説

と
し
て
こ
れ
ま
で
読
解
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
「
宗
教
」
に
関
す
る
テ
ク
ス
ト
に
焦
点
を
当
て
、「relig

io
n 

=
 

宗
教
」
と
い
う
等
価
を
め
ぐ
る
出
来
事
に
つ
い
て
論
じ
る
。
そ
も
そ
も

relig
io

n

は
ど
の
よ
う
に
訳
出
さ
れ
て
い
た
の
か
。

「relig
io

n
 =

 

宗
教
」
と
い
う
翻
訳
等
価
の
成
立
過
程
は
、
明
治
政
府
が
欲
望
し
た
近
代
国
家
体
制
と
い
か
に
切
り
結
ぶ
の
か
。

近
代
日
本
の
「
宗
教
」
を
め
ぐ
る
記
憶
を
辿
り
な
が
ら
、relig

io
n

を
翻
訳
す
る
行
為
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
「
宗
教
」
が
引
き
受

け
た
二
面
性
と
、
こ
の
翻
訳
語
が
同
時
に
非
「
宗
教
」
と
い
う
領
域
を
創
出
し
た
帰
結
を
翻
訳
テ
ク
ス
ト
に
問
い
直
し
、
そ
の
根

源
に
潜
む
翻
訳
語
の
宿
命
を
近
代
日
本
語
の
出
来
事
と
し
て
探
究
す
る
。 

 

西
洋
で
は
多
義
的
な
ラ
テ
ン
語relig

io

か
らrelig

io
n

が
派
生
し
た
が
、
そ
の
概
念
は
ル
ネ
サ
ン
ス
や
啓
蒙
主
義
時
代
を
経
た

近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
前
景
化
し
て
現
在
に
至
る
。
近
代
的
概
念
と
し
て
誕
生
し
たrelig

ion

は
、
近
年
の
「
宗
教
」
言
説
研
究
の

潮
流
の
な
か
で
そ
の
概
念
自
体
の
再
考
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
一

。
他
方
、
近
代
日
本
に
お
い
て
は
、
西
洋
語
を
翻
訳
す
る
行

為
に
よ
っ
て
旧
来
の
「
宗
教
」
と
い
う
漢
語
が
再
利
用
さ
れ
た
点
が
注
目
に
値
す
る
。
近
代
日
本
語
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
「
宗

教
」
は
、
西
洋
と
の
出
会
い
が
も
た
ら
し
たrelig

io
n

か
ら
の
翻
訳
語
な
の
で
あ
る
。 

も
と
も
と
仏
教
用
語
で
あ
っ
た
「
宗
教
」
と
い
う
漢
語
そ
の
も
の
は
、
唐
代
の
法
蔵
『
華
厳
五
教
章
』
や
宋
代
の
圜 え

ん

悟 ご

克 こ
く

勤 ご
ん

『
碧

巖
録
』
に
用
例
が
見
ら
れ
る
し
、『
望
月
仏
教
大
辞
典
』
に
お
け
る
「
宗
教
」
の
説
明
に
は
、「
宗
の
教
旨
、
或
は
宗
即
ち
教
の
意
。

又
宗
と
教
と
の
併
称
」
と
あ
る
二

。
仏
教
語
の
「
宗
教
」
と
は
、「
宗
」
の
「
教
」、
ま
た
は
「
宗
」
と
「
教
」
と
い
う
二
語
か
ら

合
成
さ
れ
た
も
の
で
、
仏
教
の
各
宗
派
の
教
え
を
意
味
し
て
い
た
。「
宗
教
」
と
い
う
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
同
一
で
あ
る
た
め
に
わ

か
り
に
く
い
が
、
翻
訳
語
と
し
て
の
「
宗
教
」
の
シ
ニ
フ
ィ
エ
に
はrelig

io
n

と
の
等
価
と
同
時
に
、
上
書
き
さ
れ
る
以
前
の
漢

語
の
意
味
も
完
全
に
は
消
去
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
、「
宗
教
」
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、
非
「
宗
教
」
化
さ
れ
た
領
域
も

創
出
さ
れ
る
。 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
お
け
る
「
宗
教
」
を
め
ぐ
る
翻
訳
テ
ク
ス
ト
を
読
む
た
め
に
、
ま
ず
は
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
検
証
か
ら

始
め
よ
う
。 
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二
．
翻
訳
語
と
し
て
の
「
宗
教
」 

 

自
明
な
意
味
が
そ
こ
に
あ
る
か
の
よ
う
に
現
代
の
私
た
ち
が
思
い
込
む
「
宗
教
」
は
、relig

io
n

か
ら
訳
出
さ
れ
た
近
代
日
本

語
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
らrelig

io
n

の
訳
語
と
し
て
は
、「
宗
教
」
の
み
が
用
い
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
翻
訳

語
を
め
ぐ
っ
て
は
、
す
で
に
宗
教
学
の
い
く
つ
も
の
先
学
が
論
じ
て
お
り
、
明
治
十
年
代
に
な
っ
て
「
宗
教
」
と
い
う
訳
語
が
確

立
し
た
こ
と
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
三

。 

 

早
い
時
期
に
「
宗
教
」
と
い
う
翻
訳
語
に
着
目
し
た
相
原
一
郎
介
は
、「
明
治
四
五
年
頃
出
版
の
辞
典
に
は
、
未
だ
宗
教
と
い

ふ
訳
語
は
見
当
ら
な
い
。
之
が
定
ま
つ
た
訳
語
と
し
て
世
間
に
通
用
す
る
に
至
つ
た
の
は
、
明
治
十
年
前
後
の
こ
と
ゝ
推
定
せ
ら

れ
る
」
と
述
べ
、「R

elig
io

n

と
い
ふ
語
を
邦
語
に
飜
訳
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
実
際
的
必
要
が
あ
つ
た
の
は
、
辞
典
以
外
に
於
て

は
、
差
当
り
外
交
関
係
の
文
書
に
於
て
ゞ
あ
つ
た
ら
ふ
と
思
ふ
」
と
し
て
、
辞
書
と
外
交
文
書
に
お
け
る
翻
訳
上
の
必
要
性
を
指

摘
し
た
四

。 

実
際
に
辞
書
類
を
調
べ
て
み
る
と
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
に
初
版
が
刊
行
さ
れ
た
柴
田
昌
吉
・
子
安
峻
編
『
附
音
挿
図
英

和
字
彙
』
で
は
、「R

elig
io

n
, n

. 

教
門

ケ
ウ
モ
ン

、
法 ハ

フ

教
」「R

elig
io

u
s, a. 

法
教
ノ
、
宗
門

シ
ウ
モ
ン

ノ
、
精
密

セ
イ
ミ
ツ

ナ
ル
、
厳
粛

オ
ゴ
ソ
カ

ナ
ル
、
信
心
ナ
ル
」

で
あ
り
、「
宗
教
」
と
い
う
訳
語
は
見
つ
か
ら
な
い
。
ま
た
、
ヘ
ボ
ン
（Jam

es C
u
rtis H

ep
b
u
rn

）
に
よ
る
『
和
英
語
林
集
成
』

の
一
八
六
七
（
慶
応
三
）
年
の
初
版
と
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
の
再
版
で
も
、「R

elig
io

n
, O

sh
iy

e; m
ich

i; h
ō
; d

ō
.

」
で
あ
り
、

「
教
」「
道
」「
法
」
で
あ
る
。
そ
し
て
一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
の
三
版
に
な
っ
て
漸
く
、「R

elig
io

n
, O

sh
iy

e; m
ich

i; h
ō
; d

ō
, 

k
y
ō
h
ō, k

yō
m

o
n
, shū

k
y
ō.

」
と
な
り
、「
教
法
」「
教
門
」
と
い
う
二
字
漢
語
と
並
ん
で
「
宗
教
」
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
ち
な

み
に
、
一
八
八
一
（
明
治
十
四
）
年
に
初
版
が
刊
行
さ
れ
た
『
哲
学
字
彙
』
は
、
そ
の
後
改
訂
増
補
版
が
一
八
八
四
（
明
治
十
七
）

年
に
、
英
独
仏
和
版
が
一
九
一
二
（
大
正
元
）
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
も
「
宗
教
」
はrelig

io
n

の
訳
語
と
し
て

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
明
治
十
年
代
に
は
「
宗
教
」
と
い
う
翻
訳
語
が
定
着
し
て
き
た
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。 

外
交
文
書
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
江
戸
幕
府
の
鎖
国
政
策
の
も
と
で
キ
リ
ス
ト
教
は
禁
圧
さ
れ
て
き
た
が
、
幕
末
開
国

の
時
期
に
は
、
西
洋
列
強
と
の
関
係
で
こ
の
状
況
は
変
更
を
迫
ら
れ
る
。
在
留
外
国
人
の
信
仰
を
取
り
決
め
た
外
交
文
書
で
は
、

当
時
禁
制
で
あ
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
に
言
及
す
る
際
にrelig

ion

が
用
い
ら
れ
た
の
で
、
そ
れ
に
対
応
す
る
訳
語
も
必
要
と
な
っ
た

は
ず
だ
。
そ
こ
に
「
宗
教
」
は
登
場
す
る
の
だ
ろ
う
か
。 

日
米
修
好
通
商
条
約
（T

reaty o
f A

m
ity

 an
d
 C

o
m

m
erce b

etw
een

 th
e U

n
ited

 S
tates o

f A
m

erica an
d T

h
e E

m
p
ire o

f Jap
an

）

を
は
じ
め
、
一
八
五
八
（
安
政
五
）
年
に
は
日
英
修
好
通
商
条
約
・
日
仏
修
好
通
商
条
約
・
日
露
修
好
通
商
条
約
・
日
蘭
修
好
通

商
条
約
（
い
わ
ゆ
る
安
政
五
箇
国
条
約
）
が
相
次
い
で
締
結
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
該
当
箇
所
で
は
、
い
ず
れ
も
「
宗
教
」
で
は
な

く
「
宗
法
」
や
「
宗
旨
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
日
米
修
好
通
商
条
約
の
第
八
条
を
日
本
語
と
英
語
で
併
記
す
れ
ば

次
の
と
お
り
で
あ
る
五

。 

 

第
八
条 

日
本
に
在
る
亜
米
利
加
人
自
ら
其
国
の
宗
法
を
念
し
礼
拝
堂
を
居
留
場
の
内
に
置
も
障
り
な
し
並
に
其
建
物
を
破
壊
し
亜
米
利
加

人
宗
法
を
自
ら
念
す
る
を
妨
る
事
な
し
亜
米
利
加
人
日
本
人
の
堂
宮
を
毀
傷
す
る
事
な
く
又
決
し
て
日
本
神
仏
の
礼
拝
を
妨
け
神
体
仏
像
を

毀
る
事
あ
る
へ
か
ら
す 

双
方
の
人
民
互
に
宗
旨
に
付
て
の
争
論
あ
る
へ
か
ら
す
日
本
長
崎
役
所
に
於
て
踏
絵
の
仕
来
は
既
に
廃
せ
り 

A
m

erican in Japan shall be allow
ed the free exercise of their religion, and for this purpose shall have the right, to erect suitable places of 

w
orship. N

o injury shall be done to such buildings, nor any insult be offered to the religious w
orship of the A

m
ericans. 

A
m

erican citizens shall not injure any Japanese tem
ple or m

ia, or offer any insult or inju
ry to Japanese religious cerem

onies, or to the 

objects of their w
orship. 

T
he A

m
ericans and Japanese shall not do anything, that m

ay be calculated to excite religious anim
osity. T

he governm
ent of Jap

an has 

already abolished the practice of tram
pling on religious em

blem
s.  
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在
留
米
人
の
信
教
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め
に
、
日
米
修
好
通
商
条
約
第
八
条
の
英
語
版
で
は
幾
度
もrelig

io
n

やrelig
io

u
s

と
い
う
単
語
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
対
応
す
る
日
本
語
は
「
宗
教
」
で
は
な
く
、「
宗
法
」「
宗
旨
」
で
あ
る
。 

外
交
文
書
に
「
宗
教
」
が
登
場
す
る
早
い
例
と
し
て
相
原
一
郎
介
が
挙
げ
る
の
は
、
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
に
結
ば
れ
た
独

逸
北
部
連
邦
と
の
条
約
で
あ
る
。
こ
こ
で
ド
イ
ツ
語
のR

elig
io

n

に
対
応
す
る
語
と
し
て
、「
宗
教
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い

う
。
こ
の
語
が
当
時
ど
こ
ま
で
一
般
的
で
あ
っ
た
か
は
別
に
し
て
、
外
交
文
書
を
翻
訳
す
る
と
い
う
行
為
に
お
い
て
、
英
語
の

relig
io

n

や
ド
イ
ツ
語
のR

elig
io

n

に
対
応
す
る
訳
語
が
要
請
さ
れ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
一
八
六
八
（
慶
応
四
）
年
三
月
の
太
政
官
布
告
高
札
「
五
榜
の
掲
示
」
に
お
い
て
、「
切
支
丹
邪
宗
門
ノ
儀
ハ
堅
ク
御

制
禁
タ
リ
若
不
審
ナ
ル
者
有
之
ハ
其
筋
之
役
所
ヘ
可
申
出
御
褒
美
可
被
下
事
」
と
キ
リ
ス
ト
教
を
「
邪
宗
門
」
と
し
た
こ
と
に
対

し
て
、
翌
月
に
ア
メ
リ
カ
公
使
か
ら
抗
議
文
書
が
寄
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
外
国
事
務
局
が
日
本
語
へ
と
翻
訳
す
る
際
に
、

「
宗
教
」
が
用
い
ら
れ
た
例
が
あ
る
六

。 

 

W
hile disclaim

ing any intention of interfering w
ith the internal affairs of Japan, I deem

 it m
y duty to call Y

our E
xcellencies’ attention to 

the fact that the C
hristian religion is the religion of the C

ountry I have the honor to represent, …
 

日
本
御
国
内
之
事
ニ
拘
り
候
念
は
無
之
候
へ
と
も
耶
蘇
宗
吾
本
国
の
宗
教
ニ
有
候
事
を
御
承
知
相
成
候
様
申
上
候
は
拙
者
識
分
と
存
候 

 

こ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
が
「
邪
宗
門
」
で
は
な
く
「
宗
教
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
宗
教
史
学
者
の
鈴
木
範

久
は
、
こ
の
用
例
が
近
代
日
本
語
と
し
て
の
「
宗
教
」
の
初
出
に
近
い
と
指
摘
す
る
七

。
外
交
関
連
の
文
書
に
お
け
る
「
宗
教
」

は
、
辞
書
類
よ
り
も
古
く
ま
で
遡
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
、「
宗
教
」
と
い
う
語
が
外
交
文
書
で
使
用
さ
れ
た
か
ら
と

い
っ
て
、
こ
の
語
が
広
く
一
般
に
普
及
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
は
必
ず
し
も
な
ら
な
い
。 

諸
外
国
と
の
外
交
関
係
に
お
い
て
、「
宗
教
」
は
明
治
政
府
に
と
っ
て
扱
い
に
く
い
問
題
で
あ
っ
た
。
一
八
七
一
（
明
治
四
）

年
に
横
浜
を
出
港
し
た
岩
倉
使
節
団
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
当
初
は
無
関
心
を
装
う
意
向
で
あ
っ
た
が
、
帰
朝
後
に
そ
の
考

え
は
一
変
し
た
。
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
に
使
節
団
の
報
告
書
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
久
米
邦
武
編
『
特
命
全
権
大
使
米
欧

回
覧
実
記
』
で
は
、「
宗
教
」
が
富
国
強
兵
の
た
め
に
有
用
で
あ
る
と
ま
で
記
し
て
い
る
。「
法
教
」
は
「
人
気
を
収
め
、
規
律
に

就
し
め
る
器
具
と
な
し
て
、
其
権
謀
を
用
ふ
る
に
似
た
り
」
と
、
文
明
国
の
国
家
装
置
と
し
て
の
価
値
を
見
出
す
に
至
る
の
で
あ

る
八

。
こ
こ
で
は
「
法
教
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、『
実
記
』
全
体
で
は
他
に
も
、「
宗
教
」「
宗
旨
」「
宗
門
」「
教
法
」
な
ど

様
々
な
関
連
語
彙
が
混
在
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
九

。 

  

三
．
明
治
政
府
と
「
宗
教
」 

 

幕
末
開
国
期
の
外
交
文
書
を
通
じ
て
創
出
さ
れ
た
「relig

io
n
 =

 

宗
教
」
が
、
他
の
訳
語
を
次
第
に
淘
汰
し
て
い
く
間
に
、
ど

の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
変
容
が
あ
っ
た
の
か
。
翻
訳
語
「
宗
教
」
が
定
着
し
た
背
景
と
し
て
、
近
代
国
家
を
目
指
す
明
治
政

府
の
「
宗
教
」
政
策
を
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

「
宗
教
」
の
定
着 

「relig
io

n
 =

 

宗
教
」
と
い
う
翻
訳
の
等
価
が
成
立
し
定
着
す
る
以
前
は
、「
宗
教
」
に
加
え
て
「
宗
旨
」「
宗
法
」「
宗
門
」「
法

教
」「
教
法
」「
教
門
」「
聖
道
」
な
ど
実
に
多
様
な
訳
語
が
使
用
さ
れ
て
い
た
一
〇

。
宗
教
学
者
の
磯
前
順
一
は
用
語
を
分
類
し
て
、

「
宗
旨
」
の
よ
う
な
非
言
語
的
な
慣
習
行
為
で
あ
る
「
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
的
意
味
」
と
、「
教
法
」
の
よ
う
な
概
念
化
さ
れ
た
信
念

体
系
で
あ
る
「
ビ
リ
ー
フ
的
意
味
」
の
二
系
統
が
あ
る
と
分
析
し
て
い
る
一
一

。
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
の
は
、
近
世
の
制
度
と
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結
び
つ
い
た
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
系
の
前
者
で
あ
り
、
ビ
リ
ー
フ
系
の
後
者
は
経
典
や
教
義
に
長
じ
た
知
識
人
層
に
限
ら
れ
た
マ
イ
ナ

ー
な
語
彙
で
あ
っ
た
と
い
う
。
仏
典
出
自
の
語
義
を
も
つ
「
宗
教
」
は
、
少
数
派
の
ビ
リ
ー
フ
系
統
の
抽
象
概
念
で
あ
る
一
二

。
皮

肉
な
こ
と
に
、
少
数
派
の
語
彙
で
あ
っ
た
「
宗
教
」
と
い
う
漢
語
が
結
局
は
生
き
残
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
に
は
キ
リ
ス
ト
教
禁
止
の
高
札
が
撤
回
さ
れ
、
日
本
国
内
で
キ
リ
ス
ト
教
が
黙
認
さ
れ
る
と
、
そ
れ

ま
で
は
主
に
外
交
関
連
で
の
み
話
題
と
さ
れ
たrelig

ion

を
よ
り
広
く
議
論
す
る
た
め
に
、
共
通
の
こ
と
ば
が
要
請
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
高
札
撤
回
の
翌
年
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
の
『
明
六
雑
誌
』
で
は
、
森
有
礼
が
「
宗
教
」
と
題
す
る
論
文
（『
万
国

公
法
』
英
語
版
か
らrelig

io
n

に
関
す
る
部
分
の
抄
訳
）
を
発
表
し
、
福
澤
諭
吉
も
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
の
『
文
明
論
之
概

略
』
か
ら
「
宗
教
」
と
い
う
語
を
本
格
的
に
使
い
始
め
て
い
る
一
三

。 

明
治
十
年
代
に
出
版
さ
れ
た
著
訳
書
で
、
知
識
人
た
ち
は
キ
リ
ス
ト
教
を
中
心
に
「
宗
教
」
を
論
じ
た
。
も
と
も
と
仏
教
用
語

で
あ
っ
た
「
宗
」
と
「
教
」
か
ら
成
る
「
宗
教
」
と
い
う
二
字
漢
語
（
特
定
の
宗
派
の
教
え
と
い
う
意
）
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い

う
西
洋
由
来
の
「relig

io
n =

 

宗
教
」
を
語
り
な
が
ら
、
近
代
日
本
語
の
翻
訳
語
と
し
て
再
利
用
さ
れ
た
の
だ
。 

 

神
道
と
「
宗
教
」 

神
道
が
「
宗
教
」（
教
派
神
道
）
と
「
祭
祀
」（
神
社
神
道
）
に
分
岐
し
た
時
点
で
「
日
本
型
政
教
分
離
」
が
成
立
し
た
と
捉
え

た
の
は
、
民
衆
思
想
史
の
安
丸
良
夫
で
あ
る
一
四

。
神
社
神
道
が
「
宗
教
」
で
は
な
く
「
祭
祀
」
と
な
っ
た
こ
と
で
、
明
治
国
家

の
政
教
分
離
が
実
現
し
た
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
の
ち
に
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
の
神

道
指
令
に
よ
っ
て
「
国
家
神
道
」
と
名
指
さ
れ
た
「
祭
祀
」
と
い
う
領
域
は
、「relig

io
n
 =

 

宗
教
」
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
で
確
保

さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。「
宗
教
」
と
い
う
翻
訳
語
の
鋳
型
は
ま
た
同
時
に
、「
宗
教
」
の
外
側
に
は
み
出
し
た
領
域
を
必
然
的

に
残
す
の
だ
。
島
薗
進
が
村
上
重
良
に
よ
る
「
国
家
神
道
」
の
輪
郭
を
半
ば
継
承
し
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
近
代
に
な
っ
て
神
社

神
道
と
皇
室
「
祭
祀
」
の
複
合
体
が
天
皇
崇
敬
の
国
体
論
と
結
び
つ
き
な
が
ら
、
教
育
勅
語
や
祝
祭
日
行
事
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を

通
し
て
人
々
の
日
常
へ
と
普
及
し
実
践
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
一
五

。 

や
や
時
間
を
戻
し
て
幕
末
期
に
遡
れ
ば
、
建
武
中
興
で
南
朝
に
忠
義
を
尽
く
し
た
楠
木
正
成
を
尊
ぶ
「
楠
公
崇
拝
」
が
尊
皇
攘

夷
派
の
間
で
流
行
し
、
朝
廷
へ
の
忠
臣
を
顕
彰
す
る
下
地
は
用
意
さ
れ
て
い
た
。
東
京
招
魂
社
が
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
に
建

て
ら
れ
た
の
は
、旧
幕
府
勢
力
を
倒
し
た
戊
辰
戦
争
の
官
軍
兵
士
を
祀
る
た
め
で
あ
り
、伝
統
的
に
は
死
の
穢
れ
を
忌
む
神
道
が
、

朝
廷
へ
の
忠
死
を
慰
霊
し
顕
彰
す
る
招
魂
祭
祀
の
場
へ
と
転
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
一
六

。
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
に
制
定
さ
れ

た
社
格
制
度
の
も
と
で
、
翌
年
に
は
楠
木
正
成
を
主
祭
神
と
す
る
別
格
官
幣
社
湊
川
神
社
が
創
建
さ
れ
、
そ
し
て
西
南
戦
争
後
の

一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
に
は
東
京
招
魂
社
も
別
格
官
幣
社
靖
国
神
社
と
改
称
列
格
さ
れ
た
。
靖
国
神
社
が
軍
部
の
管
理
下
に

あ
っ
た
時
代
が
記
憶
す
る
よ
う
に
、
近
代
日
本
に
お
け
る
国
家
と
神
道
と
の
結
び
つ
き
は
、「
日
本
型
政
教
分
離
」
の
も
と
で
明

ら
か
で
あ
る
一
七

。
国
家
の
た
め
に
命
を
捧
げ
た
兵
士
の
英
霊
を
神
と
し
て
顕
彰
す
る
靖
国
体
制
は
、「
宗
教
」
と
い
う
語
を
前
提

と
し
て
、
逆
説
的
に
「
宗
教
」
か
ら
距
離
を
置
く
「
祭
祀
」
装
置
と
し
て
明
治
政
府
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。 

民
間
団
体
と
し
て
の
「
宗
教
」
と
国
家
の
「
祭
祀
」
機
関
と
し
て
の
神
社
が
分
立
し
、
祭
政
一
致
と
い
う
明
治
政
府
の
国
家
体

制
が
当
初
の
構
想
と
は
異
な
る
形
で
具
体
化
し
て
い
く
。
ま
ず
、
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
に
神
祇
官
が
神
祇
省
に
格
下
げ
さ
れ

た
が
、
そ
の
神
祇
省
も
翌
年
に
は
廃
止
と
な
り
、
全
て
の
「
宗
教
」
を
管
轄
す
る
行
政
機
関
と
し
て
教
部
省
が
設
置
さ
れ
た
。
次

に
、
一
八
七
七
（
明
治
十
）
年
に
教
部
省
が
廃
止
さ
れ
る
と
、「
宗
教
」
に
関
す
る
行
政
は
内
務
省
寺
社
局
に
移
管
す
る
。
一
八

八
二
（
明
治
十
五
）
年
に
は
神
職
は
教
導
職
が
兼
務
で
き
な
く
な
り
、
一
八
八
四
（
明
治
十
七
）
年
に
は
教
導
職
自
体
も
廃
止
さ

れ
る
。
そ
の
後
は
、
一
九
〇
〇
（
明
治
三
十
三
）
年
に
内
務
省
寺
社
局
が
神
社
局
と
宗
教
局
に
分
か
れ
る
こ
と
で
、
神
道
は
他
の

「
宗
教
」
と
は
切
り
離
さ
れ
た
部
局
の
下
に
置
か
れ
た
。
さ
ら
に
一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
に
は
内
務
省
宗
教
局
は
文
部
省
へ
と

移
さ
れ
た
た
め
、
神
社
行
政
と
「
宗
教
」
は
一
段
と
離
さ
れ
て
い
っ
た
、
と
神
道
の
非
「
宗
教
」
化
の
経
緯
を
辿
る
こ
と
が
で
き

る
。 と

こ
ろ
で
、
一
八
八
九
（
明
治
二
十
二
）
年
に
発
布
さ
れ
た
大
日
本
帝
国
憲
法
の
第
二
十
八
条
に
は
、「
日
本
臣
民
ハ
安
寧
秩
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序
ヲ
妨
ケ
ス
及
臣
民
タ
ル
ノ
義
務
ニ
背
カ
サ
ル
限
ニ
於
テ
信
教
ノ
自
由
ヲ
有
ス
」
と
謳
わ
れ
た
文
言
が
あ
る
。
制
約
付
き
の
「
信

教
ノ
自
由
」
が
保
障
さ
れ
て
、
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
に
自
由
な
「
宗
教
」
活
動
が
一
応
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
神

道
は
非
「
宗
教
」
化
し
た
た
め
に
国
家
機
関
と
寄
り
添
う
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
靖
国
神
社
や
護
国
神
社
（
招
魂
社
）
で
は
、
国

家
の
た
め
に
戦
死
し
た
人
々
を
神
と
し
て
国
家
が
祀
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

こ
の
よ
う
に
翻
訳
語
「
宗
教
」
成
立
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
明
治
政
府
と
「
宗
教
」
を
め
ぐ
る
動
き
を
追
っ
て
み
る
と
、

幕
末
開
国
期
に
外
交
文
書
を
翻
訳
す
る
な
か
で
出
現
し
た
「relig

io
n
 =

 

宗
教
」
と
い
う
翻
訳
の
等
価
が
、
他
を
凌
い
で
明
治
十

年
代
に
定
着
す
る
過
程
は
、
近
代
国
家
と
し
て
の
日
本
が
神
道
の
祭
祀
的
な
位
置
づ
け
を
明
確
に
し
た
時
期
と
軌
を
一
に
す
る
。

出
自
を
辿
れ
ば
「
宗
」
と
「
教
」
に
分
離
さ
れ
て
い
た
仏
教
語
は
、
文
明
開
化
を
遂
げ
る
た
め
に
西
洋
近
代
のrelig

io
n

を
翻
訳

す
る
こ
と
で
、「
宗
教
」
と
い
う
漢
字
二
字
熟
語
と
し
て
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
不
変
の
ま
ま
シ
ニ
フ
ィ
エ
を
ず
ら
し
て
反
復
し
た
。

そ
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
語
り
な
が
ら
定
着
し
た
「
宗
教
」
と
い
う
翻
訳
語
の
抽
象
概
念
は
、
他
方
で
非
「
宗
教
」
化
し
た

「
祭
祀
」
と
し
て
の
（
国
家
）
神
道
を
も
生
成
し
た
の
だ
っ
た
。
近
代
日
本
語
と
し
て
誕
生
し
た
「
宗
教
」
は
、
明
治
国
家
の
「
日

本
型
政
教
分
離
」
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
共
犯
関
係
を
も
つ
翻
訳
語
な
の
で
あ
る
。 

  

四
．『
百
科
全
書
』
に
お
け
る
「
宗
教
」 

 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
が
宗
教
学
の
文
献
と
し
て
扱
わ
れ
た
こ
と
は
な
く
、
現
代
の
宗
教
学
者
か
ら
も
参
照
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト

で
は
な
い
が
、「
宗
教
」
に
直
接
関
連
す
る
数
編
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
関
連
用
語
は
全
編
に
わ
た
り
頻
出
す
る
。
一
八
七
三
（
明

治
六
）
年
か
ら
お
よ
そ
十
年
間
に
わ
た
り
翻
訳
出
版
が
実
施
さ
れ
た
の
で
、「relig

io
n
 =

 
宗
教
」
と
い
う
等
価
の
成
立
と
も
ほ
ぼ

同
時
代
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
神
道
の
非
「
宗
教
」
化
の
制
度
史
と
も
重
な
る
。
よ
っ
て
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
は
「
宗
教
」

と
い
う
翻
訳
語
を
考
え
る
う
え
で
極
め
て
重
要
な
テ
ク
ス
ト
群
を
擁
し
て
い
る
。だ
が
こ
れ
ま
で
、近
代
日
本
に
お
け
る「
宗
教
」

の
問
題
を
論
じ
る
な
か
で
言
及
さ
れ
る
機
会
も
な
く
、
忘
れ
ら
れ
た
存
在
と
な
っ
て
い
る
。 

relig
io

n

に
対
応
す
る
訳
語
と
し
て
は
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
全
編
を
通
し
て
「
教
法
」「
法
教
」「
宗
教
」
な
ど
が
混
在
し

て
お
り
、
明
治
初
期
に
お
け
る
「relig

io
n
 =

 

宗
教
」
と
い
う
等
価
の
ゆ
ら
ぎ
が
、
現
実
味
を
帯
び
て
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
る
。

こ
れ
ら
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
群
を
て
い
ね
い
に
繙
い
て
い
こ
う
。 

 

箕
作
麟
祥
訳
『
教
導
説
』
の
「
教
法
」 

箕
作
麟
祥
訳
『
教
導
説
』（
の
ち
に
『
教
育
論
』
と
改
題
）
は
、E

D
U

C
A

T
IO

N

の
翻
訳
で
あ
る
。
文
部
省
『
百
科
全
書
』
全

編
の
な
か
で
二
番
目
に
早
く
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
九
月
に
和
装
二
巻
で
印
行
さ
れ
た
。『
教
導
説
』
そ
の
も
の
は
「
宗
教
」

を
テ
ー
マ
と
し
た
内
容
で
は
な
い
が
、
本
文
に
先
立
つ
凡
例
で
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
全
体
を
説
明
し
て
お
り
、
そ
の
際
に
「
教

法
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。 

  
 
 
 

 

凡
例 

一 

此
書
浩
瀚
ナ
ル
ヲ
以
テ
広
ク
洋
学
専
門
ノ
士
ニ
命
シ
篇
ヲ
分
テ
之
ヲ
訳
セ
シ
ム
而
シ
テ
其
全
備
ヲ
待
ツ
ト
キ
ハ
曠
シ
ク
歳
月
ヲ
延

ク
故
ニ
篇
次
原
本
ニ
依
ラ
ス
成
ル
ニ
隨
テ
上
梓
ス 

一 

毎
篇
訳
者
同
シ
カ
ラ
ス
文
体
訳
語
モ
亦
隨
テ
異
ナ
ル
モ
ノ
有
リ
将
サ
ニ
全
部
ノ
成
ル
ヲ
俟
テ
更
ニ
刪
潤
ヲ
加
へ
一
轍
ニ
帰
セ
ン
ト

ス 

一 

原
本
洋
教
及
ヒ
回
教
ノ
説
ア
リ
然
レ
ト
モ
彼
ノ
教
法
ハ
我
ニ
在
テ
自
カ
ラ
用
ザ
ル
所
故
ニ
今
之
ヲ
訳
セ
ズ
姑
ク
目
次
ニ
其
篇
名
ヲ

存
レ
以
テ
原
本
ノ
体
裁
ヲ
示
ス
ノ
ミ 
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箕
作
は
「
洋
教
及
ヒ
回
教
ノ
説
」
に
つ
い
て
、「
彼
ノ
教
法
ハ
我
ニ
在
テ
自
カ
ラ
用
ザ
ル
所
故
ニ
今
之
ヲ
訳
セ
ズ
」
と
こ
の
時

点
で
は
述
べ
て
い
た
が
、
最
終
的
に
は
「
彼
ノ
教
法
」
に
関
す
る
項
目
も
す
べ
て
翻
訳
さ
れ
た
。「
洋
教
」
や
「
回
教
」
に
直
接

該
当
す
るR

E
L

IG
IO

U
S

 C
H

U
R

C
H

E
S

 A
N

D
 S

E
C

T
S

とM
O

H
A

M
M

E
D

A
N

IS
M

 –
 H

IN
D

U
IS

M
 –

 B
U

D
D

H
IS

M

は
、
そ
れ

ぞ
れ
若
山
儀
一
訳
・
久
保
吉
人
校
『
洋
教
宗
派
』（
一
八
七
六
年
）、
大
島
貞
益
訳
・
久
保
吉
人
校
『
回
教
及
印
度
教
仏
教
』（
一

八
七
七
年
）
と
し
て
、
ま
たS

C
A

N
D

IN
A

V
IA

N
 M

Y
T

H
O

L
O

G
Y

, &
c. – M

IN
O

R
 S

U
P

E
R

S
T

IT
IO

N
S

も
薗
鑑
訳
・
久
保
吉

人
校
『
北
欧
鬼
神
誌
』（
一
八
七
八
年
）
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。 

他
に
も
「
宗
教
」
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
は
、N

A
T

U
R

A
L

 T
H

E
O

L
O

G
Y

 –
 E

T
H

IC
S

を
箕
作
自
身
が
『
自
然
神
教
及
道

徳
学
』（
一
八
八
〇
年
）
と
し
て
翻
訳
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
文
部
省
版
の
分
冊
本
で
は
刊
行
さ
れ
た
形
跡
の
な
いH

IS
T

O
R

Y
 O

F
 

T
H

E
 B

IB
L

E
 –

 C
H

R
IS

T
IA

N
IT

Y
は
、
吹
田
鯛
六
訳
『
聖
書
縁
起
及
基
督
教
』
と
し
て
有
隣
堂
版
の
合
冊
本
で
一
八
八
三
（
明

治
十
六
）
年
の
第
十
六
冊
に
入
り
、
丸
善
版
で
は
起
点
テ
ク
ス
ト
を
第
五
版
に
改
め
た
原
彌
一
郎
訳
「
経
典
史
」
を
一
八
八
四
（
明

治
十
七
）
年
の
下
巻
第
四
冊
に
収
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
お
け
る
「
宗
教
」
関
連
の
テ
ク
ス
ト
を
一
覧
に

ま
と
め
て
お
こ
う
。 

    

 
 

                     

文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
翻
訳
事
業
に
着
手
し
た
中
心
人
物
と
さ
れ
る
箕
作
麟
祥
は
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
に
『
教
導
説
』

の
凡
例
を
書
い
た
段
階
で
は
、「
彼
ノ
教
法
」
の
翻
訳
を
企
図
し
て
い
な
か
っ
た
。
だ
が
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
一
応
の
収
束
を
み

起点テクストの項目名 翻訳書名 担当者 翻訳出版年 

RELIGIOUS CHURCHES AND SECTS 洋教宗派 若山儀一訳  

久保吉人校 

1876年 

MOHAMMEDANISM – HINDUISM – BUDDHISM 回教及印度教仏教 大島貞益訳 

久保吉人校 

1877年 

SCANDINAVIAN MYTHOLOGY, &c. – MINOR 

SUPERSTITIONS. 

北欧鬼神誌 薗鑑訳 

久保吉人校 

1878年 

NATURAL THEOLOGY – ETHICS 自然神教及道徳学 箕作麟祥訳 1880.年 

HISTORY OF THE BIBLE – CHRISTIANITY 聖書縁起及基督教 吹田鯛六訳 1883年 

有隣堂版 

HISTORY OF THE BIBLE（第5版） 経典史 原彌一郎訳 1884年 

丸善版 



 

 

84 

 

る
明
治
十
年
代
半
ば
ま
で
に
は
、
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
群
す
べ
て
を
翻
訳
出
版
す
る
意
義
が
見
直
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時

期
に
は
「
宗
教
」
と
い
う
翻
訳
語
が
着
実
に
普
及
し
て
お
り
、
近
代
日
本
の
国
家
体
制
の
な
か
で
「
国
家
神
道
」
が
制
度
化
さ
れ

て
い
っ
た
。 

 

『
回
教
及
印
度
教
仏
教
』
に
お
け
る
「
法
教
」 

『
回
教
及
印
度
教
仏
教
』
で
は
一
貫
し
て
「relig

io
n
 

=
 

法
教
」
を
用
い
な
が
ら
、
一
神
教
で
あ
る
「
回
教
」

（M
O

H
A

M
M

E
D

A
N

IS
M

）、
多
神
教
で
あ
る
「
印
度
教
」（H

IN
D

U
IS

M

）
と
「
仏
教
」（B

U
D

D
H

IS
M

）
を
概
説
し
て
い
る
。

冒
頭
部
分
に
顕
著
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
視
点
は
あ
く
ま
で
も
キ
リ
ス
ト
教
（
耶
蘇
教
）
を
意
識
し
た
も
の
で
、「
耶

蘇
教
ヲ
奉
ス
ル
国
」
の
「
真
神
」
に
対
し
て
、「
真
神
ヲ
知
ラ
サ
ル
ノ
民
」
は
「
仮
神
」
を
拝
む
と
す
る
立
場
で
あ
る
。 

 

耶
蘇
教
ヲ
奉
ス
ル
国
ニ
於
テ
用
ヰ
ル
所
ノ
法
教
ノ
二
字
ハ
凡
ソ
我
カ
世
界
ヲ
造
ク
リ
且
ツ
之
ヲ
宰
ス
ル
所
ノ
真
神
ヲ
敬
信
ス
ル
ノ
義
ニ
シ
テ

其
真
神
ヲ
敬
信
ス
ル
ヨ
リ
生
ス
ル
所
ノ
礼
拝
式
其
他
神
ニ
奉
事
ス
ル
諸
儀
式
ヲ
統
ヘ
テ
之
ヲ
法
教
ト
称
ス
然
リ
而
シ
テ
此
敬
神
ノ
心
ハ
一
ハ

人
類
天
賦
ノ
本
性
ニ
本
ツ
キ
一
ハ
我
カ
住
ス
ル
世
界
ノ
形
状
ヨ
リ
生
ス
ル
者
ニ
シ
テ
人
生
自
然
ノ
情
感
ナ
ル
カ
故
ニ
独
リ
耶
蘇
教
ノ
国
ノ
ミ

ニ
ア
ラ
ス
真
神
ヲ
知
ラ
サ
ル
ノ
民
ト
雖
モ
此
心
事
ニ
触
レ
物
ニ
遇
フ
テ
自
カ
ラ
発
見
ス
故
ニ
其
未
タ
真
神
ニ
事
フ
ル
ヲ
知
ラ
サ
ル
者
ハ
必
自

カ
ラ
仮
神
ヲ
造
リ
テ
之
ヲ
拝
ス
夫
レ
其
然
ル
所
以
ノ
者
ハ
葢
シ
人
ノ
世
ニ
在
ル
ヤ
常
ニ
艱
難
危
険
ノ
其
身
ニ
隨
フ
ア
リ
而
シ
テ
造
化
霊
妙
不

測
ノ
奇
工
ヲ
其
間
ニ
呈
シ
或
ハ
人
ヲ
シ
テ
親
愛
已
マ
サ
ラ
シ
メ
或
ハ
人
ヲ
シ
テ
驚
怖
措
カ
サ
ラ
シ
ム
而
シ
テ
人
其
理
ヲ
執
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
モ

得
ル
能
ハ
ス
又
之
ヲ
制
シ
テ
己
レ
カ
欲
ス
ル
所
ニ
従
ハ
シ
メ
ン
ト
欲
ス
ル
モ
亦
能
ハ
ス
是
ニ
於
テ
カ
喜
懼
ノ
心
交
々
至
リ
遂
ニ
其
自
力
ノ
恃

ム
ニ
足
ラ
サ
ル
ヲ
悟
リ
テ
別
ニ
智
力
ノ
己
ニ
勝
ル
者
ヲ
選
ミ
以
テ
之
レ
ニ
依
頼
セ
ン
ト
欲
ス
是
レ
法
教
ノ
由
テ
生
ス
ル
所
ナ
リ 

R
E

L
IG

IO
N

, in C
hristian countries, is generally understood as the feeling of reverence tow

ards the C
reator and R

uler of the w
o
rld, 

together w
ith all those acts of w

orship and service to w
hich that feeling leads. T

he root of this sentim
ent lies in the very constitution of 

m
an and in the circum

stances in w
hich he is placed, and m

anifests itself abundantly even w
here the one suprem

e G
od of the C

hristian is 

unknow
n. M

an is naturally religious, and if he is ignorant of the true G
od, he m

ust m
ake to him

self false ones. H
e is surrounded by 

dangers and difficulties; he sees the m
ighty pow

ers of nature at w
ork all around, pregnant to him

 w
ith hope and fear, and yet inscrutable 

in their w
orking, and beyond his control. H

ence arises the feeling of dependen
ce upon som

ething m
ore pow

erful than him
self – the very 

germ
 of religion. 

 

必
ず
し
も
逐
語
的
な
訳
出
と
は
な
っ
て
い
な
い
が
、「
法
教
」
の
定
義
を
、「
我
カ
世
界
ヲ
造
ク
リ
且
ツ
之
ヲ
宰
ス
ル
所
ノ
真
神

ヲ
敬
信
ス
ル
ノ
義
ニ
シ
テ
其
真
神
ヲ
敬
信
ス
ル
ヨ
リ
生
ス
ル
所
ノ
礼
拝
式
其
他
神
ニ
奉
事
ス
ル
諸
儀
式
」
（th

e 
feelin

g
 

o
f 

rev
eren

ce to
w

ard
s th

e C
reato

r and
 R

u
ler o

f th
e w

o
rld

, to
g
eth

er w
ith

 all th
o
se acts o

f w
o
rsh

ip
 an

d
 serv

ice to
 w

h
ich

 th
at 

feelin
g
 lead

s

）
と
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
な
神
へ
の
畏
敬
の
感
情
や
行
為
が
、
こ
こ
で
の
「relig

ion
 =

 

法
教
」
の
前
提
と

な
る
の
だ
。 

こ
の
冒
頭
部
に
続
く
テ
ク
ス
ト
全
体
に
は
、
西
洋
の
宗
教
研
究
者
や
東
洋
学
者
の
著
名
な
言
説
が
手
際
よ
く
引
用
さ
れ
て
、
英

国
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
に
お
け
る
東
洋
のrelig

io
n

に
対
す
る
知
的
到
達
点
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
近
代
日
本
の
宗
教
学
者
、
た

と
え
ば
岸
本
能
武
太
、
加
藤
玄
智
、
姉
崎
正
治
ら
に
先
駆
け
て
、
明
治
初
期
の
文
部
省
『
百
科
全
書
』
と
い
う
翻
訳
書
の
な
か
で

西
洋
の
（
比
較
）
宗
教
学
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
す
で
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
の
だ
一
八

。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
（
印
度
教
）
や
仏
教
に
関
す

る
記
述
で
は
、
ミ
ュ
ラ
ー
（M

ax
 M

ü
ller

）
のC

o
m

p
a
ra

tive M
yth

o
lo

g
y

やB
u
d
dh

ism
 a

n
d
 B

u
dd

h
ism

 P
ilg

rim
s

、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ

（E
u
g
èn

e B
u
rn

o
u
f

）
のIn

tro
du

ctio
n
 to

 th
e H

isto
ry o

f B
u
d
d
h
ism

な
ど
に
依
拠
し
、
ホ
ジ
ソ
ン
（B

rian
 H

o
u
g
h
to

n
 H

ou
g
h
ton

）

や
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（H

orace H
ay

m
an W

ilso
n

）
な
ど
の
名
も
挙
げ
な
が
ら
解
説
し
て
い
る
一
九

。
そ
し
て
最
後
に
導
き
出
さ
れ
る
の

は
、
あ
く
ま
で
も
キ
リ
ス
ト
教
を
至
高
と
す
る
結
論
で
あ
り
、
仏
教
に
つ
い
て
は
、「
幾
ン
ソ
法
教
ト
日
フ
可
カ
ラ
ザ
ル
ニ
似
タ

リ
」
と
断
定
す
る
。 
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な
お
、
ミ
ュ
ラ
ー
の
著
作
を
本
格
的
に
日
本
に
紹
介
し
た
の
は
、
英
国
で
一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
か
ら
五
年
間
、
彼
に
師

事
し
仏
教
を
研
究
し
た
南
條
文
雄
と
さ
れ
る
。
南
條
の
翻
訳
に
よ
る
ミ
ュ
ラ
ー
の
『
比
較
宗
教
学
』
は
、「
帝
国
百
科
全
書
」
の

シ
リ
ー
ズ
と
し
て
一
九
〇
七
（
明
治
四
十
）
年
の
刊
行
で
あ
る
二
〇

。
こ
の
点
で
も
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
で
の
ミ
ュ
ラ
ー
の

紹
介
は
、
か
な
り
早
い
時
期
の
先
駆
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

『
聖
書
縁
起
及
基
督
教
』
と
『
経
典
史
』
に
お
け
る
「
法
教
」
と
「
宗
教
」 

有
隣
堂
版
に
収
め
ら
れ
た
『
聖
書
縁
起
及
基
督
教
』（
一
八
八
三
年
）
は
、
起
点
テ
ク
ス
ト
第
四
版
（
一
八
六
七
年
）
のH

IS
T

O
R

Y
 

O
F

 T
H

E
 B

IB
L

E
 –

 C
H

R
IS

T
IA

N
IT

Y

の
翻
訳
で
あ
る
。
合
冊
本
の
背
表
紙
と
目
録
で
の
編
名
は
「
経
典
史
及
基
督
教
」
で
あ
る

が
、
本
文
冒
頭
で
は
「
聖
書
縁
起
及
基
督
教
」
と
な
っ
て
お
り
、
不
一
致
だ
が
そ
の
理
由
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
こ
の
合
冊
本
第

十
六
冊
に
は
他
に
も
、『
自
然
神
教
及
道
徳
学
』（
一
八
八
〇
年
）、『
洋
教
宗
派
』（
一
八
七
六
年
）、『
回
教
及
印
度
教
仏
教
』（
一

八
七
七
年
）、『
北
欧
鬼
神
誌
』（
一
八
七
八
年
）
と
い
う
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
「
宗
教
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
項
目
が
入
っ
て
い
る
。

合
冊
本
へ
の
収
録
の
配
列
は
原
著
ど
お
り
で
、『
聖
書
縁
起
及
基
督
教
』
が
二
番
目
な
の
だ
が
、
翻
訳
さ
れ
た
順
序
と
し
て
は
最

後
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
八
月
ま
で
に
刊
行
の
分
冊
本
を
記
載
し
た
『
文
部
省
出
版
書
目
』
か
ら

漏
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
翻
訳
時
期
の
遅
れ
も
あ
っ
て
丸
善
版
の
編
集
者
は
、
独
自
の
翻
訳
者
に
別
途
依
頼
し
た
も
の
と
推
測

さ
れ
る
。 

丸
善
版
下
巻
第
四
冊
の
『
経
典
史
』（
一
八
八
四
年
）
は
、
起
点
テ
ク
ス
ト
第
五
版
（
一
八
七
五
年
）
のH

IS
T

O
R

Y
 O

F
 T

H
E

 

B
IB

L
E

の
翻
訳
で
あ
る
。
聖
書
の
歴
史
に
つ
い
て
解
説
し
た
内
容
と
い
う
点
で
は
、
有
隣
堂
版
も
丸
善
版
も
同
じ
な
の
だ
が
、

起
点
テ
ク
ス
ト
と
翻
訳
者
が
異
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
目
録
を
対
訳
で
比
べ
て
お
こ
う
。 

 

 

起
点
テ
ク
ス
ト
第
四
版
（
一
八
六
七
年
）H

IS
T

O
R

Y
 O

F
 T

H
E

 B
IB

L
E

 – C
H

R
IS

T
IA

N
IT

Y
 

吹
田
鯛
六
訳
『
聖
書
縁
起
及
基
督
教
』（
有
隣
堂
、
一
八
八
三
年
）
の
目
録 

経
典
史
総
論 

希
伯
来
聖
書 

 
T

H
E

 H
E

B
R

E
W

 S
C

R
IP

T
U

R
E

S
 

撒
馬
利
亜
語
訳
摩
西
ノ
五
経 

T
he S

am
aritan P

entateuch 

希
臘
語
訳
旧
約
書 

 
T

he S
eptuagint 

旧
西
里
亜
語
訳
聖
書 

T
he O

ld S
yriac V

ersion 

不
経
ノ
諸
書 

 
T

he A
pocrypha 

新
約
全
書 

 
T

H
E

 N
E

W
 T

E
S

T
A

M
E

N
T

 

英
語
訳
聖
書 

 
T

H
E

 E
N

G
L

IS
H

 B
IB

L
E

 

基
督
教
総
論 

 
C

H
R

IS
T

IA
N

IT
Y

 A
N

D
 T

H
E

 C
H

U
R

C
H

 

基
督
教
会 

 
T

H
E

 C
H

U
R

C
H

 

 

 

起
点
テ
ク
ス
ト
第
五
版
（
一
八
七
五
年
）H

IS
T

O
R

Y
 O

F
 T

H
E

 B
IB

L
E

 

原
彌
一
郎
訳
『
経
典
史
』（
丸
善
商
社
出
版
、
一
八
八
四
年
）
の
目
録 

総
論 

希
伯
来
経
典 

 
T

H
E

 H
E

B
R

E
W

 S
C

R
IP

T
U

R
E

S
 

飜
訳
書 

 
V

E
R

S
IO

N
S

 

撒
馬
利
亜
訳
摩
西
之
五
経 

T
he S

am
aritan P

entateuch 

七
十
士
訳
経
典 

 
T

he S
eptuagint 

旧
齊
利
亜
訳
経
典 

 
T

he O
ld S

yriac V
ersion 
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旧
約
全
書
非
経
之
書 

T
H

E
 O

L
D

 T
E

S
T
A

M
E

N
T

 A
P

O
C

R
Y

P
H

A
 

新
約
全
書 

 
N

E
W

 T
E

S
T
A

M
E

N
T

 S
C

R
IP

T
U

R
E

S
 

新
約
全
書
ノ
聖
経 

 
N

E
W

 T
E

S
T
A

M
E

N
T

 C
A

N
O

N
 

原
書
ノ
印
刷
出
版 

 
P

R
IN

T
E

D
 E

D
IT

IO
N

S
 O

F
 T

H
E

 T
E

X
T

 

経
典
飜
訳
書 

 
B

IB
L

E
 V

E
R

S
IO

N
S

 O
R

 T
R

A
N

S
L

A
T

IO
N

S
 

基
督
教
会 

 
T

H
E

 C
H

R
IS

T
IA

N
 C

H
U

R
C

H
 

  

起
点
テ
ク
ス
ト
の
第
五
版
で
は
大
幅
な
書
き
換
え
が
あ
っ
た
も
の
の
、主
要
な
章
立
て
は
ほ
ぼ
踏
襲
さ
れ
た
。総
論
に
始
ま
り
、

ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
（T

H
E

 H
E

B
R

E
W

 S
C

R
IP

T
U

R
E

S

）、
サ
マ
リ
ア
五
書
（T

h
e S

am
aritan

 P
en

tateu
ch

）、
七
十
人
訳
聖
書
（T

h
e 

S
ep

tu
ag

in
t

）、
古
シ
リ
ア
語
訳
（T

h
e O

ld
 S

y
riac V

ersio
n

）、
外
典
（T

h
e A

p
o
cry

p
h
a

）、
新
約
聖
書
（T

H
E

 N
E

W
 T

E
S

T
A

M
E

N
T

）

な
ど
が
、
ど
ち
ら
の
版
で
も
中
心
的
な
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
本
文
に
お
い
て
も
一
部
重
複
す
る
記
述
が
あ
る
。 

relig
io

n

の
訳
語
と
い
う
観
点
で
興
味
深
い
の
は
、
吹
田
訳
『
聖
書
縁
起
及
基
督
教
』
も
原
訳
『
経
典
史
』
も
「
法
教
」
と
「
宗

教
」
が
混
在
し
、
し
か
も
両
編
と
も
「
宗
教
」
の
使
用
頻
度
が
明
ら
か
に
高
い
と
い
う
傾
向
で
あ
る
。
一
八
七
七
（
明
治
十
）
年

の
大
島
訳
『
回
教
及
印
度
教
仏
教
』
で
は
一
貫
し
て
「relig

io
n
 =

 

法
教
」
で
あ
っ
た
が
、
一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
と
一
八

八
四
（
明
治
十
七
）
年
の
テ
ス
ク
ト
で
は
「
法
教
」
よ
り
も
「
宗
教
」
が
優
位
と
な
る
ま
で
に
淘
汰
が
進
ん
で
い
た
。
ま
さ
に
明

治
十
年
代
に
は
、「
宗
教
」
と
い
う
近
代
日
本
語
が
一
般
化
し
つ
つ
あ
っ
た
証
左
で
あ
る
。 

 

具
体
例
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
は
、『
聖
書
縁
起
及
基
督
教
』
の
冒
頭
近
く
の
「
総
論
」
に
お
け
る
「relig

ion
 =

 

法

教
」
の
例
で
あ
る
。 

 

夫
レ
然
リ
此
等
ノ
四
十
記
者
其
地
位
教
育
及
ビ
智
力
ノ
相
同
ジ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
斯
ノ
如
ク
ニ
シ
テ
又
其
在
世
時
代
ノ
前
後
相
距
ル
コ
ト
二
千

年
ノ
遠
キ
ニ
及
ブ
モ
ノ
有
リ
ト
雖
ト
モ
尚
ホ
其
記
ス
ル
所
ノ
道
徳
及
ビ
法
教
ニ
係
ル
詩
篇
、
史
紀
、
預
言
及
ビ
其
他
ノ
諸
篇
ヲ
対
照
ス
ル
ニ

皆
其
事
実
、
意
見
、
感
情
及
ビ
精
神
ニ
於
テ
相
脗
合
ス
ル
コ
ト
寔
ニ
驚
ク
可
キ
モ
ノ
有
リ
（
吹
田
鯛
六
訳
） 

A
nd yet the forty authors, so unlike each other in rank, education, and quality of intellect, and living apart in the w

ide intervals of w
hich 

the tw
o extrem

es em
brace a period of 2000 years, w

rite poem
s, histories, prophecies, and doctrinal and didactic pieces on m

orality and 

religion, distinguished by a m
arvelously perfect harm

ony in facts, view
s, sentim

ent, and spirit. 

 

こ
こ
で
は
、m

o
rality

 and
 relig

io
n

が
「
道
徳
及
ビ
法
教
」
と
訳
出
さ
れ
て
お
り
、「m

orality
 =

 

道
徳
」
と
並
ん
で
「relig

ion 

=
 

法
教
」
が
登
場
す
る
。
偶
然
に
も
こ
の
部
分
は
起
点
テ
ク
ス
ト
第
五
版
で
も
一
字
一
句
違
わ
な
い
の
で
、『
経
典
史
』
の
該
当

部
分
を
次
に
挙
げ
る
。 

 

其
外
尚
ホ
四
十
人
ノ
記
者
ア
リ
其
門
地
教
育
才
智
等
互
ヒ
ニ
相
ヒ
同
シ
カ
ラ
ズ
前
後
二
千
年
ノ
間
ニ
生
死
シ
偕
ニ
道
徳
宗
教
ニ
関
シ
諸
般
ノ

詩
史
預
言
及
ヒ
伝
教
上
ノ
雑
説
ヲ
著
ハ
セ
リ
而
シ
テ
其
事
蹟
見
解
情
操
精
神
ノ
如
何
ヲ
問
ハ
ズ
（
原
彌
一
郎
訳
） 

 

『
経
典
史
』
の
場
合
は
、「m

o
rality

 =
 

道
徳
」
と
「relig

io
n
 =

 

宗
教
」
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
直
後
に
、m

o
ral an

d
 relig

io
u
s 

tru
th

と
い
う
共
通
す
る
表
現
が
再
び
出
現
し
、
吹
田
訳
で
は
「
道
徳
及
ビ
法
教
上
ノ
真
理
」、
原
訳
で
は
「
道
徳
及
ヒ
宗
教
ノ
真

理
」
と
訳
出
さ
れ
て
い
る
。『
聖
書
縁
起
及
基
督
教
』
と
『
経
典
史
』
の
出
版
年
の
違
い
は
わ
ず
か
一
年
で
あ
る
が
、「
道
徳
」
の

対
概
念
と
し
て
語
ら
れ
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
前
者
は
「
法
教
」、
後
者
は
「
宗
教
」
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。relig

ion

の
訳
語
は
こ

れ
ほ
ど
ま
で
に
、
不
安
定
に
ゆ
ら
い
で
い
た
。 

別
の
箇
所
で
は
「relig

io
n =

 

宗
教
」
に
対
し
て
、「
真
正
」
の
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
い
う
識
別
を
示
し
、
キ
リ
ス
ト
教

（
基
督
教
）
を
「
世
界
文
明
国
所
在
ニ
行
ハ
レ
テ
人
間
社
会
ノ
萬
方
ニ
普
及
」
し
た
「
真
正
ノ
宗
教
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。 
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サ
レ
バ
前
後
相
貫
通
セ
ザ
ル
ガ
如
ク
見
ユ
ル
此
天
与
ノ
教
義
モ
容
易
ニ
活
動
自
在
ノ
力
ヲ
萬
有
セ
ル
真
正
ノ
宗
教
ト
ナ
リ
其
勢
力
及
ビ
進
歩

ノ
形
迹
ハ
歴
史
ニ
徴
シ
テ
明
ケ
シ
今
ヤ
基
督
教
ハ
世
界
文
明
国
所
在
ニ
行
ハ
レ
テ
人
間
社
会
ノ
萬
方
ニ
普
及
セ
リ
ト
雖
ト
モ
余
輩
ハ
迢
カ
ニ

其
本
源
糢
糊
ノ
昔
時
ニ
遡
テ
更
ニ
之
ヲ
考
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
ナ
リ
（
吹
田
鯛
六
訳
） 

T
hus, the apparently disjoined doctrines of revealed religion easily adjust them

selves into a vital and energetic body of truth, the 

influence and m
ovem

ents of w
hich in the w

orld can be historically traced. F
rom

 the com
m

anding post w
hich C

hristianity now
 holds 

am
ong civilized nations; a post aloof from

, yet dom
inant over, the depths and heights, the lengths and breadths of hum

anity, w
e can go 

back to its obscure origin. 

  

『
聖
書
縁
起
及
基
督
教
』
と
『
経
典
史
』
の
両
方
に
み
ら
れ
る
傾
向
と
し
て
、「
法
教
」
よ
り
も
「
宗
教
」
の
使
用
頻
度
が
高

い
が
、
こ
の
一
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
原
著
にrelig

io
n

が
使
わ
れ
て
い
な
い
場
合
で
さ
え
も
、「
宗
教
」
と
い
う
訳
語
が

使
用
さ
れ
て
い
る
用
例
が
あ
る
か
ら
だ
。 

 

然
リ
而
シ
テ
新
約
書
ノ
落
成
以
後
ダ
モ
尚
ホ
四
五
世
紀
ノ
間
英
国
ハ
偶
像
教
ニ
沈
溺
シ
爾
後
更
ニ
数
世
紀
ヲ
経
過
シ
テ
纔
カ
ニ
英
語
訳
聖
書

ノ
一
全
部
ヲ
備
フ
ル
ニ
至
レ
ル
故
ニ
第
十
四
世
紀
間
ノ
我
英
国
宗
教
上
ノ
状
態
ニ
照
シ
テ
現
今
ノ
我
英
国
宗
教
上
ノ
状
態
ヲ
観
レ
バ
余
輩
ハ

「
終
リ
ハ
始
メ
ル
可
ク
始
メ
ハ
終
リ
ナ
ル
可
シ
」
ト
云
ヘ
ル
古
諺
ノ
応
騐
ノ
較
著
ナ
ル
ニ
感
セ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
（
吹
田
鯛
六
訳
） 

A
nd yet, for four or five centuries after the com

pletion even of the N
ew

 T
estam

ent canon, B
ritain w

as involved in paganism
; and m

any 

m
ore centuries had to pass before there w

as an entire copy of the B
ible in the vernacular; so that, looking at w

hat w
e are no

w
, in the light 

of w
hat w

e w
ere for fourteen centuries, w

e see a striking accom
plishm

ent of th
e adage – ‘T

he last shall be first, and the first last.’ 

 

活
版
印
刷
ノ
発
明
以
還
経
典
ノ
訳
書
ヲ
飜
訳
セ
ン
コ
ト
枚
挙
ニ
遑
ア
ラ
ズ
以
テ
宗
教
改
革
ノ
先
駆
ト
為
レ
リ
就
中
其
極
盛
ノ
時
ヲ
第
十
五
世

紀
ノ
末
ト
ス
（
原
彌
一
郎
訳
） 

A
fter the invention of printing –

 especially after the latter part of the 15th century – the harbingers of a new
 ecclesiastical era appeared in 

num
erous republications of the translated B

ible …
  

 

そ
れ
ぞ
れ
は
別
の
話
題
で
あ
る
が
、ど
ち
ら
の
起
点
テ
ク
ス
ト
に
もrelig

io
n

や
そ
の
派
生
語
は
全
く
な
い
。し
か
し
な
が
ら
、

吹
田
訳
で
は
二
つ
、
原
訳
で
は
一
つ
「
宗
教
」
が
登
場
す
る
。「
偶
像
教
」（p

ag
an

ism

）
に
つ
い
て
述
べ
た
後
に
、
吹
田
訳
は

w
h
at w

e are n
o
w

やw
h
at w

e w
ere

に
対
応
す
る
訳
出
と
し
て
、「
我
英
国
宗
教
上
ノ
状
態
」と
い
う
表
現
を
繰
り
返
し
用
い
た
。

他
方
、「
活
版
印
刷
ノ
発
明
」（th

e in
v
en

tio
n
 of p

rin
tin

g

）
以
後
の
「
経
典
ノ
訳
書
」（th

e tran
slated

 B
ib

le

）
の
話
題
に
お
い
て
、

原
訳
はn

ew
 ecclesiastical era

を
「
宗
教
改
革
」
と
し
て
い
る
の
だ
二
一

。 

ち
な
み
に
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
菊
池
大
麓
訳
『
修
辞
及
華
文
』
は
「
宗
教
」
を
論
じ
た
テ
ク
ス
ト
で
は
な
く
、
近
代
日

本
の
文
学
理
論
に
影
響
を
与
え
た
内
容
で
知
ら
れ
て
い
る
。
一
八
七
九（
明
治
十
二
）年
の
刊
行
だ
が
、「
説
服
」（P

E
R

S
U

A
S

IO
N

）

の
説
明
に
お
い
て
、
そ
の
例
と
し
て
「
宗
教
」
が
登
場
す
る
箇
所
が
あ
る
。 

 

耶
蘇
教
々
会
ノ
如
キ
モ
只
其
宗
教
ノ
勢
力
ヲ
世
界
ニ
拡
充
ス
ヘ
キ
ノ
期
望
ヲ
以
テ
其
鼓
舞
動
作
ニ
従
事
シ
テ
当
然
ナ
ル
ヘ
シ 

A
 C

hristian assem
bly is supposed to be capable of being roused into action by the prospect of extending the pow

er and influen
ce of 

C
hristianity in the w

orld. 

 起
点
テ
ク
ス
ト
はrelig

ion

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
もC

h
ristian

ity

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
訳
語
は
「
宗
教
」
で
あ

る
。
つ
ま
り
「
宗
教
」
と
い
う
翻
訳
語
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
（C

h
ristian

ity

）
の
上
位
概
念
と
し
て
使
用
で
き
た
と
い
う
こ
と
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に
な
る
。
ま
た
、
同
テ
ク
ス
ト
に
は

relig
io

u
s

と
い
う
形
容
詞
を
「
宗
教
上
ノ
」
と
訳
し
て
い
る
例
も
み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で

も
「
道
徳
及
ヒ
宗
教
」
と
い
う
対
概
念
が
示
さ
れ
て
い
る
。「
説
服
対
言
ノ
方
略
ヨ
リ
シ
テ
収
ム
ル
所
ノ
結
果
」（T

h
e en

d
s m

o
st 

u
su

ally
 so

u
g
h
t b

y
 m

ean
s o

f p
ersu

asiv
e ad

d
ress

）
が
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。 

 道
徳
及
ヒ
宗
教
上
ノ
旨
ヨ
リ
期
ス
ル
所
ノ
奨
言
ハ
生
霊
ノ
至
大
至
重
ナ
ル
本
分
ヲ
シ
テ
肉
体
ノ
情
欲
ヲ
制
セ
シ
ム
ル
ニ
ア
リ 

In m
oral and religious address, the larger and nobler ends of one’s being are sought to be im

pressed and m
ade predom

inant over present 

and passing im
pulses. 

  

「
宗
教
」
と
並
ん
で
語
ら
れ
て
い
る
「m

o
ral =

 

道
徳
」
は
、
一
八
七
七
（
明
治
十
）
年
の
西
村
茂
樹
『
日
本
道
徳
論
』
を
持

ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
表
層
的
な
文
明
開
化
に
対
抗
す
る
保
守
反
動
勢
力
が
好
ん
だ
鍵
概
念
で
あ
る
。
西
村
は
文
部
省
の
出
版
事

業
に
か
か
わ
る
校
正
者
を
省
内
で
ま
と
め
な
が
ら
、
同
時
期
の
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
に
国
民
教
化
の
目
的
で
修
身
学
社
を
創

設
し
て
お
り
、
こ
の
組
織
は
そ
の
後
一
八
八
四
（
明
治
十
七
）
年
に
日
本
講
道
会
に
改
称
さ
れ
、
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
に

は
日
本
弘
道
会
と
な
る
。
急
進
的
な
欧
化
政
策
に
よ
り
「
道
徳
」
が
乱
れ
て
い
る
と
い
う
懸
念
の
声
も
、
明
治
十
年
代
に
は
上
が

っ
て
い
た
。「
宗
教
」
が
定
着
し
た
同
時
代
に
は
、
他
方
で
「
道
徳
」
へ
と
傾
斜
す
る
奔
流
も
あ
っ
た
こ
と
は
記
憶
し
て
お
き
た

い
二
二

。 

 「
宗
教
」
を
翻
訳
し
た
洋
学
者
た
ち 

 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
「
宗
教
」
を
め
ぐ
る
テ
ク
ス
ト
を
翻
訳
し
た
の
は
、
宗
教
学
者
で
は
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
「
宗
教

学
」
と
い
う
学
問
が
日
本
に
は
ま
だ
な
か
っ
た
時
代
で
あ
る
（
比
較
宗
教
学
会
の
設
立
は
一
八
九
六
（
明
治
二
十
九
）
年
、
東
京

帝
国
大
学
の
宗
教
学
講
座
は
一
九
〇
五
（
明
治
三
十
八
）
年
に
開
設
）。『
洋
教
宗
派
』
を
翻
訳
し
た
若
山
儀
一
と
『
回
教
及
印
度

教
仏
教
』
を
翻
訳
し
た
大
島
貞
益
は
比
較
的
知
名
度
も
高
く
、
と
も
に
明
治
期
に
経
済
分
野
で
活
躍
し
た
人
物
と
し
て
全
集
や
伝

記
な
ど
も
揃
っ
て
い
る
。こ
の
よ
う
な
経
済
の
専
門
家
が
翻
訳
し
た
と
い
う
事
情
が
、宗
教
研
究
者
た
ち
が
文
部
省『
百
科
全
書
』

に
収
め
ら
れ
た
一
連
の
「
宗
教
」
テ
ク
ス
ト
に
邂
逅
す
る
機
会
を
奪
っ
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

若
山
儀
一
は
わ
が
国
で
最
初
の
近
代
的
生
命
保
険
会
社
の
設
立
に
も
か
か
わ
っ
た
著
名
な
経
済
学
者
で
あ
っ
た
。
一
八
四
〇

（
天
保
十
一
）
年
に
江
戸
の
医
師
西
川
宗
庵
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
が
若
山
家
の
養
子
と
な
り
、
緒
方
洪
庵
に
学
ん
だ
。
開
成
所

教
授
を
務
め
た
後
に
、
民
部
省
や
大
蔵
省
に
勤
務
し
て
い
る
。
岩
倉
使
節
団
に
参
加
し
、
諸
外
国
の
税
務
と
財
政
を
研
究
し
て
帰

国
後
、
こ
の
経
験
を
生
か
し
て
太
政
官
や
宮
内
省
な
ど
に
勤
め
、
保
護
貿
易
や
税
制
改
革
を
提
唱
し
た
高
級
官
僚
と
な
っ
た
。
代

表
的
著
作
に
は
『
保
護
税
説
』『
泰
西
農
学
』
な
ど
が
あ
る
。 

大
島
貞
益
は
保
護
貿
易
論
の
経
済
学
者
と
し
て
知
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。『
回
教
及
印
度
教
仏
教
』
の
他
に
も
文
部
省
『
百
科

全
書
』
で
は
、『
土
工
術
』『
北
亜
米
利
加
地
誌
』
を
翻
訳
し
て
い
る
。
一
八
四
五
（
弘
化
二
）
年
に
但
馬
で
生
ま
れ
、
郷
里
で
漢

学
を
修
め
、
開
成
所
で
は
箕
作
麟
祥
に
英
学
を
学
ん
で
い
る
（『
北
欧
鬼
神
誌
』
を
翻
訳
し
た
薗
鑑
（
別
名
「
鑑
三
郎
」、
生
没
年

不
明
）
も
箕
作
の
開
成
所
時
代
の
門
下
生
）。
バ
ッ
ク
ル
（H

en
ry

 T
h
om

as B
u
ck

le

）
著
『
英
国
開
化
史
』（H

isto
ry o

f C
iviliza

tio
n
 

in
 E

n
g
la

n
d

）
の
翻
訳
や
マ
ル
サ
ス
（T

h
o
m

as R
o
b
ert M

alth
u
s

）
の
人
口
論
を
日
本
に
初
め
て
紹
介
し
た
抄
訳
も
手
が
け
た
。
外

務
省
翻
訳
局
を
経
て
、
一
八
九
〇
（
明
治
二
十
三
）
年
か
ら
『
東
京
経
済
雑
誌
』
に
「
保
護
貿
易
論
」
を
連
載
し
て
お
り
、
富
田

鉄
之
助
ら
と
と
も
に
国
家
経
済
会
を
設
立
し
た
。 

『
聖
書
縁
起
及
基
督
教
』
を
担
当
し
た
吹
田
鯛
六
は
生
没
年
と
も
に
不
明
だ
が
、
他
に
も
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
『
羊
山
羊

及
白
露
羊
』
を
翻
訳
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
英
国
の
経
済
学
者
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
（W

illiam
 S

tan
ley

 Jev
o
n
s

）
著
『
労
働
問
題
』

の
翻
訳
者
で
も
あ
る
。
丸
善
版
の
『
経
典
史
』
を
翻
訳
し
た
原
彌
一
郎
の
生
没
年
も
不
明
だ
が
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
な
か

で
は
他
に
も
丸
善
版
の
『
幾
何
学
』
を
翻
訳
し
て
い
る
。
ま
た
、『
獄
中
憂
憤
余
情
』
の
編
集
、『
欧
米
大
家
政
治
格
言
』
の
編
訳
、

米
国
の
セ
ン
ソ
ル
（B

u
n
ce O

liv
er B

ell

）
著
、
田
口
卯
吉
・
尾
崎
行
雄
序
『
欧
米
男
女
礼
法
』
の
翻
訳
な
ど
も
あ
る
。 
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『
洋
教
宗
派
』『
回
教
及
印
度
教
仏
教
』『
北
欧
鬼
神
誌
』
の
校
正
者
、
久
保
吉
人
は
一
八
三
四
（
天
保
五
）
年
に
生
ま
れ
、
校

正
当
時
は
文
部
省
編
書
課
員
で
あ
っ
た
。
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
な
か
で
は
他
に
も
、『
地
文
学
』『
重
学
』『
光
学
及
音
学
』

『
陶
磁
工
篇
』『
水
運
』『
花
園
』『
養
樹
篇
』『
牛
及
採
乳
』『
豚
兎
食
用
鳥
籠
鳥
篇
』『
犬
及
狩
猟
』『
釣
魚
篇
』『
食
物
篇
』『
衣
服

及
服
式
』『
中
古
史
』『
英
倫
及
威
爾
斯
地
誌
』『
蘇
格
蘭
地
誌
』『
亜
細
亜
及
東
印
度
地
誌
』『
北
亜
米
利
加
地
誌
』『
人
心
論
』『
修

身
論
』『
接
物
論
』『
人
口
救
窮
及
保
険
』『
算
数
及
代
数
』『
古
物
学
』
な
ど
最
多
の
校
正
を
担
当
し
て
い
る
。 

箕
作
麟
祥
は
教
育
や
司
法
、
特
に
民
法
に
か
か
わ
る
功
績
で
後
世
に
名
を
残
し
た
が
、「
宗
教
」
と
は
直
接
関
係
し
な
い
。
数

学
者
の
菊
池
大
麓
は
修
辞
学
を
翻
訳
し
た
こ
と
か
ら
文
学
研
究
者
に
は
知
ら
れ
て
い
る
も
の
の
二
三

、宗
教
研
究
者
か
ら
言
及
さ
れ

た
こ
と
は
な
い
。 

以
上
の
よ
う
な
人
物
た
ち
に
よ
っ
て
「
宗
教
」
の
テ
ク
ス
ト
が
訳
さ
れ
た
時
代
に
は
、
日
本
に
は
ま
だ
近
代
学
問
と
し
て
の
「
宗

教
学
」
は
誕
生
し
て
い
な
か
っ
た
し
、
そ
の
後
の
宗
教
研
究
で
も
文
部
省
『
百
科
全
書
』
は
等
閑
に
付
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
本

稿
で
は
、
翻
訳
テ
ク
ス
ト
と
し
て
文
部
省
『
百
科
全
書
』
を
読
む
こ
と
で
、「relig

io
n =

 

宗
教
」
と
い
う
等
価
が
ゆ
ら
ぎ
な
が
ら

も
着
実
に
存
在
感
を
高
め
た
痕
跡
を
確
認
し
た
。
現
時
点
で
は
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
関
す
る
宗
教
学
的
研
究
に
つ
い
て
は

寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
が
、
近
代
日
本
の
「
宗
教
」
史
の
一
側
面
に
光
を
当
て
る
貴
重
な
翻
訳
テ
ク
ス
ト
群
で
あ
る
こ
と
を
強
調

し
て
お
き
た
い
。 

  

五
．
非
「
宗
教
」
の
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ 

 

翻
訳
に
つ
い
て
の
研
究
が
二
十
世
紀
後
半
か
ら
欧
米
諸
国
を
中
心
に
、
学
術
研
究
と
し
て
体
系
化
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
そ
れ
以

前
で
も
、
翻
訳
に
つ
い
て
の
諸
言
説
は
、
特
に
聖
典
と
の
関
係
性
の
な
か
で
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
き
た
。
紀
元
前
の
キ
ケ
ロ

（M
arcu

s T
u
lliu

s C
icero

）
や
聖
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
（S

t. Jero
m

e

）
の
聖
書
翻
訳
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
と
り
わ
け
有
名
で
あ
る
。

近
年
の
言
語
学
的
な
翻
訳
研
究
に
お
い
て
も
、
ナ
イ
ダ
（E

u
g
en

e 
N

id
a

）
の
聖
書
翻
訳
を
め
ぐ
る
等
価
理
論
―
―
形
式
的
等
価

（fo
rm

al eq
u
iv

alen
ce

）
と
動
的
等
価
（dy

n
am

ic eq
u
iv

alen
ce

）
―
―
は
、
現
代
の
翻
訳
学
に
多
大
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
二
四

。

西
洋
の
翻
訳
研
究
に
お
い
て
、「
宗
教
」
と
の
関
係
は
長
く
深
い
。 

近
代
日
本
に
と
っ
て
「
宗
教
」
と
翻
訳
の
関
係
が
特
異
で
あ
る
の
は
、「relig

io
n
 =

 

宗
教
」
と
い
う
等
価
が
虚
構
化
さ
れ
て
い

る
か
ら
だ
。
そ
れ
は
、「
宗
」
と
「
教
」
と
い
う
具
体
的
な
信
仰
実
践
を
示
す
二
字
漢
語
に
仮
託
し
て
、relig

io
n

と
い
う
西
洋
の

概
念
を
「
宗
教
」
と
訳
し
た
結
果
な
の
で
あ
る
。 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
翻
訳
事
業
が
実
施
さ
れ
た
明
治
初
期
は
、
新
政
府
の
「
宗
教
」
政
策
が
「
宗
教
」
概
念
の
内
と
外
を

使
い
分
け
る
プ
ロ
セ
ス
で
、
翻
訳
語
と
し
て
の
「
宗
教
」
が
次
第
に
定
着
し
て
い
っ
た
時
代
で
あ
る
。
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の

「
宗
教
」
を
め
ぐ
る
翻
訳
テ
ク
ス
ト
群
は
、relig

io
n

の
訳
語
が
揺
れ
動
い
て
い
た
近
代
を
記
憶
す
る
。「
宗
教
」
と
い
う
こ
と
ば

の
流
通
を
同
時
代
の
な
か
で
刻
ん
で
い
る
。「
宗
教
」
と
い
う
こ
と
ば
はrelig

io
n

の
翻
訳
語
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
非

「
宗
教
」
の
領
域
を
出
現
さ
せ
な
が
ら
決
定
的
な
定
訳
の
座
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
宗
教
」
と
い
う
近
代
日

本
語
は
、
逆
説
的
に
近
代
日
本
の
非
「
宗
教
」
化
を
遂
行
し
た
と
言
え
る
。 

哲
学
者
の
高
橋
哲
哉
は
、
現
代
の
「
靖
国
問
題
」
を
多
面
的
に
論
じ
て
、「
宗
教
の
問
題
」
と
し
て
の
視
点
で
は
、「
神
社
非
宗

教
」
と
い
う
虚
構
の
な
か
で
「
国
家
神
道
」
が
猛
威
を
振
る
っ
た
歴
史
を
検
証
し
て
み
せ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
な
ど
の
「
宗

教
」
を
国
家
の
「
祭
祀
」
が
超
越
す
る
こ
と
で
、「
祭
教
分
離
」
が
「
祭
教
一
致
」
に
反
転
す
る
と
い
う
逆
説
が
生
じ
て
お
り
、

そ
こ
に
は
「
非
宗
教
と
い
う
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
」
が
な
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
二
五

。 

 

「
神
社
非
宗
教
」
は
、
そ
れ
自
体
一
つ
の
宗
教
で
あ
る
神
社
神
道
を
他
の
す
べ
て
の
宗
教
か
ら
「
分
離
」
し
て
「
超
宗
教
」
と
し
、
他

の
す
べ
て
の
宗
教
を
天
皇
制
国
家
の
「
祭
祀
」
で
あ
る
「
国
家
神
道
」
に
従
属
さ
せ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。 
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靖
国
神
社
を
靖
国
神
社
の
ま
ま
で
、
す
な
わ
ち
そ
の
伝
統
的
な
祭
祀
儀
礼
の
中
心
部
分
を
残
し
た
ま
ま
で
「
特
殊
法
人
」
に
す
る
と
か
、

「
非
宗
教
化
」
し
て
「
国
営
化
」
す
る
と
い
っ
た
意
見
は
、
こ
の
「
神
社
非
宗
教
」
の
狡
知
と
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
災
厄
の
歴
史
に
無
自

覚
す
ぎ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
靖
国
神
社
は
戦
前
・
戦
中
の
そ
の
「
本
来
」
の
姿
に
お
い
て
、
す
で
に
「
無
宗
教
の
国
立
戦
没
者
追

悼
施
設
」
で
あ
っ
た
。
正
確
に
い
え
ば
、「
無
宗
教
の
国
立
戦
没
者
追
悼
施
設
」
を
装
う
「
宗
教
的
な
国
立
戦
没
者
追
悼
施
設
」
で
あ
っ
た

の
だ
。 

 

「
宗
教
」
と
い
う
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
に
は
、
明
治
以
来
い
ま
も
二
つ
の
シ
ニ
フ
ィ
エ
―
―relig

ion

の
翻
訳
語
と
し
て
の
「
宗
教
」

と
、
本
来
の
漢
語
と
し
て
の
「
宗
教
」
―
―
が
共
棲
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
靖
国
体
制
の
「
非
宗
教
と
い
う
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ

ュ
」
が
成
立
す
る
の
だ
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
国
家
装
置
に
は
、「
宗
教
」
で
あ
り
な
が
ら
非
「
宗
教
」
を
装
う
（
宗
教
学

者
、
加
藤
玄
智
は
こ
れ
を
「
倫
理
的
変
装E

th
ical 

C
am

o
u
flag

e

」
と
呼
ん
だ
）
か
ら
く
り
が
潜
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
神
道
の

非
「
宗
教
」
化
を
可
能
に
し
た
「
宗
教
」
と
い
う
近
代
日
本
語
の
逆
説
で
あ
り
、
翻
訳
語
に
隠
蔽
さ
れ
た
二
面
性
に
他
な
ら
な
い
。 
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一 
深
澤
英
隆
「「
宗
教
」
概
念
と
「
宗
教
言
説
」
の
現
在
」
島
薗
進
・
鶴
岡
賀
雄
編
『〈
宗
教
〉
再
考
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
四
年
、
一
五
―

四
〇
頁
）
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
宗
教
」
概
念
の
再
検
討
に
つ
い
て
は
多
数
の
文
献
が
あ
る
。
磯
前
順
一
『
近
代
日
本
の
宗
教
言
説
と
そ
の

系
譜
―
―
宗
教
・
国
家
・
神
道
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）、
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
『
宗
教
の
系
譜
―
―
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ム
に
お
け
る
権

力
の
根
拠
と
訓
練
』
中
村
圭
志
訳
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）、
深
澤
英
隆
『
啓
蒙
と
霊
性
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）、
磯
前
純
一
・
山

本
達
也
編
『
宗
教
概
念
の
彼
方
へ
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
も
参
照
さ
れ
た
い
。 

二 

望
月
信
亨
『
望
月
仏
教
大
辞
典 

第
三
巻
』（
世
界
聖
典
刊
行
協
会
、
一
九
五
四
年
、
二
二
二
九
―
二
二
三
〇
頁
）。 

三 

星
野
靖
二
『
近
代
日
本
の
宗
教
概
念
―
―
宗
教
者
の
言
葉
と
近
代
』（
有
志
舎
、
二
〇
一
二
年
、
ｉ
頁
）。 

四 

相
原
一
郎
介
「
訳
語
「
宗
教
」
の
成
立
」『
宗
教
学
紀
要
第
五
輯
』（
日
本
宗
教
学
会
、
一
九
三
八
年
、
一
―
六
頁
）。
相
原
は
文
部
省
宗
教
官

を
務
め
た
人
物
。 

五 

『
締
盟
各
国
条
約
彙
纂
』（
外
務
省
記
録
局
、
一
八
八
九
年
）。
近
代
文
章
語
成
立
史
の
観
点
か
ら
幕
末
外
交
文
書
に
光
を
当
て
た
研
究
と
し
て

は
、
清
水
康
行
『
黒
船
来
航
―
―
日
本
語
が
動
く
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
）
で
日
米
修
好
通
商
条
約
が
扱
わ
れ
て
い
る
。 

六 

外
務
省
調
査
部
編
『
大
日
本
外
交
文
書 
第
一
巻
第
一
冊
』（
日
本
国
際
協
会
、
一
九
三
六
年
）。 

七 

鈴
木
範
久
『
明
治
宗
教
思
潮
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
九
年
）。
た
だ
し
小
泉
仰
に
よ
れ
ば
、
新
井
白
石
の
著
作
に
世
界
の
三
大

「
宗
教
」
へ
の
言
及
が
あ
る
（『
福
澤
諭
吉
の
宗
教
観
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
、
二
―
七
頁
）。 

八 

田
中
彰
『
明
治
維
新
と
西
洋
文
明
―
―
岩
倉
使
節
団
は
何
を
見
た
か
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
三
年
、
一
五
七
―
一
六
二
頁
）。  

九 

山
崎
渾
子
『
岩
倉
使
節
団
に
お
け
る
宗
教
問
題
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）
で
は
、
文
部
省
理
事
官
と
し
て
岩
倉
使
節
団
に
参
加
し
た

田
中
不
二
麿
の
『
理
事
功
程
』
と
合
わ
せ
て
、『
実
記
』
の
宗
教
関
係
の
訳
語
を
国
別
に
ま
と
め
て
い
る
。 

一
〇 

小
泉
仰
「
序
論
」
比
較
思
想
史
研
究
会
編
『
明
治
思
想
家
の
宗
教
観
』（
大
蔵
出
版
、
一
九
七
五
年
、
二
〇
頁
）。 

一
一 

磯
前
順
一
「
近
代
に
お
け
る
「
宗
教
」
概
念
の
形
成
過
程
」
小
森
陽
一
・
千
野
香
織
・
酒
井
直
樹
・
成
田
龍
一
・
島
薗
進
・
吉
見
俊
哉
編
『
近

代
知
の
成
立
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
一
六
一
―
一
九
六
頁
）。 

一
二 

同
論
文
、
一
六
九
頁
。 

一
三 

福
澤
諭
吉
『
文
明
論
之
概
略
』
に
お
け
る
「
宗
教
」
の
ほ
ぼ
一
貫
し
た
使
用
が
、「
そ
の
訴
求
力
の
あ
る
文
明
史
的
な
展
望
の
中
で
の
宗
教

概
念
の
明
確
な
位
置
づ
け
と
相
ま
っ
て
、
宗
教
と
い
う
言
葉
の
一
般
的
な
定
着
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
」
の
で
は
な
い
か
と
す
る
指
摘
も
あ
る

（
津
田
雅
夫
「
宗
教
」
石
塚
正
英
・
柴
田
隆
行
監
修
『
哲
学
・
思
想
翻
訳
後
事
典 

増
補
版
』
論
創
社
、
二
〇
一
三
年
、
一
四
六
頁
）。 

一
四 

安
丸
良
夫
『
神
々
の
明
治
維
新
』（
岩
波
新
書
、
一
九
七
九
年
）。
ま
た
、
羽
賀
祥
二
『
明
治
維
新
と
宗
教
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
四
年
）、

山
口
輝
臣
『
明
治
国
家
と
宗
教
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
も
参
照
。 

一
五 

島
薗
進
『
国
家
神
道
と
日
本
人
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
一
〇
年
）。
明
治
期
の
祝
祭
日
や
学
校
行
事
に
つ
い
て
は
、
山
本
信
良
・
今
野
敏
彦
『
近

代
教
育
の
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
―
―
明
治
期
学
校
行
事
の
考
察
』（
新
泉
社
、
一
九
八
七
年
）
に
詳
し
い
。 

一
六 

村
上
重
良
『
慰
霊
と
招
魂
―
―
靖
国
の
思
想
』（
岩
波
新
書
、
一
九
七
四
年
）。 

一
七 

小
川
原
正
道
『
近
代
日
本
の
戦
争
と
宗
教
』（
講
談
社
、
二
〇
一
〇
年
）
に
お
い
て
も
、
戊
辰
戦
争
か
ら
日
露
戦
争
ま
で
の
近
代
日
本
の
国

家
と
「
宗
教
」
の
関
係
の
な
か
に
戦
争
を
媒
介
項
と
し
て
置
い
て
論
じ
て
い
る
。 

一
八 

岸
本
能
武
太
『
宗
教
研
究
』（
警
醒
社
、
一
八
九
九
年
）、
加
藤
玄
智
『
宗
教
新
論
』（
博
文
館
、
一
九
〇
〇
年
）、
姉
崎
正
治
『
宗
教
学
概
論
』

（
東
京
専
門
学
校
出
版
部
、
一
九
〇
〇
年
）
な
ど
よ
り
も
約
四
半
世
紀
早
い
。 

一
九 

マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
（
一
八
二
三
―
一
九
〇
〇
年
）
は
英
国
に
帰
化
し
た
ド
イ
ツ
人
東
洋
学
者
。
ウ
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
（
一
八
〇

一
―
五
二
年
）
は
フ
ラ
ン
ス
の
東
洋
学
者
、
言
語
学
者
。
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
ホ
ー
ト
ン
・
ホ
ジ
ソ
ン
（
一
八
〇
〇
―
九
四
年
）
は
東
イ
ン
ド
会
社
員

で
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
研
究
者
。
ホ
ラ
ス
・
ヘ
イ
マ
ン
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（
一
七
八
六
―
一
八
六
〇
年
）
は
イ
ン
ド
学
者
。 

二
〇 

マ
ク
ス
・
ミ
ユ
ー
レ
ル
著
『
比
較
宗
教
学
』
南
條
文
雄
訳
（
博
文
館
、
一
九
〇
七
年
）（M

üller, F. M
. (1873). Introduction to the Science of 

R
eligion

）。
南
條
文
雄
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
学
ん
だ
宗
教
学
者
。 

二
一 

英
語
の
通
例
で
は
、
単
にthe R

eform

が
「
宗
教
改
革
」
の
こ
と
を
指
標
す
る
。 

二
二 

「
道
徳
」
は
「
道
」
と
「
徳
」
か
ら
成
る
二
字
漢
語
で
漢
籍
に
も
登
場
す
る
が
、
ラ
テ
ン
語m

ores

か
ら
派
生
し
たm

oral

の
翻
訳
語
で
も

あ
る
と
い
う
点
で
、「
宗
教
」
と
共
通
す
る
側
面
を
有
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
。 

二
三 

た
と
え
ば
、
菅
谷
廣
美
『「
修
辞
及
華
文
」
の
研
究
』（
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
八
年
）。 

二
四 

ユ
ー
ジ
ン
・
ナ
イ
ダ
『
翻
訳
学
序
説
』
成
瀬
武
史
訳
（
開
文
社
出
版
、
一
九
七
二
年
）（ N

ida, E
. A

. (1964). Tow
ard a science of translating. 

L
eiden: E

. J. B
rill.

）。
ユ
ー
ジ
ン
・
ナ
イ
ダ
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
バ
ー
、
ノ
ア
・
ブ
ラ
ネ
ン
『
翻
訳
―
―
理
論
と
実
際
』
沢
登
春
仁
・
升
川
潔

訳
（
研
究
社
出
版
、
一
九
七
三
年
）（N

ida, E
. A

., T
aber, C

. R
., &

 B
rannen, N

. S
. (1969). T

he theory and practice of translation. L
eiden: E

.J. 

B
rill.

）。 

二
五 

高
橋
哲
哉
『
靖
国
問
題
』（
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
〇
五
年
、
九
七
―
一
四
八
頁
）。 
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第
六
章 

「
大
英
帝
国
」
と
い
う
近
代
―
―
大
日
本
帝
国
の
事
後
的
な
語
り 

 

天
文
学 

気
中
現
象
学 

地
質
学 

地
文
学 

植
物
生
理
学 

植
物
綱
目 

動
物
及
人
身
生
理 

動
物
綱
目 

物
理
学 

重
学 

動
静
水
学 

光
学
及
音
学 

電
気
及
磁
石 

時
学
及
時
刻
学 

化
学
篇 

陶
磁
工
篇 

織
工
篇 

鉱
物
篇 

金
類
及
錬
金
術 

蒸
気
篇 

土
工
術 

陸
運 

水
運 

建
築
学 

温
室
通
風

点
光 
給
水
浴
澡
堀
渠
篇 

農
学 

菜
園
篇 

花
園 

果
園
篇 

養
樹
篇 

馬 

牛
及
採
乳
方 

羊
篇 

豚
兎
食
用
鳥
篭
鳥
篇 

蜜
蜂
篇 

犬
及
狩
猟 

釣

魚
篇 

魚
猟
篇 
養
生
篇 

食
物
篇 

食
物
製
方 

医
学
篇 

衣
服
及
服
式 

人
種 

言
語 

交
際
及
政
体 

法
律
沿
革
事
体 

太
古
史 

希
臘
史 

羅

馬
史 

中
古
史 

英
国
史 

英
国
制
度
国
資 

海
陸
軍
制 

欧
羅
巴
地
誌 

英
倫
及
威
爾
斯
地
誌 

蘇
格
蘭
地
誌 

愛
倫
地
誌 

亜
細
亜
地
誌 

亜
弗

利
加
及
大
洋
州
地
誌 

北
亜
米
利
加
地
誌 

南
亜
米
利
加
地
誌 

人
心
論 

骨
相
学 

北
欧
鬼
神
誌 

論
理
学 

洋
教
宗
派 

回
教
及
印
度
教
仏
教 

歳

時
記 

修
身
論 

接
物
論 

経
済
論 
人
口
救
窮
及
保
険 

百
工
倹
約
訓 

国
民
統
計
学 

教
育
論 

算
術
及
代
数 

戸
内
遊
戯
方 

体
操
及
戸
外
遊
戯 

古
物
学 

修
辞
及
華
文 

印
刷
術
及
石
版
術 

彫
刻
及
捉
影
術 

自
然
神
教
及
道
徳
学 

幾
何
学 

聖
書
縁
起
及
基
督
教 

貿
易
及
貨
幣
銀
行 

画
学
及
彫

像 

百
工
応
用
化
学 

家
事
倹
約
訓 

  

一
． 

遡
及
す
る
こ
と
ば 

 

「
大
英
帝
国
」
と
い
う
こ
と
ば
の
出
自
は
意
外
に
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、B

ritish
 
E

m
p
ire

の
翻
訳
語
で
あ
る
こ
と
は
想

像
に
難
く
な
い
。 

本
章
で
は
、
明
治
初
期
に
翻
訳
出
版
さ
れ
た
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
読
解
を
と
お
し
て
、「
大
日
本
帝
国
」
と
「
大
英
帝
国
」

の
逆
説
的
な
関
係
を
問
題
化
し
た
い
。
明
治
初
期
に
はB

ritish
 E

m
p
ire

を
必
ず
し
も
「
大
英
帝
国
」
と
訳
出
し
て
い
た
わ
け
で

は
な
く
、
こ
の
こ
と
は
近
代
日
本
語
の
「
帝
国
」
概
念
に
も
か
か
わ
る
。
そ
こ
で
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
お
け
る
「B

ritish 

E
m

p
ire 

=
 

大
英
帝
国
」
と
い
う
翻
訳
等
価
の
半
ば
不
在
―
―
後
で
詳
し
く
見
る
よ
う
に
、
特
殊
な
事
例
で
の
み
「
大
英
帝
国
」

と
訳
出
―
―
を
契
機
と
し
て
、「
大
英
帝
国
」
の
自
明
性
を
問
い
直
し
た
い
。
近
年
の
研
究
書
で
はB

ritish
 E

m
p
ire

を
「
ブ
リ
テ

ン
帝
国
」
あ
る
い
は
「
イ
ギ
リ
ス
帝
国
」
な
ど
と
す
る
傾
向
に
あ
る
が
、
慣
例
的
に
は
「
大
英
帝
国
」
も
（
賛
否
両
論
あ
る
に
せ

よ
）
今
な
お
死
語
と
は
な
っ
て
い
な
い
一

。
こ
の
こ
と
ば
に
は
何
が
記
憶
さ
れ
て
い
る
の
か
。 

明
治
政
府
が
国
民
国
家
と
し
て
の
体
制
を
本
格
化
す
る
明
治
十
年
代
末
か
ら
二
十
年
代
に
か
け
て
は
、「
帝
国
大
学
」「
大
日
本

帝
国
憲
法
」「
帝
国
議
会
」
な
ど
「
帝
国
」
と
い
う
用
語
が
政
府
の
公
的
文
書
に
頻
出
し
始
め
る
。
た
と
え
ば
一
八
八
六
（
明
治

十
九
）
年
の
帝
国
大
学
令
に
は
「
帝
国
大
学
ハ
国
家
ノ
須
要
ニ
応
ズ
ル
学
術
技
芸
ヲ
教
授
シ
」
と
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
結
果
的

に
東
京
・
京
都
・
東
北
・
九
州
・
北
海
道
・
京
城
・
台
北
・
大
阪
・
名
古
屋
の
各
地
に
帝
国
大
学
が
揃
い
、
そ
の
立
地
は
「
大
日

本
帝
国
」
と
い
う
国
家
の
版
図
と
重
な
る
二

。
国
家
の
呼
称
と
し
て
の
「
大
日
本
帝
国
」
は
周
知
の
よ
う
に
、
一
八
八
九
（
明
治

二
十
二
）
年
に
発
布
さ
れ
た
大
日
本
帝
国
憲
法
の
一
条
に
お
い
て
「
大
日
本
帝
国
は
万
世
一
系
の
天
皇
之
を
統
治
す
」
と
明
記
さ

れ
た
こ
と
で
正
式
に
確
定
す
る
。
さ
ら
に
、「
帝
国
ホ
テ
ル
」「
帝
国
文
学
」「
帝
国
劇
場
」
な
ど
文
化
面
で
の
「
帝
国
」
言
説
も

流
行
し
、
一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
設
立
の
「
東
京
学
士
会
院
」
は
、
一
九
〇
六
（
明
治
三
十
九
）
年
に
は
「
帝
国
学
士
院
」

と
改
称
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
帝
国
」
は
肯
定
的
な
語
感
を
も
ち
、
積
極
的
に
好
ま
れ
た
こ
と
ば
で
あ
っ
た
。 

「
帝
国
」
と
い
う
こ
と
ば
の
隆
盛
を
受
け
てB

ritish
 E

m
p
ire

は
「
大
英
帝
国
」
と
な
り
、「
大
日
本
帝
国
」
の
語
り
に
事
後
的

に
現
わ
れ
る
―
―
「
大
日
本
帝
国
」
の
成
立
が
翻
訳
語
の
「
大
英
帝
国
」
に
先
行
し
た
―
―
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

前
近
代
的
天
皇
制
の
「
帝
国
日
本
」
か
ら
近
代
国
民
国
家
と
し
て
の
「
大
日
本
帝
国
」
へ
と
国
家
体
制
が
移
行
す
る
時
代
の
な
か

で
、「
大
英
帝
国
」
と
い
う
近
代
日
本
語
が
遡
及
的
に
成
立
し
た
こ
と
に
な
る
。「
帝
国
日
本
」
が
「
大
日
本
帝
国
」
へ
と
不
可
逆

的
に
変
容
を
遂
げ
た
の
ち
に
、B

ritish
 E

m
p
ire

が
「
大
英
帝
国
」
と
し
て
定
着
し
た
の
だ
か
ら
。 
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二
． 

「
大
英
帝
国
」
と
は 

 
文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
お
け
る
「
大
英
帝
国
」 

B
ritish

 E
m

p
ire

は
、B

ritish

とE
m

p
ire

の
二
語
か
ら
成
る
。
だ
か
ら
「B

ritish
 =

 

大
英
」
と
「E

m
p
ire =

 

帝
国
」
を
組
み
合

わ
せ
れ
ば
、「B

ritish
 E

m
p
ire =

 

大
英
帝
国
」
で
あ
る
。
だ
が
、
事
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。「
大
英
帝
国
」
創
発
の
手
が

か
り
を
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
諸
編
に
探
っ
て
み
た
い
。 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
お
い
て
、B

ritish
 
E

m
p
ire

を
め
ぐ
る
翻
訳
語
を
探
索
す
る
た
め
に
、
と
く
に
地
理
や
歴
史
な
ど
社

会
科
学
分
野
に
関
す
る
次
の
十
八
編
を
中
心
に
、
起
点
／
翻
訳
テ
ク
ス
ト
を
比
較
し
な
が
ら
頁
を
繰
っ
て
み
た
。 

 

人
種 

交
際
及
政
体 

法
律
沿
革
事
体 
太
古
史 

希
臘
史 

羅
馬
史 

中
古
史 

英
国
史 

英
国
制
度
国
資 

海
陸
軍
制 

欧
羅
巴
地

誌 

英
倫
及
威
爾
斯
地
誌 

蘇
格
蘭
地
誌 
愛
倫
地
誌 

亜
細
亜
地
誌 

亜
弗
利
加
及
大
洋
州
地
誌 

北
亜
米
利
加
地
誌 

南
亜
米
利
加

地
誌 

 

ま
ず
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
の
横
瀬
文
彦
訳
『
英
国
制
度
国
資
』
は
、CO

N
S

T
IT

U
T

IO
N

 A
N

D
 R

E
S

O
U

R
C

E
S

 O
F

 T
H

E
 

B
R

IT
IS

H
 E

M
P

IR
E

を
翻
訳
し
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
も
と
の
タ
イ
ト
ル
に
はB

R
IT

IS
H

 E
M

P
IR

E

そ
の
も
の
が
登
場
す
る
も

の
の
、
横
瀬
訳
で
は
単
に
「
英
国
」
と
し
て
お
り
、「B

ritish
 E

m
p
ire =

 
大
英
帝
国
」
と
い
う
等
価
は
未
発
で
あ
る
。
で
は
、
本

文
は
ど
う
か
。B

ritish
 E

m
p
ire

を
定
義
す
る
箇
所
を
引
用
し
、
関
連
す
る
語
に
も
着
目
し
て
お
く
。 

 

大
英
ノ
版
図
ト
ハ
大
不
列
嶺
ト
愛
耳
蘭
ト
ノ
合
同
国
幷
ニ
其
近
海
ノ
小
島
嶼
及
ヒ
世
界
ノ
諸
方
ニ
散
布
セ
ル
数
処
ノ
新
境
蕃
属
ヲ
総
称
ス

ル
ナ
リ
大
英
ノ
政
治
上
ニ
於
テ
最
モ
著
明
ナ
ル
一
事
ハ
諸
民
尽
ク
社
会
ノ
自
由
幷
ニ
法
教
ノ
自
由
ヲ
得
ル
ノ
大
ナ
ル
ニ
ア
リ
奴
隷
ノ
使
役

ハ
大
英
所
轄
ノ
地
内
ニ
一
モ
存
ス
ル
所
ナ
ク
身
体
自
由
ノ
権
利
ニ
至
テ
ハ
門
閥
ノ
尊
卑
、
位
階
ノ
高
下
、
本
業
ノ
差
別
、
邦
語
ノ
異
同
、

種
族
ノ
種
類
、
法
教
宗
派
ヲ
問
ハ
ス
諸
民
一
同
之
ヲ
保
全
ス
ル
ニ
於
テ
毫
モ
妨
碍
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
シ 

T
he B

ritish E
m

pire consists of the U
nited K

ingdom
 of G

reat B
ritain and Ireland – including a num

ber of m
inor islands around their 

shores – and of several colonies and other dependencies in different quarters of the w
orld. T

he m
ost rem

arkable peculiarity in the 

political condition of the B
ritish E

m
pire, is the high degree of civil and religious liberty w

hich all classes of subjects practically enjoy. 

S
lavery exists in no quarter of the B

ritish dom
inions: personal freedom

, w
ith liberty to com

e and go, unquestioned and unim
peded, is 

assured to all, w
ithout respect of birth, rank, profession, language, colour, or religion. 

 こ
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
に
も
「
大
英
帝
国
」
は
全
く
登
場
し
な
い
。
起
点
テ
ク
ス
ト
のB

ritish
 E

m
p
ire

は
「
大
英
」
と
の
み
訳

出
さ
れ
て
、「
大
不
列
嶺
ト
愛
耳
蘭
ト
ノ
合
同
国
」（U

n
ited

 K
in

g
do

m
 o

f G
reat B

ritain
 an

d Irelan
d

）
と
「
数
処
ノ
新
境
蕃
属
」

（sev
eral co

lo
n
ies an

d
 o

th
er d

ep
en

d
en

cies

）
な
ど
を
合
わ
せ
た
「
総
称
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。 

B
ritish

 
E

m
p
ire

の
構
成
要
素
と
し
て
、
本
国
に
「
数
処
ノ
新
境
蕃
属
」
が
加
わ
る
点
は
重
要
で
あ
る
。em

p
ire

の
特
徴
は
版

図
の
拡
大
に
あ
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
、「
社
会
ノ
自
由
幷
ニ
法
教
ノ
自
由
」（civ

il an
d relig

io
u
s lib

erty

）
が
確
保
さ
れ
、「
奴
隷
」

（slav
ery

）が
い
な
い
こ
と
をB

ritish
 E

m
p
ire

の
要
件
と
し
て
明
記
し
て
い
る
。ま
た
、「
身
体
自
由
ノ
権
利
」（p

erso
n
al freed

o
m

）

に
つ
い
て
は
、「
門
閥
ノ
尊
卑
、
位
階
ノ
高
下
、
本
業
ノ
差
別
、
邦
語
ノ
異
同
、
種
族
ノ
種
類
、
法
教
宗
派
」（b

irth
, ran

k
, p

rofessio
n
, 

lan
g
u
ag

e, co
lo

ur, o
r relig

io
n

）
を
問
わ
な
い
と
す
る
。co

lo
ur

を
「
種
族
ノ
種
類
」
と
訳
出
し
て
お
り
「
人
種
」
で
は
な
い
が
、

こ
の
概
念
に
つ
い
て
は
別
途
考
え
た
い
。 

な
おco

lo
n
ies

に
関
し
て
は
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
別
の
テ
ク
ス
ト
で
は
次
の
よ
う
に
訳
出
さ
れ
て
い
る
。 

 

英
国
ノ
植
民
及
ヒ
属
国
ノ
事
、
七
年
間
ノ
戦
争 
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此
後
数
年
ノ
間
人
民
ノ
富
庶
速
カ
ニ
進
歩
ヲ
為
シ
タ
リ
当
時
ワ
ル
ポ
ー
ル
ニ
続
テ
主
相
タ
ル
モ
ノ
ハ
最
モ
尊
崇
ス
ベ
キ
ヘ
ン
リ
ー
、
ペ
ル

ハ
ム
ト
云
フ
人
ニ
テ
従
来
大
蔵
卿
ニ
任
シ
貿
易
会
計
ノ
策
略
ニ
長
ス
ル
コ
ト
第
一
等
ナ
リ
抑
以
利
沙
伯
王
以
来
英
国
ハ
植
民
ヲ
ナ
シ
又
之

ヲ
養
成
ス
ル
コ
ト
ヲ
勤
メ
タ
リ
其
植
民
地
ハ
多
ク
西
印
度
ト
北
亜
米
利
加
ニ
在
リ 

C
O

L
O

N
IE

S
 A

N
D

 D
E

P
E

N
D

E
N

C
IE

S
 O

F
 B

R
IT

A
IN

 – T
H

E
 S

E
V

E
N

 Y
E

A
R

S
’ W

A
R

 

F
or several years after this period, the national resources underw

ent rapid im
provem

ent. T
he m

ost respectable m
inister w

ho 

im
m

ediately follow
ed W

alpole, w
as the H

onourable H
enry P

elham
, first lord of the T

reasury and chancellor of the E
xchequer, w

hose 

com
m

ercial and financial schem
es w

ere usually very successful. S
ince the reign o

f E
lizabeth, the B

ritish had been active in planting 

and rearing colonies, of w
hich a considerable num

ber now
 existed in the W

est Indies and in N
orth A

m
erica. 

 こ
れ
は
、
関
藤
成
緒
訳
・
西
坂
成
一
校
『
英
国
史
』
か
ら
の
一
節
で
あ
る
。
英
語
で
の
タ
イ
ト
ル
はH

IS
T

O
R

Y
 O

F
 G

R
E

A
T

 

B
R

IT
A

IN
 A

N
D

 IR
E

L
A

N
D

で
、
文
部
省
印
行
は
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
。
上
記
引
用
で
は
、
小
見
出
しC

O
L

O
N

IE
S

 A
N

D
 

D
E

P
E

N
D

E
N

C
IE

S
 O

F
 B

R
IT

A
IN

が
「
英
国
ノ
植
民
及
ヒ
属
国
ノ
事
」
と
な
り
、
本
文
中
のco

lo
n
ies

は
「
植
民
」「
植
民
地
」

と
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
一
七
五
六
年
か
ら
始
ま
っ
た
七
年
戦
争
で
プ
ロ
イ
セ
ン
に
味
方
し
て
勝
利
し
た
「
英
国
」
が
北

米
な
ど
で
優
位
な
立
場
を
占
有
す
る
結
果
と
な
る
史
実
が
説
明
さ
れ
て
お
り
、
領
土
を
拡
大
す
る
帝
国
主
義
に
と
っ
て
、

「co
lo

n
ies =

 

植
民
地
」
は
不
可
欠
の
存
在
で
あ
る
。 

さ
て
、British

 E
m

p
ire 

の
探
索
に
話
を
戻
そ
う
。大
塚
綏
次
郎
訳
・
久
保
吉
人
校『
英
倫
及
威
爾
斯
地
誌
』はE

N
G

L
A

N
D

 A
N

D
 

W
A

L
E

S

の
翻
訳
で
、『
英
国
史
』
と
同
じ
く
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
に
出
版
さ
れ
た
。
実
は
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
「
大
英

帝
国
」
が
出
現
す
る
。
首
都
ロ
ン
ド
ン
（
倫
敦
）
を
説
明
す
る
箇
所
が
あ
り
、「E

n
g
lan

d
 =

 

英
倫
」
と
の
対
比
で
「B

ritish
 E

m
p
ire 

=
 

大
英
帝
国
」
が
登
場
す
る
の
だ
。
明
治
十
年
代
初
め
の
「
大
英
帝
国
」
と
い
う
語
の
使
用
は
き
わ
め
て
稀
で
あ
り
、
い
ま
の

と
こ
ろ
管
見
の
限
り
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
「
大
英
帝
国
」
の
日
本
に
お
け
る
初
出
で
あ
る
。 

 

首
府 

倫
敦
ハ
英
倫
ノ
首
府
大
英
帝
国
ノ
京
都
ニ
シ
テ
テ
ー
ム
ス
河
ヲ
挟
ミ
、
ミ
ッ
ド
ル
ゼ
ッ
キ
ス
ワ
ル
レ
ー
ケ
ン
ト
ノ
三
郡
ニ
跨
ル
、
初
メ
羅

馬
人
カ
千
八
百
年
前
ニ
此
都
府
ヲ
開
キ
シ
時
ハ
、
一
小
邑
ナ
ル
ニ
過
ギ
ザ
リ
シ
カ
、
爾
来
事
務
多
端
ナ
ル
人
民
集
合
シ
来
リ
テ
、 

T
he M

etropolis 

L
ondon, the capital of E

ngland, and m
etropolis of the B

ritish E
m

pire, is situated on the banks of the T
ham

es, in the countries of 

M
iddlesex, S

urrey, and K
ent. O

n the spot now
 occupied by the city, or m

ore ancient part of the m
etropolis, w

hich is on the left or 

northern bank of the T
ham

es, a tow
n had been built and possessed by the R

om
ans eighteen centuries ago, and from

 that period it has 

constantly been the seat of an increasing and busy population. 

 
 

 
E

n
g
land

とB
ritish

 E
m

p
ire

を
明
確
に
峻
別
す
る
必
要
性
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
を
「
英
倫
」
と
「
大
英
帝
国
」
と
い
う
訳
語
に
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
先
に
見
た
『
英
国
制
度
国
資
』（C

O
N

S
T

IT
U

T
IO

N
 
A

N
D

 
R

E
S

O
U

R
C

E
S

 
O

F
 
T

H
E

 

B
R

IT
IS

H
 E

M
P

IR
E

）
の
よ
う
に
、B

ritish
 E

m
p
ire

を
単
に
「
英
国
」
と
訳
出
し
た
の
で
は
、E

n
g
land

と
の
関
係
で
曖
昧
と
な

る
か
ら
だ
。
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
限
っ
て
、
明
治
初
期
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
は
「
大
英
帝
国
」
の
創
発
の
場
と
な
り
得
た
の
だ
ろ
う
。

B
ritish

 
E

m
p
ire

を
「
大
英
帝
国
」
と
訳
出
し
て
い
る
の
は
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
全
編
で
唯
一
こ
の
箇
所
の
み
で
あ
る
。
で

は
、
同
時
代
の
他
の
テ
ク
ス
ト
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。 

 

同
時
代
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
大
英
帝
国
」
の
不
在
―
―
『
世
界
国
尽
』
と
『
米
欧
回
覧
実
記
』 

 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
『
英
倫
及
威
爾
斯
地
誌
』（E

N
G

L
A

N
D

 A
N

D
 W

A
L

E
S

）
で
はB

ritish
 E

m
p
ire

の
訳
語
と
し
て
「
大

英
帝
国
」
が
出
現
し
た
が
、
そ
れ
は
「
英
倫
」（E

ng
lan

d

）
と
の
混
同
を
避
け
る
と
い
う
特
殊
な
制
約
下
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
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て
、「B

ritish
 E

m
p
ire =

 

大
英
帝
国
」
が
定
着
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
同
時
代
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、

国
名
や
地
名
に
頻
繁
に
言
及
す
る
明
治
初
期
の
代
表
的
な
著
作
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。 

一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
の
福
澤
諭
吉
『
世
界
国
尽
』
は
世
界
地
理
に
関
す
る
啓
蒙
書
で
、
巻
三
の
「
欧
羅

え
う
ろ
つ

巴 ぱ

洲
」
で
は
次

の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
三

。 

 

「
英い

吉ぎ

利り
す

」
は
「
仏ふ

蘭ら
ん

西す

国
」
の
北
の
海
、
独
り
離
れ
し
島
の
国
、「
蘇す

こ

格つ
と

蘭
ら
ん
ど

」「
阿い

爾る
ら

蘭ん
ど

」「
英

倫

ゑ
ん
ぐ
ら
ん
ど

」
の
三
国
を
合
せ
て
合
衆
王
国

と
威
名
耀
く
一
強
国
。 

 

福
澤
の
俗
文
体
は
調
子
よ
く
音
読
で
き
る
の
が
特
徴
だ
。
こ
こ
で
の
「
合
衆
王
国
」
と
は
、「
蘇
格
蘭
」「
阿
爾
蘭
」「
英
倫
」

か
ら
成
る
当
時
の
国
家
名U

n
ited

 K
in

g
d
o
m

 (of G
reat B

ritain
 an

d
 Irelan

d
) 

を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
英
吉
利
」
と
「
英
倫
」

を
区
別
し
、
さ
ら
に
「
合
衆
王
国
」
と
い
う
用
語
で
「
英
吉
利
」
を
言
い
換
え
て
い
る
。
福
澤
に
と
っ
て
「
英
吉
利
」
は
「
帝
国
」

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
王
国
」
と
い
う
認
識
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
本
文
と
は
別
に
、
次
の
よ
う
な
解
説
も
加
わ
る
。 

 

当
時
欧
羅
巴
洲
中
の
国
々
、
大
小
四
十
九
、
王
国
も
あ
り
、
公
国
も
あ
り
、
帝
国
は
唯
魯
西
亜
、
仏ふ

蘭ら
ん

西す

、
墺
地

お
う
す
と

利り
や

の
三
箇
国
の
み
。
土
留

と

る

古こ

も
或
は
帝
国
と
い
う
こ
と
も
あ
れ
ど
も
、
他
の
国
と
は
風
俗
も
違
い
別
の
も
の
に
せ
り
。
英い

吉ぎ

利り
す

は
王
国
な
れ
ど
も
格
別
の
強
国
に
て
、

そ
の
政
事
の
行
届
き
国
力
の
盛
な
る
は
、
欧
羅
巴
第
一
と
も
い
う
べ
し
。 

  

解
説
部
分
で
も
「
王
国
」
と
し
て
の
「
英
吉
利
」（
そ
れ
も
「
格
別
の
強
国
」）
が
確
認
で
き
る
。
福
澤
に
よ
れ
ば
「
帝
国
」
と

は
、「
魯
西
亜
、
仏
蘭
西
、
墺
地
利
」
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
土
留
古
」
も
入
る
が
、「
英
吉
利
」
は
こ
の
範
疇
で
は
な
い

の
だ
。 

福
澤
の
『
世
界
国
尽
』
が
人
々
に
広
く
読
ま
れ
て
い
た
頃
、
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
に
横
浜
か
ら
出
港
し
た
岩
倉
使
節
団
は

欧
米
各
地
を
歴
訪
し
て
い
た
。
帰
国
後
し
ば
ら
く
し
て
、
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
に
久
米
邦
武
が
中
心
と
な
り
編
集
し
た
報

告
書
が
『
特
命
全
権
大
使 

米
欧
回
覧
実
記
』
で
あ
る
。
そ
の
「
第
二
編 

英
吉
利
国
ノ
部
」
の
は
じ
め
に
置
か
れ
た
「
第
二
十
一

巻 

英
吉
利
国
総
説
」
を
見
て
み
よ
う
四

。 

 

〇
英イ

ン

吉ギ

利リ
ス

国
ハ
、
欧
羅

ヨ
ー
ロ

巴ツ
パ

洲
ノ
西
北
隅
ニ
ア
ル
、
両
箇
ノ
大
島
ト
、
五
千
五
百
箇
ノ
小
嶼
ト
ヲ
合
セ
テ
成
タ
ル
国
ニ
テ
、…

○

東
ナ
ル
大

島
ヲ
不
列
顚

ブ
リ
ツ
デ
ン

ノ
大
島
ト
云
、…

中
ニ
三
部
ヲ
分
ツ
、
南
ヲ
英

倫

エ
ン
ゲ
ラ
ン
ド

ト
云
、
西
南
ヲ
威
爾
斯

ウ
エ
ー
ル
ス

ト
云
、
北
ヲ
蘇ス

コ

格ツ
ト

蘭
ラ
ン
ド

ト
云
、
三
部
共
ニ
人
種

ミ
ナ
異
ニ
、
言
語
風
俗
モ
各
殊
ナ
リ
、
中
ニ
モ
蘇
格
蘭
ハ
、
自
古
厳
然
タ
ル
王
国
ニ
テ
、
今
ヨ
リ
二
百
七
十
年
前
マ
テ
、
連
続
シ
タ
ル
ニ
、

惹
迷
斯

ヂ
エ
ー
ム
ス

第
六
ノ
代
ニ
至
リ
、
英
倫
ノ
王
位
ヲ
嗣
キ
、
惹
迷
斯
第
一
ト
名
乗
リ
、
此
時
ヨ
リ
両
王
国
合
併
シ
テ
、
一
政
府
ト
ナ
ル
、
是
ヲ
「
グ

レ
ー
ト
ブ
リ
タ
ニ
ヤ
」
国
ト
称
ス
〈
大
不
列
顚
或
ハ
大
貌
利
太
泥
亜
ト
訳
ス
是
ナ
リ
〉、○

西
ナ
ル
大
島
ヲ
愛

蘭

ア
イ
ル
ラ
ン
ト

ト
云
、
幅
員
三
万
千

三
百
二
十
四
方
英
里

マ
イ
ル

ア
リ
、
早
キ
世
ヨ
リ
、
英
倫
ニ
征
伏
セ
ラ
レ
シ
コ
ト
モ
ア
レ
ト
、
亦
独
立
ノ
議
事
院
ヲ
設
ケ
タ
リ
シ
ニ
、
一
千
八

百
〇
二
年
ヨ
リ
、
亦
合
併
ノ
政
治
ヲ
ナ
セ
リ
、
因
テ
是
ヲ
総
称
シ
テ
「
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
タ
ニ
ヤ
、
エ
ン
ド
、
ア
イ
ラ
ン
ド
、
ユ
ー
ナ
イ
テ

ッ
ト
、
キ
ン
グ
ス
ト
ン
」
ト
云
（
大
不
列
顚
及
ヒ
愛
蘭
、
聯
邦
王
国
ノ
義
ナ
リ
、
英
吉
利
ト
云
ハ
、
南
方
一
部
ノ
名
ニ
テ
、
全
国
ノ
称
ニ

ハ
ア
ラ
ス
） 

 

 

冒
頭
で
は
「
英
吉
利
国
」
を
「
欧
羅
巴
洲
ノ
西
北
隅
ニ
ア
ル
、
両
箇
ノ
大
島
」
と
「
小
嶼
」
か
ら
成
る
国
と
し
つ
つ
も
、
引
用

部
の
最
後
に
「
英
吉
利
ト
云
ハ
、
南
方
一
部
ノ
名
ニ
テ
、
全
国
ノ
称
ニ
ハ
ア
ラ
ス
」
と
慎
重
な
説
明
を
加
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、

「
英
吉
利
」
と
「
英
倫
」
を
ど
ち
ら
もE

n
g
lan

d

の
由
来
の
こ
と
ば
と
す
る
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
総
称
と
し
て
は
、

「
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
タ
ニ
ヤ
、
エ
ン
ド
、
ア
イ
ラ
ン
ド
、
ユ
ー
ナ
イ
テ
ッ
ト
、
キ
ン
グ
ス
ト
ン
」
で
あ
り
、「
大
不
列
顚
及
ヒ
愛
蘭
、

聯
邦
王
国
」
と
す
る
。
久
米
の
用
い
た
「
聯
邦
王
国
」
は
、
福
澤
の
「
合
衆
王
国
」
と
と
も
に
、
こ
の
国
を
「
王
国
」
と
名
指
し
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て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
不
列
顚
」
を
「
英
倫
」「
威
爾
斯
」「
蘇
格
蘭
」
か
ら
成
る
「
大
島
」
と
説
明
し
、
歴
史
的
に
は

「
惹
迷
斯
第
六
ノ
代
」
の
時
代
に
「
英
倫
」
と
「
蘇
格
蘭
」
を
「
合
併
」
し
た
結
果
、
こ
れ
を
「
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
タ
ニ
ヤ
」「
大

不
列
顚
」「
大
貌
利
太
泥
亜
」
と
称
し
て
い
る
。「
ブ
リ
タ
ニ
ヤ
」
の
原
語
は

B
ritan

n
ia

で
あ
り
、
古
代
ロ
ー
マ
の
属
州
と
し
て

の
「
ブ
リ
ト
ン
人
の
土
地
」
と
い
う
意
味
だ
が
、
ブ
リ
テ
ン
島
を
守
る
美
し
い
女
神
の
名
前
で
も
あ
る
。 

ま
た
、「
人
種
」
と
い
う
語
も
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、「
英
倫
」「
威
爾
斯
」「
蘇
格
蘭
」
に
お
い
て
「
言
語
風
俗
」
が
異
な
る
と

い
う
意
味
で
「
人
種
」
を
用
い
て
い
る
点
に
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
の
「
人
種
」
は
、
身
体
の
形
質
的
特
徴
と
い
う
よ

り
も
、
い
わ
ゆ
る
「
民
族
」
に
近
く
な
る
。
現
在
で
は
「eth

n
o
log

y
 =

 

民
族
学
」
と
す
る
の
が
通
例
だ
が
、
文
部
省
『
百
科
全

書
』
の
『
人
種
篇
』
は
、P

H
Y

S
IC

A
L

 H
IS

T
O

R
Y

 O
F

 M
A

N
 –

 E
T

H
N

O
L

O
G

Y

を
翻
訳
し
た
も
の
だ
。
や
は
り
「
人
種
」
概

念
に
つ
い
て
は
、「
帝
国
」
意
識
と
の
関
連
か
ら
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
（
後
述
）。 

『
米
欧
回
覧
実
記
』
の
「
第
二
十
五
巻 
倫
敦
府
ノ
記
下
」
で
は
、「
大
英
」
と
い
う
こ
と
ば
が
「
大
英
博
物
館
」
に
つ
い
て
の

言
及
で
登
場
す
る
五

。 

 

「
ブ
リ
ツ
チ
、
ミ
ジ
エ
ァ
ム
」
ハ
、
大
英
博
物
館
ノ
謂
ナ
リ
、
此
博
物
館
ノ
盛
ン
ナ
ル
コ
ト
、
欧
州
ニ
轟
ケ
ル
大
館
ニ
シ
テ
、
万
宝
ミ
ナ

備
ル
、
苟
モ
学
ニ
志
シ
、
業
ヲ
研
ス
ル
ノ
人
ハ
、
男
女
ヲ
論
セ
ス
、
科
課
ヲ
議
セ
ス
、
ミ
ナ
人
ノ
来
観
シ
テ
益
ヲ
獲
ル
所
タ
リ
、
其
物
ヲ

集
メ
ル
ノ
多
キ
、
固
リ
数
時
ノ
覧
観
ニ
テ
尽
ス
ヘ
キ
ニ
非
ス
、 

  

「
ブ
リ
ツ
チ
、
ミ
ジ
エ
ァ
ム
」
はB

ritish
 
M

u
seu

m

の
音
訳
だ
が
、「
大
英
博
物
館
」
と
し
て
「
大
」
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

「
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
タ
ニ
ヤ
」
のG

reat

が
脳
裏
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
こ
こ
で
は
、
あ
く
ま
で
も
「
大
英
」
で
あ

り
、「
大
英
帝
国
」
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
「
大
英
帝
国
」
は
、
明
治
初
期
の
代
表
的
な
地
理
テ
ク
ス
ト
に
も
現
象
し
な
い
の

で
あ
る
。 

 

「
イ
ギ
リ
ス
」「
英
国
」
と
い
う
翻
訳
語 

『
米
欧
回
覧
実
記
』
で
は
、「
英
吉
利
」
と
「
英
倫
」
を
「
南
方
一
部
の
地
名
」
と
し
て
お
り
、
つ
ま
り
は
ど
ち
ら
もE

ng
lan

d

を
指
し
て
い
た
。
た
だ
し
混
乱
し
そ
う
な
の
は
、
い
ま
の
私
た
ち
がth

e U
n
ited

 K
in

g
d
o
m

 o
f G

reat B
ritain

 an
d
 N

o
rth

ern
 Irelan

d

と
い
う
国
家
を
名
指
す
と
き
も
、
一
般
的
な
呼
称
は
「
イ
ギ
リ
ス
」
や
「
英
国
」
な
ど
で
あ
る
点
だ
。
日
本
語
の
「
イ
ギ
リ
ス
」

は
、
一
七
〇
八
（
宝
永
五
）
年
の
『
増
補
華
夷
通
商
考
』
に
も
登
場
す
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
のIn

g
lês

「
イ
ン
グ
レ
ー
ス
」
に
由
来

す
る
と
い
う
六

。
こ
の
「
イ
ン
グ
レ
ー
ス
」
が
日
本
語
で
訛
っ
て
「
イ
ギ
リ
ス
」
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
の
だ
が
、
カ
タ
カ
ナ
表
記

が
一
般
的
と
な
る
以
前
に
は
、「
英
吉
利
」
と
書
い
て
い
た
の
で
、「
英
国
」
と
い
う
省
略
形
も
で
き
た
。
も
っ
と
も
ポ
ル
ト
ガ
ル

語
のIn

g
lês

は
、
英
語
のE

n
g
lish

に
対
応
す
る
語
な
の
で
国
名
で
は
な
か
っ
た
の
だ
が
。 

国
旗
の
ユ
ニ
オ
ン
ジ
ャ
ッ
ク
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
国
の
歴
史
に
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
い
う
四
つ
の
地
域
が
関
与
す
る
。
国
名
に
か
か
わ
る
歴
史
を
簡
単
に
振
り
返
っ
て
お
く
と
、
絶
対
王
政
期

に
ウ
ェ
ー
ル
ズ
を
内
包
し
て
い
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
一
六
〇
三
年
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
「
一
王
二
議
会
制
」
に
基
づ
くU

n
ion 

o
f th

e C
ro

w
n
s

「
同
君
連
合
」
を
組
織
し
、
一
七
〇
七
年
に
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
がU

n
io

n
 o

f P
arliam

en
ts

「
議
会
連
合
」
に
同

意
し
てU

n
io

n
 o

f E
ng

lan
d
 and

 S
co

tlan
d

「
合
邦
」
に
踏
み
切
っ
た
。
そ
の
結
果
、
連
合
国
家
のG

reat B
ritain

「
グ
レ
ー
ト
・
ブ

リ
テ
ン
」
が
誕
生
し
た
の
だ
。
さ
ら
に
、
一
八
〇
一
年
に
は
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
併
合
し
、th

e 
U

n
ited 

K
in

g
d
o
m

 o
f G

reat B
ritain

 an
d
 Irelan

d

「
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
」
と
国
名
を
変
更
す
る
。
そ
し
て

一
九
二
七
年
に
は
、
現
在
の
「
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
と
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
」（th

e U
n
ited

 K
in

g
d
o
m

 of G
reat B

ritain 

an
d
 N

o
rth

ern Irelan
d

）
と
改
名
し
て
今
日
に
至
る
。
つ
ま
り
、
幕
末
一
八
五
九
（
安
政
六
）
年
の
横
浜
開
港
時
に
は
す
で
に
、the 

U
n
ited

 K
in

g
d
o
m

 o
f G

reat B
ritain

 an
d
 Irelan

d

「
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

当
時
か
ら
日
本
で
は
「
英
吉
利
」「
英
国
」
な
ど
と
称
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
先
に
挙
げ
た
『
米
欧
回
覧
実
記
』
の
説
明
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で
、「
総
称
シ
テ
「
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
タ
ニ
ヤ
、
エ
ン
ド
、
ア
イ
ラ
ン
ド
、
ユ
ー
ナ
イ
テ
ッ
ト
、
キ
ン
グ
ス
ト
ン
」
ト
云
（
大
不
列

顚
及
ヒ
愛
蘭
、
聯
邦
王
国
ノ
義
ナ
リ
、
英
吉
利
ト
云
ハ
、
南
方
一
部
ノ
名
ニ
テ
、
全
国
ノ
称
ニ
ハ
ア
ラ
ス
）」
と
注
釈
が
付
さ
れ

た
所
以
で
あ
る
。 

 

「
パ
ク
ス
・
ブ
リ
タ
ニ
カ
」
と
「
ド
イ
ツ
帝
国
」 

P
ax

 B
ritan

n
ica

「
パ
ク
ス
・
ブ
リ
タ
ニ
カ
」
と
は
、
古
代
ロ
ー
マ
の
支
配
に
よ
る
平
和P

ax
 R

o
m

an
a

「
パ
ク
ス
・
ロ
マ
ー
ナ
」

に
な
ぞ
ら
え
て
、
十
九
世
紀
半
ば
の
英
国
の
支
配
下
に
よ
る
平
和
を
意
味
す
る
ラ
テ
ン
語
起
源
の
こ
と
ば
な
の
だ
が
、
Ｏ
Ｅ
Ｄ
第

二
版
に
よ
れ
ば
、そ
の
初
出
は
一
八
八
〇
年
で
あ
る
。こ
の
年
の
十
二
月
に
は
第
一
次
ボ
ー
ア
戦
争（
ト
ラ
ン
ス
ヴ
ァ
ー
ル
戦
争
）

が
始
ま
り
、
さ
ら
に
第
二
次
ボ
ー
ア
戦
争
（
一
八
九
九
―
一
九
〇
二
年
）
へ
と
続
き
、
英
国
は
疲
弊
し
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

史
実
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
、 P

ax
 B

ritan
n
ica

と
はB

ritish
 E

m
p
ire

が
最
盛
期
を
す
ぎ
た
時
期
に
出
現
し
た
こ
と
ば
な
の
だ
。「
大

英
帝
国
」
と
い
う
翻
訳
語
が
事
後
的
にB

ritish
 E

m
p
ire

を
語
り
始
め
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。 

幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
、
欧
米
諸
国
の
な
か
で
も
英
国
は
近
代
日
本
が
熱
い
視
線
を
送
る
国
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
の
は

確
か
だ
。
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
史
実
は
豊
富
に
あ
り
、
ま
た
英
国
へ
の
留
学
生
数
や
『
米
欧
回
覧
実
記
』
に
お
け
る
英
国
に
関

す
る
頁
数
な
ど
に
も
顕
著
に
示
さ
れ
て
い
る
。『
米
欧
回
覧
実
記
』
全
百
巻
の
う
ち
、「
米
利
堅
合
衆
国
」
の
二
〇
巻
と
「
英
吉
利

国
」
に
つ
い
て
の
二
〇
巻
で
全
体
の
四
割
を
占
め
、
滞
在
日
数
・
頁
数
で
は
そ
れ
ぞ
れ
、
二
〇
五
日
・
三
九
七
頁
と
一
二
二
日
・

四
四
三
頁
が
割
か
れ
て
い
る
。 

け
れ
ど
も
、
や
が
て
こ
の
流
れ
は
変
わ
る
。
そ
の
前
史
に
は
、
一
八
七
〇
年
か
ら
翌
七
一
年
に
か
け
て
の
普
仏
戦
争
の
後
に
プ

ロ
イ
セ
ン
で
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
一
世
が
即
位
し
、D

eu
tsh

es R
eich

（「
ド
イ
ツ
国
」
一
八
七
一
―
一
九
一
八
年
）
の
成
立
が
あ
る
こ

と
を
思
い
起
こ
す
必
要
が
あ
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
戦
争
に
総
て
勝
利
し
た
後
、
プ
ロ
イ
セ
ン
国

王
が
ド
イ
ツ
皇
帝
（D

eu
tsh

er K
aiser

）
と
な
り
、
そ
の
統
治
下
に
あ
る
国
家
は
、
正
式
な
国
名
と
は
別
に
「D

eu
tsh

es K
aiserreich

 

=
 

ド
イ
ツ
帝
国
」
と
呼
ば
れ
た
。
岩
倉
使
節
団
が
プ
ロ
イ
セ
ン
を
訪
問
し
た
の
は
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
三
月
で
、
こ
れ
は

「
ド
イ
ツ
帝
国
」
が
誕
生
し
た
二
年
後
の
春
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
米
欧
回
覧
実
記
』
の
「
第
五
十
五
巻 

普
魯
士

プ

ロ

イ

ス

国
ノ
総
説
」

で
は
、
こ
の
国
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
七

。 

 

近
年
普
魯
士
ノ
勢
益
盛
大
ヲ
ナ
シ
、
去
ル
一
千
八
百
七
十
一
年
ヨ
リ
、
南
北
日
耳
曼
ヲ
統
一
シ
テ
、
日
耳
曼
聨
邦
ノ
帝
位

カ
イ
ゼ
ル

ニ
上
リ
、
首
都

伯ベ
ル

林リ
ン

府
ニ
、
聨
邦
ノ
公
会
ヲ
設
ケ
タ
リ
、
故
ニ
外
国
ニ
対
シ
テ
ハ
、
単
ニ
日
耳
曼
ノ
名
ニ
テ
交
レ
ト
モ
、
内
国
ニ
於
テ
ハ
、
旧
ノ
如
ク
各

国
ノ
治
ヲ
分
ツ
、
此
ニ
其
日
耳
曼
ノ
帝
位

カ
イ
ゼ
ル

ニ
上
リ
タ
ル
、
普
魯
士
王
国
ノ
大
略
ヲ
記
述
シ
テ
、
日
耳
曼
ノ
前
記
ト
セ
ン
、 

 

「
日
耳
曼
聨
邦
ノ
帝
位
ニ
上
リ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、「
ド
イ
ツ
帝
国
」
に
相
当
す
る
表
現
は
ま
だ
な
い
（「
普
魯
士
王

国
」
は
あ
る
が
）。
こ
の
点
は
、D

eu
tsh

es K
aiserreich

と
「
ド
イ
ツ
帝
国
」
の
関
係
も
ま
た
、B

ritish
 E

m
p
ire

を
名
指
す
「
大

英
帝
国
」
やP

ax
 B

ritan
n
ica

と
同
様
に
、
事
後
的
な
記
憶
に
お
け
る
語
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
。
こ
の
点
に
詳
細
に
踏
み
込

む
余
裕
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
田
中
彰
の
次
の
指
摘
が
参
考
に
な
る
八

。 

 

明
治
十
年
代
に
お
け
る
岩
倉
具
視
や
伊
藤
博
文
ら
の
プ
ロ
シ
ア
を
下
敷
に
し
た
近
代
天
皇
制
国
家
の
形
成
プ
ラ
ン
か
ら
、
逆
に
こ
の
使
節

団
の
時
点
の
、
日
本
と
プ
ロ
シ
ア
、
木
戸
・
大
久
保
と
ビ
ス
マ
ル
ク
・
モ
ル
ト
ケ
を
あ
ま
り
に
も
ぴ
っ
た
り
と
重
ね
合
せ
て
、
使
節
団
の

関
心
が
当
初
か
ら
プ
ロ
シ
ア
を
「
特
別
視
」
し
て
い
た
と
解
す
る
こ
と
は
慎
み
た
い
。 

 

一
八
八
一
（
明
治
十
四
）
年
の
政
変
で
英
国
流
の
議
会
制
度
を
主
張
す
る
大
隈
重
信
が
追
放
さ
れ
る
と
、
伊
藤
博
文
や
井
上
毅

ら
政
府
首
脳
部
の
ま
な
ざ
し
は
英
国
か
ら
ド
イ
ツ（
プ
ロ
イ
セ
ン
）へ
と
移
り
、そ
の
国
制
を
有
力
な
範
と
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
し
て
、
政
変
の
翌
年
一
八
八
二
（
明
治
十
五
）
年
に
は
早
速
、
伊
藤
を
中
心
と
す
る
憲
法
取
調
の
一
行
が
渡
欧
し
て
プ
ロ
イ
セ
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ン
の
法
学
者
に
教
え
を
乞
う
て
い
る
の
は
周
知
の
と
お
り
だ
。
か
く
し
て
、
一
八
八
九
（
明
治
二
十
二
）
年
に
発
布
さ
れ
た
大
日

本
帝
国
憲
法
に
は
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
か
ら
の
影
響
が
鮮
明
に
刻
印
さ
れ
て
、「
大
日
本
帝
国
」
が
正
式
に
誕
生
す
る
。
プ
ロ
イ
セ

ン
を
モ
デ
ル
と
す
る
明
治
政
府
の
国
家
体
制
が
近
代
天
皇
制
を
中
心
に
強
化
さ
れ
る
な
か
で
、「
大
英
帝
国
」
と
い
う
翻
訳
語
が

定
着
す
る
構
え
が
皮
肉
に
も
用
意
さ
れ
た
と
言
え
る
。 

 

明
治
後
期
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
大
英
帝
国
」 

日
本
と
英
国
と
の
関
係
は
、
一
九
〇
二
（
明
治
三
十
五
）
年
に
調
印
さ
れ
たT

h
e A

n
g
lo-Jap

an
ese A

llian
ce

「
第
一
回
日
英
同

盟
協
約
」
で
新
た
な
局
面
に
入
る
。
こ
の
日
英
同
盟
に
署
名
し
た
の
は
、「
大
不
列
顛
国
駐
剳
日
本
国
皇
帝
陛
下
ノ
特
命
全
権
公

使 

林
董
」
と
「
大
不
列
顛
国
皇
帝
陛
下
ノ
外
務
大
臣 

ラ
ム
ス
ダ
ウ
ン
九

」（
訳
文
）
で
あ
る
。
英
国
が
「
名
誉
あ
る
孤
立
」

を
捨
て
た
日
英
同
盟
の
文
言
にB

ritish
 E

m
p
ire

と
い
う
輝
か
し
い
威
名
は
な
く
、
こ
の
国
は
「G

reat B
ritain

 =
 

大
不
列
顛
国
」

に
す
ぎ
な
い
。
日
英
同
盟
の
前
文
は
次
の
と
お
り
一
〇

。 

 

T
he governm

ents of G
reat B

ritain and Japan, actuated solely by a desire to m
aintain the status quo and general peace in the E

xtrem
e 

E
ast, being m

oreover specially interested in m
aintaining the independence and territorial integrity of the E

m
pire of C

hina an
d the 

E
m

pire of K
orea, and in securing equal opportunities in

 those countries for the com
m

erce and industry of all nations, hereby agree as 

follow
s: 

日
本
国
政
府
及
大
不
列
顛
国
政
府
ハ
偏
ニ
極
東
ニ
於
テ
現
状
及
全
局
ノ
平
和
ヲ
維
持
ス
ル
コ
ト
ヲ
希
望
シ
且
ツ
清
帝
国
及
韓
帝
国
ノ
独
立

ト
領
土
保
全
ト
ヲ
維
持
ス
ル
コ
ト
及
該
二
国
ニ
於
テ
各
国
ノ
商
工
業
ヲ
シ
テ
均
等
ノ
機
会
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ニ
関
シ
特
二
利
益
関
係
ヲ

有
ス
ル
ヲ
以
テ
茲
ニ
左
ノ
如
ク
約
定
セ
リ 

 

前
文
に
よ
れ
ば
、
日
英
同
盟
と
は
「
日
本
国
」「
大
不
列
顛
国
」
の
両
政
府
が
「E

m
p
ire o

f C
h
in

a =
 

清
帝
国
」
と
「E

m
p
ire o

f 

K
o
rea 

=
 

韓
帝
国
」
の
独
立
や
領
土
保
全
の
た
め
に
調
印
し
た
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、「
大
清
帝
国
」
と
い
う
呼
称
が
正
式

な
国
号
と
し
て
登
場
す
る
の
は
一
九
一
六
年
に
発
布
予
定
さ
れ
て
い
た
憲
法
に
お
い
て
で
あ
り
、
伝
統
的
な
体
制
か
ら
の
脱
却
を

目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
一
一

。
立
憲
政
体
に
よ
る
国
民
国
家
へ
と
移
行
す
る
な
か
で
、
近
代
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
形
成

さ
れ
た
過
程
で
の
こ
と
な
の
だ
。一
貫
し
て
清
朝
自
身
が
用
い
て
い
た
国
号
は
あ
く
ま
で
も「
大
清
国
」だ
っ
た
の
で
あ
り
、「
大
」

と
い
う
文
字
を
付
す
の
み
で
「
帝
国
」
の
語
を
用
い
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。 

中
国
が
直
接
関
係
す
る
国
際
条
約
に
お
い
て
は
ど
う
か
。
ア
ヘ
ン
戦
争
を
終
結
さ
せ
る
た
め
の
講
和
条
約
で
あ
る
一
八
四
二
年

の
南
京
条
約
（
江
寧
条
約
）
は
「
大
清
国
」
と
「
大
英
国
」
と
の
間
に
締
結
さ
れ
て
お
り
、
条
文
に
お
い
て
「
帝
国
」
は
不
在
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
一
八
九
五
（
明
治
二
十
八
）
年
の
日
清
講
和
条
約
（
下
関
条
約
）
は
、「
大
清
帝
国
」
と
「
大
日
本
帝
国
」

が
交
わ
し
た
条
約
で
あ
り
、
こ
の
条
約
の
結
果
と
し
て
李
氏
朝
鮮
は
清
朝
の
冊
封
体
制
を
脱
し
た
「
大
韓
帝
国
」
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
一
九
三
二
年
に
建
国
さ
れ
た
満
洲
国
は
、
二
年
後
に
は
「
満
洲
帝
国
」
と
な
る
。
同
時
期
の
半
世
紀
は
日
本
の
国

家
体
制
に
と
っ
て
も
激
動
の
時
代
で
あ
り
、「
帝
国
日
本
」
が
「
大
日
本
帝
国
」
へ
と
確
実
に
変
貌
を
遂
げ
て
い
た
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。 

 

奇
し
く
も
日
英
同
盟
が
結
ば
れ
た
同
じ
年
の
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
「
大
英
帝
国
」
の
語
を
用
い
た
の
は
、
日
清
戦
争
と
日
露
戦

争
の
戦
間
期
に
活
躍
し
た
高
山
樗
牛
で
あ
る
一
二

。
樗
牛
は
明
治
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
形
成
さ
れ
る
な
か
で
『
帝
国
文
学
』
の
発

刊
に
携
わ
り
、
総
合
雑
誌
『
太
陽
』
の
主
筆
と
し
て
活
躍
し
た
人
物
で
あ
り
、
一
八
九
四
（
明
治
二
十
七
）
年
に
匿
名
で
発
表
し

た
歴
史
小
説
『
瀧
口
入
道
』
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
樗
牛
が
一
九
〇
二
（
明
治
三
十
五
）
年
九
月
発
行
の
『
太
陽
』
に
書
い

た
「
感
慨
一
束
（
姉
崎
嘲
風
に
與
ふ
る
書
）」
で
は
、「
大
英
帝
国
」
と
い
う
こ
と
ば
が
「
印
度
帝
国
」「
全
帝
国
」「
大
帝
国
主
義
」

と
と
も
に
使
用
さ
れ
て
い
る
一
三

。
死
を
目
前
に
病
床
の
樗
牛
が
、
欧
州
留
学
中
の
友
人
で
あ
る
姉
崎
に
向
け
て
書
い
た
文
章
だ
。 
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七
月
五
日
の
君
の
御
書
は
是
の
状
を
認
む
る
数
日
前
に
落
手
仕
候
。
英
皇
不
予
の
事
に
関
し
て
大
英
帝
国
の
前
途
を
予
想
せ
ら
れ
た
る
仔

細
は
、
又
あ
る
ま
じ
く
剴
切
痛
快
の
御
論
と
奉
存
候
。
ミ
セ
ス
、
ベ
サ
ン
ト
の
印
度
帝
国
に
就
い
て
の
演
説
を
仮
り
て
我
邦
に
あ
ら
し
め

ば
如
何
。
吾
等
は
是
の
想
像
に
よ
り
て
一
の
大
な
る
教
訓
に
接
し
た
る
の
感
無
き
能
は
ず
。
全
帝
国
の
空
前
絶
後
の
誇
り
と
す
る
戴
冠
の

鴻
典
を
目
し
て
無
益
な
る
観
世
物
と
罵
倒
し
、
苟
も
国
家
の
天
職
に
対
す
る
明
白
な
る
自
覚
に
本
づ
か
ざ
る
一
切
の
権
㔟
と
栄
華
と
を
無

意
義
と
貶
し
て
大
帝
国
主
義
に
酔
心
せ
る
英
国
上
下
の
人
心
を
警
撹
す
る
あ
た
り
、
抑
々
何
等
の
痛
快
ぞ
や
。
而
し
て
帝
国
主
義
の
政
府

が
是
の
如
き
言
論
の
自
由
を
容
認
す
る
の
雅
量
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
是
国
民
的
虚
栄
心
に
対
す
る
大
打
撃
に
対
し
て
大
喝
采
を
酬
ひ
た

る
国
民
に
到
り
て
は
、
覚
え
ず
拍
案
三
歎
を
禁
じ
得
べ
か
ら
ず
候
。
げ
に
君
の
言
は
る
ゝ
如
く
、
英
帝
国
の
大
い
な
る
は
其
殷
富
に
非
ず
、

其
の
軍
備
に
非
ず
、
実
に
是
の
国
民
あ
る
に
依
る
也
。 

  

こ
れ
は
、
文
学
者
の
著
作
に
「
大
英
帝
国
」
が
登
場
す
る
早
期
の
例
で
あ
る
（
同
時
に
「
英
帝
国
」
も
使
用
）。
樗
牛
は
西
洋

列
強
の
帝
国
主
義
に
対
し
て
愛
国
的
な
日
本
主
義
を
提
唱
し
た
。日
清
戦
争
に
勝
利
し
高
揚
す
る
風
潮
の
な
か
で
姉
崎
ら
と
と
も

に
一
八
九
五
（
明
治
二
十
八
）
年
一
月
に
雑
誌
『
帝
国
文
学
』
を
創
刊
し
、
そ
の
「
序
詞
」
も
書
い
て
い
る
。
さ
ら
に
翌
月
に
は

『
太
陽
』
が
創
刊
と
な
る
。
同
年
七
月
か
ら
『
太
陽
』
の
文
学
担
当
記
者
と
な
っ
た
樗
牛
は
、
評
論
を
精
力
的
に
発
表
し
は
じ
め

た
。
し
か
し
結
核
の
た
め
に
留
学
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
彼
は
、
や
が
て
「
挫
折
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
」
と
し
て
ニ
ー

チ
ェ
や
日
蓮
へ
と
傾
斜
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
最
晩
年
の
樗
牛
は
「
大
英
帝
国
」
を
は
じ
め
と
す
る
「
帝
国
」
と
い
う
こ
と
ば
を

ふ
ん
だ
ん
に
使
い
、「
感
慨
一
束
」
を
書
い
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
文
章
を
発
表
し
た
数
カ
月
後
に
彼
は
亡
く
な
る
が
、
そ
の
死
の

二
年
後
、
一
九
〇
四
（
明
治
三
十
七
）
年
に
は
日
露
戦
争
が
始
ま
る
。
大
日
本
帝
国
が
名
実
と
も
に
近
代
的
国
民
国
家
と
し
て
「
帝

国
」
の
地
歩
を
固
め
た
時
代
で
あ
っ
た
。 

  

三
． 

「
帝
国
」
の
記
憶 

 

『
百
科
全
書
』
に
お
け
る
「
帝
国
」 

 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
社
会
科
学
分
野
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、「
帝
国
」
が
頻
出
す
る
。
関
連
す
る
語
と
と
も
に
具
体
例
を
見

て
お
こ
う
。
ま
ず
、
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
の
大
井
鎌
吉
訳
・
大
井
潤
一
校
『
羅
馬
史
』
と
そ
の
起
点
テ
ク
ス
ト
で
あ
る

H
IS

T
O

R
Y

 O
F

 R
O

M
E

か
ら
引
用
す
る
。 

 

亜
吉
士
都
治
世
間
羅
馬
帝
国
ノ
景
況 

亜
吉
士
都
治
世
ニ
当
リ
テ
羅
馬
帝
国
ノ
版
図
ハ
伊
太
利
及
ヒ
諸
省
ト
シ
テ
統
属
セ
ル
左
ノ
州
郡
ヨ
リ
成
レ
リ…

 

C
O

N
D

IT
IO

N
 O

F
 T

H
E

 E
M

P
IR

E
 U

N
D

E
R

 A
U

G
U

S
T

U
S
 

T
he R

om
an E

m
pire under A

ugustus consisted of Italy and the follow
ing countries governed as provinces; …

 

 

亜
吉
士
都
帝
ノ
継
統
、
耶
蘇
宗
門
ノ
宣
敷
、
及
帝
国
ノ
分
立 

亜
吉
士
都
帝
崩
御
後
凡
三
百
年
ノ
間
羅
馬
国
ニ
於
ケ
ル
政
治
ノ
方
法
ハ
其
新
ニ
崩
セ
シ
時
ト
甚
タ
差
ア
ル
ヲ
見
ス
而
シ
テ
此
ノ
時
限
中

ナ
ル
羅
馬
ノ
史
上
ハ
大
抵
嗣
帝
ノ
人
物
性
行
如
何
ヲ
記
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ 

T
H

E
 S

U
C

C
E

S
S

O
R

S
 O

F
 A

U
G

U
S

T
U

S
 – D

IS
S

E
M

IN
A

T
IO

N
 O

F
 C

H
R

IS
T

IA
N

IT
Y

 – D
IV

IS
IO

N
 O

F
 T

H
E

 E
M

P
IR

E
 

D
uring a period of nearly three centuries after the death of A

ugustus, the E
m

pire rem
ained, so far as political arrangem

ents w
ere 

concerned, pretty nearly as he had left it; and the history of R
om

e during these centuries is little m
ore than an account of the personal 

characters of the successive em
perors. 
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次
は
、
同
じ
く
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
の
松
浦
謙
吉
訳
・
久
保
吉
人
校
『
中
古
史
』
と
そ
の
起
点
テ
ク
ス
トH

IS
T

O
R

Y
 

O
F

 T
H

E
 M

ID
D

L
E

 A
G

E
S

か
ら
。 

 
紀
元
四
百
年
代
ノ
頃
欧
羅
巴
北
部
ノ
種
族
連
リ
ニ
羅
馬
帝
国
ヲ
侵
凌
シ
テ
其
西
部
ヲ
蠶
食
シ
全
国
遂
ニ
瓦
解
シ
テ
文
物
典
章
大
ニ
頽
壊
セ

リ
而
シ
テ
所
謂
此
野
蛮
種
族
ナ
ル
モ
ノ
ト
羅
馬
族
ノ
人
民
ト
相
混
淆
シ
テ
一
時
澒
濛
ノ
世
ト
ナ
リ
シ
ト
雖
モ
時
世
漸
ク
変
遷
シ
テ
遂
ニ
一

種
新
規
ノ
制
法
風
俗
ヲ
現
出
シ
爾
後
多
少
ノ
変
化
ヲ
以
テ
尚
今
日
ニ
永
存
セ
リ
斯
ノ
如
ク
古
代
ノ
善
政
遺
風
ト
野
蛮
ノ
慣
習
ト
相
混
ス
ル

ノ
時
代
ハ
宛
モ
古
代
ト
近
代
ノ
間
ニ
位
ス
ル
ヲ
以
テ
当
時
ヲ
称
シ
テ
中
古
ト
為
シ
其
前
時
ヲ
闇
世
ト
号
ス 

D
uring the fifth century of our era, a succession of irruptions of tribes from

 the north overthrew
 the w

estern portion of the R
om

an 

E
m

pire, and shattered to pieces the organisation of its society. T
he m

ingling of these barbarians, as they w
ere called, w

ith the R
om

an 

or R
om

anised inhabitants of the various countries, produced for a tim
e a chaotic confusion; but as the am

algam
ation proceeded, a 

reorganisation of society under new
 form

s began to shew
 itself, and those nationalities gradually em

erged w
hich, w

ith greater or less 

m
odification, have continued

 to the present day. It is this reconstruction of society out of the new
ly infused barbaric elem

ents, 

together w
ith the fragm

ents of the old civilisation, that form
s the transition from

 the ancient w
orld to the m

odern; and the period 

during w
hich the transition took place is called the ‘M

iddle A
ges,’ the earlier and m

ore chaotic portion being know
n as the ‘D

ark 

A
ges.’ 

 

こ
の
よ
う
に
「R

o
m

an E
m

p
ire =

 

羅
馬
帝
国
」
は
反
復
さ
れ
て
お
り
、
古
代
ロ
ー
マ
を
「
帝
国
」
と
す
る
認
識
は
一
般
的
で

あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
そ
れ
は
単
な
るT

h
e 

E
m

p
ire

ま
で
も
、
文
脈
か
ら
「
羅
馬
帝
国
」
と
訳
出
す
る
ほ
ど
で
あ
る
。

古
代
ロ
ー
マ
を
「
帝
国
」
と
名
指
す
よ
う
な
場
合
に
は
、「em

p
ire =

 

帝
国
」
と
い
う
等
価
は
当
時
す
で
に
定
着
し
て
い
た
と
考

え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
英
和
辞
書
類
も
確
認
し
て
み
よ
う
。 

一
八
六
二
（
文
久
二
）
年
の
堀
達
之
助
編
『
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
』
に
は
、em

p
ire

の
訳
語
と
し
て
「
帝
国
」
が
あ
り
、
一
八

七
三
（
明
治
六
）
年
の
柴
田
昌
吉
・
子
安
峻
編
『
附
音
挿
図
英
和
字
彙
』
に
も
「E

m
p
ire, n

. 

大
権

タ
イ
ケ
ン

、
帝
国

テ
イ
コ
ク

、
領
地

レ
ウ
チ

」
と
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ヘ
ボ
ン
（Jam

es C
u
rtis H

ep
b
urn

）
の
『
和
英
語
林
集
成
』（
初
版
一
八
六
七
年
、
再
版
一
八
七
二
年
、
三
版

一
八
八
六
年
）
で
は
い
ず
れ
の
版
に
も
「
帝
国
」
は
登
場
し
な
い
。
ヘ
ボ
ン
に
と
っ
て
、「em

p
ire =

 

帝
国
」
は
違
和
感
の
あ
る

等
価
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
し
、こ
れ
は
日
本
語
を
理
解
す
る
英
語
母
語
話
者
と
し
て
の
正
し
い
感
覚
で
あ
っ
た
。ヘ
ボ
ン
は
、

英
語
のem

p
ire

を
「
帝
」
の
「
国
」
と
は
考
え
な
か
っ
た
の
だ
。
や
や
詳
し
く
確
認
し
て
お
き
た
い
。 

ヘ
ボ
ン
『
和
英
語
林
集
成
』
の
「
英
和
の
部
」
に
お
い
て
、
一
八
六
七
（
慶
応
三
）
年
の
初
版
で
は
「E

M
P

E
R

O
R

, T
en

sh
i; m

ik
ad

o
」

「E
M

P
IR

E
, K

u
n
i; k

o
k
u

」、
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
の
再
版
で
は
「E

M
P

E
R

O
R

, n
. T

en
sh

i, M
ik

ad
o, ten

n
ō

」「E
M

P
IR

E
, n

. 

S
h
ih

ai, m
atsu

ri-g
o
to

; ten
k
a, ko

k
u

」、
一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
の
三
版
で
は
「E

M
P

E
R

O
R

, n
. T

en
sh

i, M
ik

ad
o
, ten

n
ō
, k

ō
tei

」

「E
M

P
IR

E
, S

h
ih

ai, m
atsu

ri-g
o
to; ten

k
a, k

o
k
u

」
で
あ
り
、em

p
ire

の
訳
語
と
し
て
「
帝
国
」
は
全
く
出
現
し
な
い
。
同
辞
書

の
「
和
英
の
部
」
で
も
、
初
版
、
再
版
、
三
版
の
い
ず
れ
に
も
「T

E
IK

O
K

U

」
の
立
項
は
な
く
、
再
版
と
三
版
に
「T

E
N

N
Ō

 

テ

ン
ノ
ウ 

天
王 n

. T
h
e E

m
p
ero

r

」
が
あ
る
の
み
だ
。
英
語em

p
ire

の
語
義
を
正
し
く
把
握
し
て
い
た
ヘ
ボ
ン
は
、「
帝
」
不
在
の

「
帝
国
」
で
は
な
く
、「
国
、
支
配
、
政
事
、
天
下
」
と
し
て
、
語
本
来
の
意
味
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
。 

 

忘
却
さ
れ
た
「
帝
国
」
の
出
自 

現
代
的
な
用
法
と
し
て
「
ア
メ
リ
カ
帝
国
」
や
「
英
語
帝
国
主
義
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
が
成
り
立
つ
よ
う
に
、「
帝
国
」
や

「
帝
国
主
義
」
の
表
象
に
は
文
字
通
り
の
「
帝
」
を
必
要
と
し
な
い
。
ま
た
、
産
業
革
命
を
経
て
世
界
の
工
場
と
ま
で
言
わ
れ
た

B
ritish

 
E

m
p
ire

に
も
皇
帝
は
い
な
い
が
、
そ
の
強
大
な
帝
国
主
義
的
政
策
で
七
つ
の
海
を
支
配
し
た
「
帝
国
」
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
帝
国
」
と
は
、
必
ず
し
も
「
帝
」
が
支
配
す
る
「
国
」
で
は
な
い
。
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
「
帝
国
」
は
、「
帝
」
の
「
国
」

を
意
味
し
な
い
の
だ
。 
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こ
の
よ
う
な
混
乱
は
、「
帝
国
」
が
翻
訳
語
で
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
し
か
も
本
来
の
漢
語
と
し
て
は
、
地
上
で
唯
一
の
支

配
者
「
帝
」
と
都
市
国
家
を
原
義
と
す
る
「
国
」
の
組
み
合
わ
せ
は
、
語
義
矛
盾
と
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、

「
帝
国
」
と
い
う
漢
語
はem

p
ire

の
翻
訳
語
と
し
て
日
本
で
造
語
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

「
帝
国
」
は
「
帝
」
と
「
国
」
と
い
う
漢
字
二
字
か
ら
な
る
和
製
漢
語
で
あ
り
、「
帝
」
の
「
国
」
と
い
う
意
味
の
翻
訳
語
で

あ
る
。
こ
の
翻
訳
語
の
出
自
に
つ
い
て
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
研
究
者
で
あ
る
吉
村
忠
典
が
緻
密
に
論
じ
て
い
る
一
四

。
吉
村
の
検

証
に
基
づ
け
ば
、
翻
訳
語
「
帝
国
」
の
成
り
立
ち
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

そ
れ
（
引
用
者
注
―
「
帝
国
」
と
い
う
語
）
は
初
め
恐
ら
く
オ
ラ
ン
ダ
語
の
「
ケ
イ
ゼ
レ
イ
ク
」
の
直
訳
と
し
て
生
じ
た
が
、
ほ
ど
な
く

本
木
正
栄
（
引
用
者
注―

オ
ラ
ン
ダ
通
詞
）
の
責
任
に
お
い
て
英
語
の
「
エ
ン
パ
イ
ア
」
の
訳
語
と
さ
れ
、
安
政
ご
ろ
か
ら
蘭
学
に
代
わ

っ
て
英
学
が
盛
ん
に
な
る
と
、「
帝
国
」
は
、
そ
の
出
自
を
忘
れ
て
、
あ
た
か
も
「
エ
ン
パ
イ
ア
」
の
本
来
の
訳
語
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
に
至
っ
た
。
―
―
こ
の
判
断
が
正
し
い
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
に
し
て
歪
ん
だ
「
帝

国

エ
ン
パ
イ
ア

」
の
観
念
は
、
差
し
当
た
り
人
々
の
世

界
史
理
解
を
非
常
に
混
乱
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
た
一
五

。 

 

翻
訳
語
と
し
て
の
「
帝
国
」
の
記
憶
は
、
近
世
か
ら
近
代
へ
の
連
続
と
不
連
続
の
典
型
例
と
言
え
る
。
蘭
学
か
ら
英
学
へ
の
転

換
が
「
帝
国
」
の
出
自
を
忘
却
さ
せ
混
乱
が
生
じ
た
の
だ
。
オ
ラ
ン
ダ
語
の

k
eizerrijk

「
ケ
イ
ゼ
レ
イ
ク
」
は
、
ド
イ
ツ
語
の 

K
aiserreich

「
カ
イ
ゼ
ル
ラ
イ
ヒ
」
と
同
様
に
「
カ
イ
ザ
ー
（
皇
帝
）
の
国
」、
つ
ま
り
字
義
通
り
の
「
帝
国
」
で
あ
る
。
蘭
学
大

名
と
し
て
知
ら
れ
た
福
知
山
藩
主
の
朽
木
昌
綱
に
よ
る
一
七
八
九
（
寛
政
元
）
年
の
『
泰
西
輿
地
図
説
』
に
も
、「
帝
国
」
と
い

う
単
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
当
時
の
海
外
事
情
に
関
係
す
る
十
八
世
紀
の
主
要
な
書
物
、
た
と
え
ば
新
井
白
石
の
『
采

覧
異
言
』『
西
洋
紀
聞
』、
西
川
如
見
の
『
増
補
華
夷
通
商
考
』、
前
野
良
沢
の
『
魯
西
亜
本
紀
』『
魯
西
亜
大
統
略
記
』、
林
子
平

の
『
三
国
通
覧
図
説
』『
海
国
兵
談
』、
志
筑
忠
雄
の
訳
書
『
鎖
国
論
』
な
ど
に
は
、「
帝
国
」
は
一
切
登
場
し
な
い
と
い
う
。
一

八
一
〇
（
文
化
七
）
年
の
蘭
和
辞
書
『
訳
鍵
』
に
は
「K

eizerdo
m

 

王
民
、
帝
国
、
王
威
」
と
あ
る
も
の
の
、
近
世
の
書
物
に
お

い
て
「
帝
国
」
は
あ
ま
り
一
般
的
な
用
語
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。 

た
だ
し
、
漢
語
と
し
て
の
「
帝
国
」
と
い
う
こ
と
ば
は
漢
籍
に
あ
り
、
そ
れ
が
近
世
日
本
に
伝
わ
っ
た
と
い
う
説
も
あ
る
一
六

。

隋
代
の
儒
学
者
、
王
通
の
言
行
録
『
文
中
子
中
説
』
の
「
問
易
」
に
「
帝
国
」
と
い
う
漢
語
が
登
場
す
る
か
ら
だ
。
こ
の
和
刻
本

は
江
戸
中
期
に
出
版
さ
れ
て
当
時
の
蘭
学
者
ら
に
読
ま
れ
て
い
た
。
諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
辞
典
』
に
も
「
帝
国
」
の
説
明
と
し
て

王
通
の
用
例
、「
王
国
戦
義
、
帝
国
戦
徳
、
皇
国
戦
無
為
」
が
引
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
の
「
帝
国
」
と
は
、

「
五
帝
」（
黄
帝
・
帝
顓
頊
・
帝
嚳
・
帝
堯
・
帝
舜
）
が
拠
点
と
し
た
都
市
を
指
す
特
殊
な
用
法
な
の
で
あ
る
一
七

。
蘭
学
者
が
こ

の
語
の
出
典
を
知
っ
た
う
え
で
、
オ
ラ
ン
ダ
語
の
訳
語
に
適
用
し
た
と
し
て
も
、
本
来
の
語
義
と
は
関
係
な
い
。 

さ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
語
の
「
ケ
イ
ゼ
レ
イ
ク
」
の
翻
訳
語
と
し
て
近
世
日
本
で
造
語
さ
れ
た
「
帝
国
」
と
は
、
具
体
的
に
ど
こ
を

指
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
蘭
学
者
の
著
書
に
は
、
一
七
九
四
（
寛
政
六
）
年
の
桂
川
甫
周
『
北
槎
聞
略
』
の
な
か
の
七
帝
国
説
、

一
八
〇
七
（
文
化
四
）
年
の
大
槻
玄
沢
『
環
海
異
聞
』
に
お
け
る
六
帝
国
説
な
ど
が
登
場
す
る
。
い
ず
れ
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の

海
外
情
報
を
漂
流
民
か
ら
聞
き
取
っ
た
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
書
物
で
は
近
世
日
本
も
「
帝
国
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
七
帝
国
と
は
、
ロ
シ
ア
、
神
聖
ロ
ー
マ
、
ト
ル
コ
、
中
国
、
ペ
ル
シ
ャ
、
ム
ガ
ー
ル
、
日
本
で
あ

り
、
六
帝
国
と
す
る
場
合
に
は
こ
の
う
ち
一
七
九
六
年
に
滅
亡
し
た
ペ
ル
シ
ャ
帝
国
を
除
い
て
い
る
一
八

。
こ
れ
ら
の
諸
国
は
い

ず
れ
も
、
カ
イ
ザ
ー
の
君
臨
す
る
「
ケ
イ
ゼ
レ
イ
ク
」
で
あ
り
、
前
近
代
的
な
「
帝
国
」
で
あ
る
。 

蘭
学
に
お
け
る 

k
eiserrijk

「
ケ
イ
ゼ
レ
イ
ク
」
の
訳
語
と
し
て
近
世
日
本
に
誕
生
し
た
「
帝
国
」
を
引
き
継
い
だ
の
は
、
蘭

学
か
ら
英
学
へ
と
活
躍
の
場
を
広
げ
た
幕
末
の
通
詞
（
幕
府
の
通
訳
翻
訳
者
）
た
ち
で
あ
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
の
本
木
庄
左
衛

門
（
正
栄
）
が
編
纂
し
一
八
一
四
（
文
化
十
一
）
年
に
完
成
し
た
日
本
初
の
英
和
辞
書
『
諳
厄
利
亜
語
林
大
成
』
で
は
、
英
語
の

em
p
ire

「
エ
ン
パ
イ
ア
」
に
「
帝
国
」
と
い
う
訳
語
を
採
用
し
た
。em

p
ire

の
語
源
は
ラ
テ
ン
語
のim

p
erium

「
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
」

に
遡
り
、
軍
指
揮
権
を
は
じ
め
と
す
る
至
高
の
「
命
令
権
」
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
転
じ
て
、
空
間
的
に
「
ロ
ー
マ
の
命
令
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の
及
ぶ
範
囲
」
と
い
う
意
味
に
な
っ
た
と
い
う
一
九

。
し
た
が
っ
て
、em

p
ire

はrijk

やR
eich

で
は
あ
る
が
、
必
ず
し
もk

eiserrijk

やK
aiserreich

で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

蘭
学
か
ら
英
学
に
訳
語
が
転
用
さ
れ
た
結
果
、「
帝
」
不
在
の
「em

p
ire 

=
 

帝
国
」
が
出
現
し
た
の
だ
。
そ
し
て
、「
帝
国
」

が
そ
も
そ
も
オ
ラ
ン
ダ
語
「
ケ
イ
ゼ
レ
イ
ク
」
の
翻
訳
語
を
継
承
し
た
と
い
う
記
憶
を
、
私
た
ち
は
い
つ
の
間
に
か
消
去
し
て
し

ま
っ
た
の
だ
っ
た
。 

 

「
帝
国
」
の
定
着
と
拡
大 

幕
末
に
黒
船
で
浦
賀
沖
に
来
航
し
た
ペ
リ
ー
提
督
が
持
参
し
た
フ
ィ
ル
モ
ア
大
統
領
か
ら
の
親
書
の
宛
名
は
、H

is 
M

ajesty, 

T
h
e E

m
p
ero

r o
f Jap

an

と
記
載
さ
れ
て
い
た
二
〇

。
そ
し
て
翌
年
に
は
、C

o
n
v
en

tio
n
 o

f P
eace an

d
 A

m
ity

 b
etw

een
 th

e U
n
ited 

S
tates 

o
f 

A
m

erica 
an

d 
th

e 
E

m
p
ire 

o
f 

Jap
an

（
日
本
語
正
式
名
は
「
日
本
国
米
利
堅
合
衆
国
和
親
条
約
」、
通
称

T
reaty

 
of 

K
an

ag
aw

a

「
神
奈
川
条
約
」）
が
結
ば
れ
る
。
こ
の
条
約
の
冒
頭
を
英
語
と
日
本
語
で
示
せ
ば
、 

 

T
he U

nited S
tates of A

m
erica and the E

m
pire of Japan, desiring to establish firm

, lasting, and sincere friendship betw
een the tw

o 

nations, have resolved to fix, in a m
anner clear and positive, by m

eans of a treaty or general convention of peace and am
ity, …

 

亜
墨
利
加
合
衆
国
と
帝
国
日
本
両
国
の
人
民
誠
実
不
朽
の
和
睦
を
取
結
ひ
両
国
人
民
の
交
親
を
旨
と
し…

 

 

U
n
ited

 S
tates o

f A
m

erica

「
亜
墨
理
加
合
衆
国
」
と 

E
m

p
ire o

f Jap
an

「
帝
国
日
本
」
の
間
に
締
結
さ
れ
た
不
平
等
条
約
に
お

い
て
、
ア
メ
リ
カ
は
日
本
をem

p
ire

と
認
識
し
、
日
本
も
対
外
的
に
「
帝
国
日
本
」
と
称
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
近
代
化

を
歩
み
始
め
た
ば
か
り
の
日
本
で
あ
っ
た
が
、
未
熟
な
国
民
国
家
体
制
と
は
無
関
係
に
「em

p
ire 

=
 

帝
国
」
と
い
う
概
念
化
の

方
は
定
着
し
て
い
た
の
だ
。 

中
国
で
は
十
九
世
紀
末
ま
で
「
帝
国
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
わ
な
か
っ
た
と
い
う
。
元
来
、「
帝
」
は
天
下
を
支
配
す
る
者
な

の
で
、
限
ら
れ
た
地
域
の
「
国
」
を
治
め
る
イ
メ
ー
ジ
と
は
結
び
付
き
に
く
い
か
ら
だ
。
前
述
の
吉
村
に
よ
れ
ば
、『
佩
文
韻
府
』

あ
る
い
は
中
国
の
正
史
で
あ
る
『
史
記
』
か
ら
『
明
史
』
に
至
る
ま
で
、「
帝
国
」（「
帝
國
」）
と
い
う
語
は
出
現
せ
ず
、
一
九
二

七
年
に
完
成
し
た
『
清
史
稿
』
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
「
大
清
帝
国
」
が
登
場
す
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
英
語em

p
ire

の
翻

訳
語
と
し
て
幕
末
の
日
本
で
成
立
し
た
「
帝
国
」
と
い
う
語
は
、「
帝
国
日
本
」
が
版
図
を
広
げ
る
の
と
軌
を
一
に
し
て
、
使
用

さ
れ
る
領
土
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。 

 

 

四
．
人
種
を
め
ぐ
る
大
日
本
帝
国 

 

「
人
種
」
と
い
う
帝
国
意
識 

十
九
世
紀
後
半
に
な
っ
て
後
発
的
に
近
代
化
を
は
じ
め
た
「
帝
国
日
本
」
が
、
ひ
と
ま
ず
そ
の
モ
デ
ル
と
し
た
西
洋
列
強
の
ひ

と
つ
が
英
国
で
あ
っ
た
。幕
末
か
ら
明
治
初
年
の
留
学
生
の
派
遣
先
や
お
雇
い
外
国
人
の
出
身
国
ば
か
り
で
な
く
、一
八
七
一（
明

治
四
）
年
か
ら
お
よ
そ
二
年
に
わ
た
る
岩
倉
使
節
団
の
訪
問
先
で
の
滞
在
日
数
や
そ
の
報
告
書
で
あ
る
『
米
欧
回
覧
実
記
』
の
頁

数
な
ど
を
見
て
も
、
英
国
重
視
の
傾
向
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、「
帝
国
日
本
」
に
お
け
る
帝
国
意
識
と
、
こ
の
時
す
で
に
帝
国
支
配
の
長
い
経
験
を
有
し
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア

朝
で
頂
点
を
極
め
て
い
た
「
大
英
帝
国
」
の
帝
国
意
識
は
同
じ
に
は
な
り
得
な
い
。
し
か
も
日
本
の
場
合
は
、
地
理
的
に
も
「
人

種
」的
に
も
近
い
地
域
の
人
々
を
支
配
の
対
象
と
し
た
た
め
に
、そ
の
帝
国
意
識
は
屈
折
し
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

近
代
的
帝
国
の
意
識
に
は
帝
国
主
義
を
正
当
化
す
る
も
の
と
し
て
、「
人
種
」と
い
う
概
念
が
重
要
な
要
素
と
し
て
包
含
さ
れ
る
。

英
国
の
帝
国
意
識
に
関
し
て
は
、
木
畑
洋
一
が
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。 
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民
族
的
・
人
種
的
差
別
意
識
と
大
国
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
結
び
つ
い
た
と
こ
ろ
で
、
帝
国
意
識
は
、
い
わ
ゆ
る
「
文
明
化
の
使
命
」

感
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
。
優
越
し
た
位
置
に
あ
る
自
分
た
ち
が
、
大
国
イ
ギ
リ
ス
の
庇
護
の
も
と
に
あ
る
人
々
に
、
文
明
の
恩
恵
を
与

え
て
い
き
、「
劣
っ
た
」
存
在
で
あ
る
彼
ら
を
文
明
の
高
み
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
と
こ
ろ
ま
で
引
き
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
、

と
い
う
使
命
感
で
あ
る
二
一

。 

 

つ
ま
り
、「
文
明
」
対
「
野
蛮
」
と
い
う
図
式
の
な
か
で
、
す
ぐ
れ
た
「
人
種
」
が
劣
っ
た
「
人
種
」
を
進
歩
へ
と
誘
導
す
る

と
い
う
「
文
明
化
の
使
命
」（civ

ilizin
g
 m

issio
n

）
が
帝
国
意
識
に
は
包
摂
さ
れ
る
の
だ
二
二

。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
優
勝
劣

敗
の
人
種
論
や
社
会
進
化
論
と
い
う
当
時
の
思
想
傾
向
に
よ
っ
て
強
固
に
支
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
西
洋
列
強
が
抱
い
た
帝

国
意
識
を
近
代
日
本
も
後
追
い
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 

冨
山
一
郎
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
日
本
人
種
論
を
「
ア
イ
ヌ
」
や
「
琉
球
人
」
を
通
し
て
形
成
さ
れ
た
「
日
本
人
」
と
い
う

国
民
に
つ
い
て
の
人
類
学
的
言
説
と
し
て
考
察
し
て
い
る
二
三

。「
帝
国
日
本
」
が
そ
の
版
図
を
拡
大
す
る
帝
国
意
識
の
前
提
に
は
、

一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
の
樺
太
・
千
島
交
換
条
約
と
一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
の
琉
球
処
分
で
確
定
し
た
領
土
の
南
北
国
境

線
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
に
創
設
さ
れ
た
東
京
人
類
学
会
を
中
心
と
す
る
活
動
で
は
、
他
者
と
の
対

比
に
お
い
て
「
日
本
人
」
の
自
己
同
一
性
を
確
認
し
て
保
証
し
て
い
っ
た
の
だ
。
そ
う
し
た
学
問
の
方
法
は
、
植
民
地
に
お
け
る

他
者
を
科
学
的
に
分
類
し
て
測
定
す
る
技
法
を
援
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
冨
山
は
、
人
骨
測
定
に
よ
っ
て
「
日
本
原
人
説
」
を
唱

え
た
清
野
謙
次
の
以
下
の
よ
う
な
指
摘
を
取
り
上
げ
て
い
る
。 

 

彼
（
引
用
者
注
―
清
野
）
は
、
江
戸
中
期
の
天
文
学
者
で
あ
る
西
川
如
見
の
『
四
十
二
国
人
物
図
説
』
な
ど
の
「
人
物
図
譜
」
を
、
日
本

の
人
種
学
の
前
史
と
し
て
評
価
し
つ
つ
も
、「
真
実
の
意
味
に
お
け
る
人
種
学
の
本
は
江
戸
時
代
に
は
遂
に
出
な
か
っ
た
」
と
し
、
一
八
七

四
年
に
刊
行
さ
れ
た
抄
訳
の
よ
せ
集
め
で
あ
る
『
世
界
人
種
論 

上
・
下
』（
秋
山
恒
太
郎
訳
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
Ｊ･

Ｆ
・
ブ
ル
ー
メ

ン
バ
ッ
ハ
の
有
名
な
人
種
分
類
の
紹
介
こ
そ
、
日
本
で
最
初
の
人
種
学
の
登
場
だ
と
し
て
い
る
二
四

。 

  

こ
こ
に
「
日
本
で
最
初
の
人
種
学
」
と
し
て
登
場
す
る
書
物
は
、
刊
行
年
と
訳
者
名
か
ら
推
測
し
て
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』

の『
人
種
篇
』を
指
す
と
考
え
て
よ
い
。「
抄
訳
の
よ
せ
集
め
」と
い
う
の
は
正
し
く
な
く
、Ch

a
m

b
ers’s In

fo
rm

a
tio

n
 fo

r th
e P

eop
le 

の 
P

H
Y

S
IC

A
L

 H
IS

T
O

R
Y

 O
F

 M
A

N
 –

 E
T

H
N

O
L

O
G

Y
 

の
全
訳
で
あ
る
二
五

。 

清
野
謙
次
ら
は
江
戸
時
代
の
西
村
如
見
『
四
十
二
国
人
物
図
説
』
と
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
（Jo

h
ann

 F
ried

rich
 B

lu
m

en
b
ach

）

二
六

の
「
科
学
的
」
な
人
種
論
と
の
違
い
を
、「
五
人
種
の
言
語
体
質
等
を
各
別
に
記
載
し
、
体
質
に
就
い
て
は
特
に
皮
膚
、
毛
髪
、

目
色
、
頭
顱
、
身
躯
の
割
合
、
人
身
の
重
量
、
身
体
の
強
力
等
」 

に
注
目
し
た
点
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
二
七

。 

 

十
八
世
紀
末
の
著
作
の
な
か
で
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
は
主
と
し
て
頭
蓋
骨
の
比
較
に
基
づ
き
、白
色
人
種
の「
コ
ー
カ
サ
ス
人
」、

黄
色
人
種
の
「
モ
ン
ゴ
ル
人
」、
黒
色
人
種
の
「
エ
チ
オ
ピ
ア
人
」、
赤
色
人
種
の
「
ア
メ
リ
カ
人
」、
褐
色
人
種
の
「
マ
レ
ー
人
」

の
五
つ
に
分
類
し
、コ
ー
カ
サ
ス
人
種
を
最
も
美
し
い
頭
蓋
骨
を
持
つ
と
主
張
し
た
。も
っ
と
も
グ
ー
ル
ド（S

tep
h
en

 Jay
 G

ou
ld

）

も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
自
身
は
平
等
論
者
で
あ
っ
た
。
だ
が
、「
五
人
種
案
が
基
準
と
な
り
、
リ
ン
ネ
の
地

図
学
か
ら
推
定
上
の
価
値
に
よ
る
直
線
的
ラ
ン
ク
づ
け
へ
と
人
類
の
秩
序
の
幾
何
学
が
変
化
し
た
」
の
も
現
実
で
あ
っ
た
二
八

。

分
類
学
者
の
リ
ン
ネ
（C

arl v
on

 L
in

n
é

）
は
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
「
人
種
」
が
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
の
子
孫
で

あ
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
人
類
の
多
様
性
が
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
分
類
と
相
俟
っ
て
、
階
層
的
序
列
へ
と
決
定
的

に
移
行
し
た
の
で
あ
る
二
九

。 

 

帝
国
の
存
在
に
は
、「
人
種
」
と
い
う
概
念
に
よ
る
人
々
の
序
列
化
が
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
優
生
学
と
い
う
「
科
学
」

的
概
念
に
よ
っ
て
選
別
さ
れ
た
植
民
地
の
人
々
を
帝
国
体
制
に
組
み
込
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
だ
三
〇

。
だ
が
明
治
初
期
に

は
、
西
洋
語race

の
訳
語
と
し
て
「
人
種
」
が
定
着
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
福
澤
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諭
吉
の
『
世
界
国
尽
』
に
は
、「
人
種
」
と
い
う
語
に
「
ひ
と
た
ね
」
と
い
う
ル
ビ
が
つ
き
、
内
田
正
雄
訳
『
輿
地
誌
略
』
は
文

明
の
段
階
で
分
類
し
た
集
団
を
「
民
種
」
と
す
る
。
久
米
邦
武
の
『
米
欧
回
覧
実
記
』
で
は
、「
人
種
」「
民
種
」「
種
族
」「
種
俗
」

「
族
民
」「
族
類
」
な
ど
が
混
然
と
用
い
ら
れ
て
い
た
の
が
実
情
だ
三
一

。 
與
那
覇
潤
は
、
明
治
期
日
本
の
「
人
種
」
と
い
う
概
念
と
同
時
期
の
「
人
類
学
」
と
い
う
学
術
分
野
に
つ
い
て
考
察
し
た
う
え

で
、
興
味
深
い
ひ
と
つ
の
逆
説
を
提
示
す
る
。 

 

今
日
「
人
種
」
は “R

ace”

の
翻
訳
語
と
し
て
な
ん
の
疑
い
も
な
く
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
実
は
「
人
種
」
が
系
統
論
的
な
意
味
で
の “R

ace”

と
い
う
語
義
を
獲
得
す
る
の
は
、
坪
井
正
五
郎
（
一
八
六
三
―
一
九
一
三
）
と
い
う
「
人
類
学
者
」
の
、「
人
種
問
題
」
と
い
う
言
説
を

無
効
化
し
よ
う
―
―
「
捏
造
し
よ
う
」
で
は
な
く
―
―
と
い
う
営
為
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
三
二

。 

  

坪
井
正
五
郎
は
東
京
人
類
学
会
の
創
始
者
の
ひ
と
り
だ
が
、
そ
の
前
身
で
あ
る
人
類
学
会
の
初
め
て
の
会
合
は
一
八
八
四
（
明

治
十
七
）
年
で
あ
っ
た
。
坪
井
の
考
え
る
人
類
学
と
い
う
学
問
に
お
い
て
は
、
人
類
と
い
う
総
体
の
本
質
を
研
究
対
象
と
す
る
の

で
あ
り
、「
人
種
」
の
分
類
は
副
次
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
も
そ
も
「
人
の
種
」
と
い
う
意
味
で
の
「
人
種
」
と
は
、「
同
じ

種
類
の
人
」
を
指
す
程
度
の
日
本
語
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
一
旦
「race =

 

人
種
」
と
い
う
等
価
が
成
立
し
て
し
ま
う
と
、「
人
種
」

と
い
う
近
代
日
本
語
は
序
列
化
さ
れ
た

race

の
翻
訳
語
と
し
て
不
可
逆
的
に
定
着
し
、
こ
こ
で
も
事
後
的
な
語
り
が
可
能
と
な

る
の
だ
。 

 
 『

百
科
全
書
』
に
お
け
る
「
人
種
」 

福
澤
諭
吉
『
掌
中
萬
国
一
覧
』
に
お
け
る
「
白
哲
人
種
即
チ
欧
羅
巴
人
種
」「
黄
色
人
種
即
チ
亜
細
亜
人
種
」「
赤
色
人
種
即
チ

亜
米
利
加
人
種
」「
黒
色
人
種
即
チ
亜
非
利
加
人
種
」「
茶
色
人
種
即
チ
諸
島
人
種
」
も
、
内
容
は
明
ら
か
に
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ

の
五
分
類
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
学
説
史
と
し
て
の
説
明
は
な
い
三
三

。
し
た
が
っ
て
、
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
へ
の

言
及
は
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
が
日
本
初
か
も
し
れ
な
い
。
該
当
箇
所
を
翻
訳
語
と
い
う
観
点
か
ら
読
み
直
し
て
み
よ
う
。 

一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
に
、
和
装
本
上
下
二
巻
で
秋
山
恒
太
郎
訳
・
内
村
耿
之
介
校
『
人
種
篇
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
文
部
省

『
百
科
全
書
』
の
全
編
の
な
か
で
最
初
期
に
出
さ
れ
た
翻
訳
の
一
編
で
あ
り
、
こ
の
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
の
当
時
の
関
心
の
高
さ

が
窺
え
る
。
和
装
本
の
凡
例
に
は
「
此
書
ハ
百
科
全
書
中
ノ
一
科
ニ
シ
テ
種
族
ノ
区
別
ニ
就
テ
論
説
セ
シ
モ
ノ
ナ
リ
」
と
書
か
れ

て
お
り
、
こ
れ
はP

H
Y

S
IC

A
L

 H
IS

T
O

R
Y

 O
F

 M
A

N
 –

 E
T

H
N

O
L

O
G

Y

の
翻
訳
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
こ
で
は

eth
n
o
lo

g
y

を
「
人
種
」
と
訳
し
て
タ
イ
ト
ル
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「race 

=
 

人
種
」
と
い
う
等
価
は
未
成
立
な
の
で
あ
る
。

本
文
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
（〔 

〕
内
は
左
ル
ビ
）。 

 

人
種
論
ノ
学
科
ハ
最
モ
近
世
ニ
起
ル
者
ナ
レ
ハ
其
数
目
ニ
於
テ
モ
亦
確
定
セ
ス
一
時
ノ
苟
且
ニ
安
ン
ズ
ル
コ
ト
多
シ
但
シ
人
種
ヲ
区
別
セ

シ
ハ
日
耳
曼
人
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ッ
ク
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
即
チ
動
物
学
〔
ゼ
オ
ー
ロ
デ
ィ
ー
〕
ト
解
剖
学
〔
ア
ナ
ト
ミ
ー
〕
ノ
用
ニ
供
ヘ
ン
為

メ
ニ
行
ヘ
ル
ヲ
以
テ
嚆
矢
ト
ナ
ス
而
シ
テ
其
区
別
ノ
名
目
大
ニ
世
上
ニ
播
布
シ
今
日
ニ
至
ル
迄
之
ヲ
用
ヰ
ル
ヲ
以
テ
此
ニ
其
大
略
ヲ
説
カ

サ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ッ
ク
人
種
ヲ
分
ツ
コ
ト
左
ノ
如
シ 

第
一
高
加
索
人
種
〔
カ
ウ
カ
ス
イ
ア
ン
ヴ
ィ
リ
テ
イ
ー
〕（
中
略
）
第
二
蒙
古
人
種
〔
モ
ン
ゴ
リ
ア
ン
ウ
イ
リ
テ
イ
ー
〕（
中
略
）
第
三
亜

弗
利
加
人
種
〔
イ
デ
イ
ヲ
ビ
ツ
ク
ウ
イ
リ
テ
イ
ー
〕（
中
略
）
第
四
米
利
堅
土
人
種
〔
ア
メ
リ
カ
ヌ
イ
リ
テ
イ
ー
〕（
中
略
）
第
五
馬
来
人

種
〔
マ
レ
ー
ウ
イ
リ
テ
イ
ー
〕 

E
thnology, as a science, being of quite recent origin, is in m

any respects in an unsettled and provisional condition. T
he first 

classification of the races or varieties of the hum
an species, w

as that of B
lum

enbach, w
hich w

as m
ade from

 the zoological and 

anatom
ical point of view

. A
s it obtained great currency, and m

any of its term
s continue in use, it m

ay be convenient to give a short 

sketch of it. H
e divides the species into five varieties, as follow

s: 
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1. C
aucasian Variety …

 2. M
ongolian Variety …

 3. E
thiopic (A

frican) Variety …
 4. A

m
erican Variety …

 5. M
alay Variety …

 

 

 
こ
こ
に
は
「
人
種
」
と
い
う
語
が
繰
り
返
し
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
原
文
に

race

が
登
場
す
る
の
は
一
度
だ
け
で
あ
る
。
し

か
もraces or v

arieties o
f th

e h
um

an
 sp

ecies

と
い
う
回
り
く
ど
い
言
い
回
し
で
あ
る
。races

をv
arieties o

f th
e h

um
an

 sp
ecies

と
言
い
換
え
て
い
る
の
はrace

と
い
う
概
念
自
体
の
あ
い
ま
い
さ
も
示
し
て
い
る
が
、「eth

n
o
log

y
 =

 

人
種
論
」
を
論
じ
な
が
ら
、

明
治
初
期
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
「race =

 

人
種
」
と
い
う
等
価
は
必
ず
し
も
成
立
し
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ブ
ル

ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
分
類
が
「
人
種
」
の
階
層
的
序
列
へ
と
移
行
し
た
よ
う
に
、
坪
井
正
五
郎
の
「
人
種
」
は
「
大
日
本
帝
国
」
の

言
説
に
利
用
さ
れ
る
べ
く
、「race =

 

人
種
」
の
概
念
は
近
代
の
帝
国
意
識
へ
と
確
実
に
接
続
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
。 

  

五
．
更
新
さ
れ
続
け
る
「
帝
国
」 

  

幕
末
維
新
を
経
て
、
十
九
世
紀
後
半
の
「
帝
国
日
本
」
で
西
洋
列
強
を
範
と
し
た
近
代
化
が
進
め
ら
れ
た
時
代
、
産
業
革
命
を

い
ち
早
く
経
験
し
た
「
大
英
帝
国
」
は
、
欧
米
諸
国
の
な
か
で
も
特
に
明
治
初
期
の
新
政
府
が
め
ざ
し
た
モ
デ
ル
の
ひ
と
つ
で
あ

っ
た
、
と
私
た
ち
は
記
憶
す
る
。
日
本
近
代
史
の
語
り
の
な
か
で
は
、「
大
英
帝
国
」
を
仰
ぎ
見
て
明
治
政
府
は
文
明
開
化
、
富

国
強
兵
、
殖
産
興
業
な
ど
の
近
代
化
政
策
を
策
定
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
さ
に
実
態
は
そ
の
と
お
り
だ
が
、
本
稿
で
問
題
化
し
た
よ

う
に
、
こ
の
物
語
は
倒
錯
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
歴
史
と
は
事
後
的
な
語
り
で
あ
り
、
明
治
初
期
に
はB

ritish
 E

m
p
ire

を
名
指

す
「
大
英
帝
国
」
と
い
う
こ
と
ば
は
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
。 

「
帝
国
日
本
」
が
仰
ぎ
見
て
い
たB

ritish
 E

m
p
ire

は
、「
大
日
本
帝
国
」
に
よ
っ
て
「
大
英
帝
国
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。「
帝

国
日
本
」
が
近
代
国
家
と
し
て
の
「
大
日
本
帝
国
」
へ
と
転
換
し
た
と
き
に
、「
大
英
帝
国
」
を
め
ぐ
る
言
説
も
編
成
さ
れ
た
の

だ
。「B

ritish
 E

m
p
ire =

 

大
英
帝
国
」
と
い
う
等
価
を
自
明
化
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
こ
の
点
を
私
た
ち
は
見
逃
し
て
し
ま
う
で
あ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
テ
ク
ス
ト
を
中
心
に
「
大
英
帝
国
」
に
関
す
る
こ
と
ば
を
考
察

し
て
き
た
。 

B
ritish

 
E

m
p
ire

の
等
価
と
し
て
の
「
大
英
帝
国
」
と
い
う
概
念
は
、
明
治
初
期
に
は
半
ば
未
成
立
で
あ
っ
た
。
興
味
深
い
こ

と
に
、
丸
善
版
合
冊
本
の
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
最
後
を
飾
る
別
冊
『
索
引
』
が
刊
行
さ
れ
て
十
年
後
の
一
八
九
八
（
明
治
三

十
一
）
年
か
ら
、
博
文
館
が
『
帝
国
百
科
全
書
』
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
名
で
全
二
百
巻
を
出
版
し
て
い
る
。「
百
科
全
書
」
と
い
う

書
名
の
「
帝
国
」
の
不
在
か
ら
顕
在
へ
の
移
行
は
、
近
代
天
皇
制
国
家
と
し
て
の
「
大
日
本
帝
国
」
が
版
図
を
拡
大
す
る
時
代
を

表
象
す
る
か
の
よ
う
だ
。「
大
日
本
帝
国
」
と
い
う
こ
と
ば
を
後
追
い
し
な
が
ら
、「
大
英
帝
国
」
と
い
う
言
説
が
出
現
し
始
め
た
。

明
治
中
期
以
降
の
「
大
日
本
帝
国
」
と
い
う
国
民
国
家
体
制
の
な
か
で
初
め
て
、「
大
英
帝
国
」
と
い
う
近
代
日
本
語
が
前
景
化

し
て
い
っ
た
の
だ
。 

そ
も
そ
も
オ
ラ
ン
ダ
語k

eizerrijk

「
ケ
イ
ゼ
レ
イ
ク
」
や
ド
イ
ツ
語K

aiserreich

「
カ
イ
ゼ
ル
ラ
イ
ヒ
」
が
「
帝
」
の
「
国
」

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
英
語em

p
ire

は
皇
帝
を
要
件
と
し
な
い
。「
帝
国
」
と
い
う
近
代
日
本
語
は
、
蘭
学
か
ら
英
学
へ
の
継
承

と
切
断
で
語
義
に
混
乱
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
翻
訳
語
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
先
行
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
出
自

は
明
確
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
比
べ
て
、「
大
英
帝
国
」
と
い
う
言
説
は
調
べ
る
ほ
ど
に
釈
然
と
し
な
い
。
文
部
省
『
百
科
全
書
』

の
一
編
と
し
て
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
横
瀬
文
彦
訳
『
英
国
制
度
国
資
』
は
、「B

ritish
 E

m
p
ire =

 

大
英
帝

国
」
の
創
発
の
場
と
も
い
え
る
翻
訳
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
が
、
他
の
同
時
代
テ
ク
ス
ト
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
当
時
こ
の
訳
語
は
一

般
的
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
。 

ホ
ブ
ソ
ン
（Jo

h
n
 A

tk
in

so
n H

o
b
so

n

）
や
レ
ー
ニ
ン
（V

lad
im

ir L
enin

）
の
帝
国
主
義
論
な
ど
を
経
て
、
歴
史
学
者
ホ
ブ
ズ

ボ
ー
ム
（E

ric Jo
h
n
 E

rn
est H

o
b
sbaw

m

）
は
、
一
七
八
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
か
ら
一
九
一
四
年
の
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発

ま
で
の
、
い
わ
ゆ
る
「
長
い
十
九
世
紀
」
を
『
革
命
の
時
代
』、『
資
本
の
時
代
』、『
帝
国
の
時
代
』
と
い
う
三
部
作
に
著
し
た
三
四

。
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こ
の
三
部
作
の
最
終
巻
に
お
い
て
彼
は
、「
新
し
い
型
の
帝
国
の
時
代
、
植
民
地
時
代
」
を
主
題
と
す
る
。
こ
の
時
代
の
帝
国
主

義
の
な
か
で
、
地
球
上
の
陸
地
全
体
の
ほ
ぼ
四
分
の
一
を
支
配
し
たB

ritish
 E

m
p
ire

は
隆
盛
を
極
め
た
後
に
凋
落
し
て
い
っ
た
。

か
つ
て
超
大
国
で
あ
っ
たB

ritish

に
「
大
英
」
の
語
を
あ
て
る
通
例
は
、「B

ritish
 E

m
p
ire =

 

大
英
帝
国
」
以
外
に
も
、「B

ritish
 

M
u
seu

m
 =

 

大
英
博
物
館
」
や
「B

ritish
 L

ib
rary

 =
 

大
英
図
書
館
」
な
ど
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
「
大
英
」
と
「
帝
国
」
の
組
み
合

わ
せ
は
、
翻
訳
語
「
帝
国
」
の
出
自
の
忘
却
と
引
き
換
え
で
あ
っ
た
、
と
い
う
点
で
特
段
の
注
目
に
値
す
る
。 

現
代
の
世
界
情
勢
に
お
い
て
は
東
西
冷
戦
の
終
焉
を
契
機
と
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
潮
流
の
な
か
で
ア
メ
リ
カ
の
覇
権
が
強

ま
り
、
こ
れ
を
背
景
と
し
て
ポ
ス
ト
冷
戦
の
「
帝
国
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
活
発
に
な
っ
て
い
る
。
近
年
の
新
し
い
帝
国
論
と
と
も

に
、
日
本
に
お
い
て
も
「
帝
国
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
多
数
の
研
究
書
が
出
さ
れ
て
い
る
三
五

。 

ネ
グ
リ
（A

n
ton

io
 N

eg
ri

）
と
ハ
ー
ト
（M

ich
ael H

ard
t

）
が
二
〇
〇
〇
年
に
刊
行
し
た
書
籍E

m
p
ire

は
、『〈
帝
国
〉
―
―
グ

ロ
ー
バ
ル
化
の
世
界
秩
序
と
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
の
可
能
性
』
と
し
て
邦
訳
が
出
版
さ
れ
た
三
六

。
こ
の
邦
題
に
は
原
題
に
な
い
奇

妙
な
山
括
弧
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
私
は
以
前
か
ら
気
に
な
っ
て
い
た
。「
訳
者
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
帝
国

主
義
的
な
国
民
国
家
で
は
な
い
、「
中
心
な
き
脱
領
域
的
な
支
配
装
置
」
と
し
て
の
「〈
帝
国
〉」
が
論
点
と
な
っ
て
い
る
た
め
だ

と
い
う
。「em

p
ire =

 

帝
国
」
と
い
う
等
価
に
は
、
新
た
な
違
和
感
が
今
な
お
更
新
さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。 
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一 
学
術
出
版
物
の
書
名
で
の
動
向
を
眺
め
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
東
田
雅
博
『
大
英
帝
国
の
ア
ジ
ア
・
イ
メ
ー
ジ
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九

九
六
年
）、
木
畑
洋
一
編
『
大
英
帝
国
と
帝
国
意
識
―
―
支
配
の
深
層
を
探
る
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
八
年
）
な
ど
か
ら
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ

ド
・
ア
ー
ミ
テ
イ
ジ
『
帝
国
の
誕
生
―
―
ブ
リ
テ
ン
帝
国
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
起
源
』
平
田
雅
博
・
岩
井
淳
・
大
西
晴
樹
・
井
藤
早
織
訳
（
日
本

経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
五
年
）、
木
畑
洋
一
『
イ
ギ
リ
ス
帝
国
と
帝
国
主
義
―
―
比
較
と
関
係
の
視
座
』（
有
志
舎
、
二
〇
〇
八
年
）
な
ど
へ
と
、

専
門
書
に
お
い
て
は
近
年
の
「
大
英
帝
国
」
離
れ
が
窺
え
る
。 

二 

東
京
帝
国
大
学
は
一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
、
京
都
帝
国
大
学
は
一
八
九
七
（
明
治
三
十
）
年
、
東
北
帝
国
大
学
は
一
九
〇
七
（
明
治
四
十
）

年
、
九
州
帝
国
大
学
は
一
九
一
一
（
明
治
四
十
四
）
年
、
北
海
道
帝
国
大
学
は
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
、
京
城
帝
国
大
学
は
一
九
二
四
（
大
正

十
三
）
年
、
台
北
帝
国
大
学
は
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
、
大
阪
帝
国
大
学
は
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
、
名
古
屋
帝
国
大
学
は
一
九
三
九
（
昭

和
十
四
）
年
の
設
置
で
、
す
べ
て
の
帝
国
大
学
が
揃
う
の
に
は
四
半
世
紀
以
上
か
か
っ
た
。 

三 

中
川
眞
弥
編
『
福
澤
諭
吉
著
作
集 
世
界
国
尽 

窮
理
図
解
』（
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
、
九
六
―
九
八
頁
）。 

四 

久
米
邦
武
編
『
特
命
全
権
大
使 

米
欧
回
覧
実
記
』（
博
聞
社
、
一
八
七
八
年
）。
引
用
は
久
米
邦
武
編
・
田
中
彰
校
注
『
米
欧
回
覧
実
記
（
二
）』

（
岩
波
文
庫
、
一
九
七
八
年
、
二
一
―
二
二
頁
）
に
よ
る
。 

五 

同
書
、
一
一
二
―
一
一
三
頁
。 

六 

唐
澤
一
友
『
多
民
族
国
家
イ
ギ
リ
ス
―
―
四
つ
の
切
り
口
か
ら
英
国
史
を
知
る
』（
春
風
社
、
二
〇
〇
八
年
）。 

七 

久
米
邦
武
編
・
田
中
彰
校
注
『
米
欧
回
覧
実
記
（
三
）』（
岩
波
文
庫
、
一
九
七
九
年
、
二
六
五
頁
）。 

八 

田
中
彰
「
岩
倉
使
節
団
と
プ
ロ
シ
ア
―
―
『
米
欧
回
覧
実
記
』
に
み
る
」『
現
代
思
想
』（
第
四
巻
第
四
号
、
青
土
社
、
一
九
七
六
年
、
一
七
五

頁
）。 

九 H
enry P

etty-F
itzm

aurice, 5th M
arquess of L

ansdow
ne

（
一
八
四
五
―
一
九
二
七
年
）
は
、
通
例
「
ラ
ン
ズ
ダ
ウ
ン
」
と
表
記
さ
れ
る
人
物

で
、
イ
ン
ド
総
督
を
経
て
一
九
〇
〇
年
か
ら
一
九
〇
五
年
ま
で
英
国
外
相
を
務
め
た
。 

一
〇 

日
本
語
訳
文
は
、
外
務
省
編
『
日
本
外
交
年
表
竝
主
要
文
書
』（
原
書
房
、
一
九
六
五
年
、
二
〇
三
―
二
〇
五
頁
）
に
よ
る
。 

一
一 

千
葉
正
史
「
天
朝
「
大
清
国
」
か
ら
国
民
国
家
「
大
清
帝
国
」
へ
―
―
清
末
に
お
け
る
政
治
体
制
再
編
と
多
民
族
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
起
源
」

『
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
史
学
』（
第
六
号
、
二
〇
一
〇
年
、
八
九
―
一
一
三
頁
）。 

一
二 

高
山
樗
牛
（
一
八
七
一
―
一
九
〇
二
年
）
に
つ
い
て
の
近
年
の
研
究
と
し
て
は
、
先
崎
彰
容
『
高
山
樗
牛
―
―
美
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』（
論

創
社
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
。 

一
三 

『
太
陽
』
第
八
巻
第
十
一
号
、
一
九
〇
二
年
九
月
五
日
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
、
瀬
沼
茂
樹
編
『
高
山
樗
牛 

齋
藤
野
の
人 

姉
崎
嘲
風 

登

張
竹
風
集
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
〇
年
、
九
二
―
九
九
頁
）
に
所
収
。「
姉
崎
嘲
風
」
は
宗
教
学
者
の
姉
崎
正
治
（
一
八
七
三
―
一
九
四
九
年
）

の
筆
名
。 

一
四 

吉
村
忠
典
「「
帝
国
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
」『
史
学
雑
誌
』（
第
一
〇
八
巻
第
三
号
、
一
九
九
九
年
、
三
四
四
―
三
六
七
頁
）。
の
ち
に
、

吉
村
忠
典
『
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
三
九
―
七
六
頁
）
に
所
収
。 

一
五 

同
論
文
、
三
五
三
頁
。 

一
六 

平
川
新
『
開
国
へ
の
道
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
八
年
、
一
二
九
頁
）。 

一
七 

本
村
凌
二
・
鶴
間
和
幸
「
帝
国
と
支
配
―
―
古
代
の
遺
産
」『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
五 

帝
国
と
支
配
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
、
三
―

五
九
頁
）。 

一
八 

平
川
の
前
掲
書
、
一
二
二
―
一
四
六
頁
。 

一
九 

吉
村
忠
典
『
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
八
―
九
頁
）。 

二
〇 

平
川
の
前
掲
書
、
一
四
四
頁
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
のE

m
peror

と
は
「
将
軍
」
を
指
し
、
和
親
条
約
で
はthe A

ugust S
overeign of Japan

「
日
本
大
君
」
と
し
て
い
る
。 

二
一 

木
畑
洋
一
「
イ
ギ
リ
ス
の
帝
国
意
識
」
木
畑
洋
一
編
『
大
英
帝
国
と
帝
国
意
識
―
―
支
配
の
深
層
を
探
る
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九

八
年
、
九
頁
）。 

二
二 

東
田
の
前
掲
書
で
は
、
ホ
ブ
ソ
ン
（John A

tkinson H
obson

）
の
『
帝
国
主
義
論
』
に
お
け
る
「
文
明
の
使
命
」（a m

ission of civilization

）

と
い
う
概
念
を
英
国
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
時
代
精
神
と
し
て
再
検
討
す
る
た
め
に
、「
文
明
化
の
使
命
」
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
て
い
る
。 

二
三 

冨
山
一
郎
「
国
民
の
誕
生
と
「
日
本
人
種
」」『
思
想
』（
第
十
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
、
三
七
―
五
六
頁
）。 

二
四 

同
論
文
、
三
八
頁
。 

二
五 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
「
人
種
篇
」
の
起
点
テ
ク
ス
トP

H
Y

S
IC

A
L

 H
IS

T
O

R
Y

 O
F

 M
A

N
 – E

T
H

N
O

L
O

G
Y

は
第
四
版
（
一
八
六
七

年
）
だ
が
、
第
五
版
（
一
八
七
四
―
七
五
年
）
で
はA

N
T

H
O

R
O

P
O

L
O

G
Y

に
改
訂
。 

二
六 

ヨ
ハ
ン
・
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
（
一
七
五
二
―
一
八
四
〇
年
）
は
ド
イ
ツ
の
博
物
学
者
で
あ
り
、「
自
然
人
類
学
の
父
」

と
称
さ
れ
も
す
る
。 

二
七 

平
野
義
太
郎
・
清
野
謙
次
『
太
平
洋
の
民
族
＝
政
治
学
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
四
二
年
、
三
五
三
頁
）。 

二
八 

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
グ
ー
ル
ド
『
増
補
改
訂
版 

人
間
の
測
り
ま
ち
が
い
―
―
差
別
の
科
学
史
』
鈴
木
善
次
・
森
脇
靖
子
訳
（
河
出
書
房
新
社
、

一
九
九
八
年
、
五
〇
八
―
五
二
一
頁
）。 

二
九 

坂
野
徹
「
人
種
分
類
の
系
譜
学
―
―
人
類
学
と
「
人
種
」
の
概
念
」
廣
野
喜
幸
・
市
野
川
容
孝
・
林
真
理
編
『
生
命
科
学
の
近
現
代
史
』（
勁

草
書
房
、
二
〇
〇
一
年
、
一
六
七
―
一
九
七
頁
）
な
ど
も
参
照
さ
れ
た
い
。 

三
〇 eugenics

（
優
生
学
）
は
一
八
八
三
年
に
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
従
兄
弟
ゴ
ル
ト
ン
（F

rancis G
alton

）
が
提
唱
し
た
造
語
。
の
ち
に
優
生
学
に
基

づ
い
た
人
種
改
良
思
想
は
ナ
チ
ス
政
権
下
で
の
蛮
行
へ
と
つ
な
が
り
批
判
さ
れ
た
が
、
近
年
の
遺
伝
子
工
学
の
進
歩
に
よ
っ
て
再
び
優
生
学
の
倫

理
的
側
面
が
問
題
化
し
て
い
る
。
優
生
学
全
般
に
つ
い
て
は
、
ダ
ニ
エ
ル
・
Ｊ
・
ケ
ヴ
ル
ズ
『
優
生
学
の
名
の
も
と
に
―
―
「
人
種
改
良
」
の
悪

夢
の
百
年
』
西
俣
総
平
訳
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
三
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
福
澤
諭
吉
の
人
種
改
良
論
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
優
生

思
想
は
、
鈴
木
善
次
『
日
本
の
優
生
学
―
―
そ
の
思
想
と
運
動
の
軌
跡
』（
三
共
出
版
、
一
九
八
三
年
）
に
詳
し
い
。 
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三
一 

太
田
昭
子
「
幕
末
明
治
初
期
の
近
代
日
本
に
お
け
る
「
人
種
」
論
―
―
久
米
邦
武
の
「
人
種
」
論
を
中
心
に
」『
近
代
日
本
研
究
』（
第
二
十

五
巻
、
慶
應
義
塾
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
八
年
、
一
二
五
―
一
四
九
頁
）。 

三
二 
與
那
覇
潤
「
近
代
日
本
に
お
け
る
「
人
種
」
観
念
の
変
容
」『
民
族
学
研
究
』（
第
六
十
八
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
三
年
、
八
五
頁
）。 

三
三 
福
澤
諭
吉
『
掌
中
萬
国
一
覧
』（
福
澤
蔵
版
、
一
八
六
九
年
）。
ま
た
、
内
田
正
雄
編
訳
『
輿
地
誌
略
』
で
も
同
様
の
人
種
論
を
展
開
し
て
い

る
が
、
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
に
は
直
接
触
れ
て
い
な
い
。 

三
四 

エ
リ
ッ
ク
・
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
『
帝
国
の
時
代 

一
八
七
五
―
一
九
一
四
』
野
口
建
彦
・
長
尾
史
郎
・
野
口
照
子
訳
（
み
す
ず
書
房
、
一
九
九

三
―
九
八
年
）（H

obsbaw
m

, E
. (1987). T

he age of em
pire, 1875-1914. P

antheon B
ooks

）。 

三
五 

目
を
通
し
た
主
な
も
の
だ
け
を
列
挙
し
て
も
、
山
内
昌
之
・
増
田
一
夫
・
村
田
雄
二
郎
編
『
帝
国
と
は
何
か
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）、

北
川
勝
彦
・
平
田
雅
博
『
帝
国
意
識
の
解
剖
学
』（
世
界
思
想
社
、
一
九
九
九
年
）、
山
本
有
造
編
『
帝
国
の
研
究
―
―
原
理
・
類
型
・
関
係
』（
名

古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
）、
山
内
昌
之
『
帝
国
と
国
民
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）、
歴
史
学
研
究
会
編
『
帝
国
へ
の
新
た
な
視
座
』

（
青
木
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）、
木
畑
洋
一
・
南
塚
信
吾
・
加
納
格
『
帝
国
と
帝
国
主
義
』（
有
志
舎
、
二
〇
一
二
年
）、
秋
田
茂
・
桃
木
至
朗
編

『
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
帝
国
』（
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）
な
ど
多
数
。 

三
六 

ア
ン
ト
ニ
オ
・
ネ
グ
リ
、
マ
イ
ケ
ル
・
ハ
ー
ト
『〈
帝
国
〉
―
―
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
世
界
秩
序
と
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
の
可
能
性
』
水
嶋
一
憲
・

酒
井
隆
史
・
浜
邦
彦
・
吉
田
俊
実
訳
（
以
文
社
、
二
〇
〇
三
年
）（H

ardt, M
. &

 N
egri, A

. (2000). E
m

pire, H
arvard U

niversity P
ress

）。 
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第
七
章 

「
骨
相
学
」
と
い
う
近
代
―
―
他
者
を
視
る
ま
な
ざ
し 

 

天
文
学 

気
中
現
象
学 

地
質
学 

地
文
学 

植
物
生
理
学 

植
物
綱
目 

動
物
及
人
身
生
理 

動
物
綱
目 

物
理
学 

重
学 

動
静
水
学 

光
学
及
音
学 

電
気
及
磁
石 

時
学
及
時
刻
学 

化
学
篇 

陶
磁
工
篇 

織
工
篇 

鉱
物
篇 

金
類
及
錬
金
術 

蒸
気
篇 

土
工
術 

陸
運 

水
運 

建
築
学 

温
室
通
風

点
光 
給
水
浴
澡
堀
渠
篇 

農
学 

菜
園
篇 

花
園 

果
園
篇 

養
樹
篇 

馬 

牛
及
採
乳
方 

羊
篇 

豚
兎
食
用
鳥
篭
鳥
篇 

蜜
蜂
篇 

犬
及
狩
猟 

釣

魚
篇 

魚
猟
篇 
養
生
篇 

食
物
篇 

食
物
製
方 

医
学
篇 

衣
服
及
服
式 

人
種 

言
語 

交
際
及
政
体 

法
律
沿
革
事
体 

太
古
史 

希
臘
史 

羅
馬

史 

中
古
史 

英
国
史 
英
国
制
度
国
資 

海
陸
軍
制 

欧
羅
巴
地
誌 

英
倫
及
威
爾
斯
地
誌 

蘇
格
蘭
地
誌 

愛
倫
地
誌 

亜
細
亜
地
誌 

亜
弗
利
加
及

大
洋
州
地
誌 

北
亜
米
利
加
地
誌 

南
亜
米
利
加
地
誌 

人
心
論 

骨
相
学 

北
欧
鬼
神
誌 

論
理
学 

洋
教
宗
派 

回
教
及
印
度
教
仏
教 

歳
時
記 

修

身
論 

接
物
論 

経
済
論 

人
口
救
窮
及
保
険 

百
工
倹
約
訓 

国
民
統
計
学 

教
育
論 

算
術
及
代
数 

戸
内
遊
戯
方 

体
操
及
戸
外
遊
戯 

古
物
学 

修
辞
及
華
文 

印
刷
術
及
石
版
術 

彫
刻
及
捉
影
術 

自
然
神
教
及
道
徳
学 

幾
何
学 

聖
書
縁
起
及
基
督
教 

貿
易
及
貨
幣
銀
行 

画
学
及
彫
像 

百
工

応
用
化
学 

家
事
倹
約
訓 

  

一
．
人
体
解
剖
図
と
翻
訳 

  

本
章
は
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
な
か
の
一
編
『
骨
相
学
』
を
同
時
代
テ
ク
ス
ト
と
と
も
に
読
み
、
他
者
を
視
る
こ
と
の
自
明

性
を
日
本
の
近
代
化
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
問
い
直
す
試
み
で
あ
る
。C

h
a
m

b
ers’s In

fo
rm

atio
n
 fo

r th
e P

eo
p
le

の

P
H

R
E

N
O

L
O

G
Y

を
起
点
テ
ク
ス
ト
と
す
る
『
百
科
全
書
』
の
「
骨
相
学
」
は
、
長
谷
川
泰
が
翻
訳
、
小
林
病
翁
が
校
正
を
担

当
し
た
翻
訳
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
に
文
部
省
印
行
の
分
冊
本
と
な
り
、
そ
の
後
も
有
隣
堂
や
丸
善
に
よ

る
合
冊
本
に
含
め
ら
れ
、
当
時
あ
る
程
度
広
く
読
ま
れ
た
と
考
え
て
よ
い
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。 

「p
h
ren

o
lo

gy
 =

 

骨
相
学
」
は
古
来
の
漢
語
「
骨
相
」
と
は
切
断
さ
れ
て
い
る
。ph

ren
o
lo

g
y
は
脳
機
能
に
基
づ
く
学
説
で
あ

り
、
頭
蓋
骨
の
形
か
ら
他
者
の
性
格
が
類
推
で
き
る
と
い
う
わ
か
り
や
す
さ
が
大
衆
に
受
け
て
、
十
九
世
紀
前
半
の
西
洋
で
一
時

期
大
い
に
流
行
し
た
。
そ
し
て
、
開
化
期
の
日
本
に
も
翻
訳
行
為
を
通
し
て
紹
介
さ
れ
て
、
視
る
こ
と
の
近
代
を
招
来
し
た
。 

精
神
と
い
う
目
に
は
み
え
な
い
も
の
を
脳
と
い
う
解
剖
学
的
実
体
で
説
明
す
る
言
説
は
、近
代
日
本
の
ま
な
ざ
し
に
何
を
も
た
ら

し
た
の
か
。「
ま
な
ざ
し
」
は
視
線
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
が
、
も
の
ご
と
の
捉
え
方
や
世
界
の
見
方
な
ど
精
神
活
動
を
表
象
す

る
一

。
異
な
る
文
化
を
架
橋
し
、
私
た
ち
の
内
面
に
ま
で
影
響
を
与
え
た
翻
訳
テ
ク
ス
ト
の
読
解
を
契
機
と
し
て
、
日
本
の
近
代

化
と
骨
相
学
的
ま
な
ざ
し
の
問
題
系
を
多
角
的
に
論
じ
て
み
た
い
。 

近
代
に
な
っ
て
望
遠
鏡
や
顕
微
鏡
な
ど
光
学
レ
ン
ズ
を
通
し
て
肉
眼
で
は
捉
え
ら
れ
な
か
っ
た
世
界
が
開
け
た
ば
か
り
で
な

く
、
人
々
の
視
線
の
欲
望
は
人
体
の
内
側
に
も
向
け
ら
れ
た
。
ス
タ
フ
ォ
ー
ド
（B

arb
ara M

aria S
taffo

rd

）
の
表
現
を
借
り
れ

ば
、「
見
え
ざ
る
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
化
」
と
し
て
、
人
間
の
肉
体
か
ら
仮
借
な
く
皮
膚
組
織
を
剥
離
し
た
人
体
解
剖
図
が
多
数
描

か
れ
た
所
以
で
あ
る
二

。 

近
代
日
本
の
黎
明
を
前
に
し
て
、
図
入
り
解
剖
学
の
翻
訳
書
『
解
体
新
書
』
が
一
七
七
四
（
安
永
三
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
の
は
、

日
本
に
お
け
る
視
線
の
近
代
化
と
翻
訳
の
関
係
に
と
っ
て
象
徴
的
な
出
来
事
だ
っ
た
と
言
え
る
。
人
体
の
内
側
を
描
く
解
剖
図
は

日
常
的
に
は
目
に
触
れ
る
こ
と
の
な
い
臓
器
の
構
造
と
配
置
を
可
視
化
し
た
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
人
体
解
剖
図
に
関
す
る
翻
訳
テ

ク
ス
ト
が
、
蘭
学
時
代
の
幕
開
け
を
告
げ
る
本
格
的
な
翻
訳
書
の
嚆
矢
な
の
で
あ
る
。
ダ
ン
ツ
ィ
ヒ
の
医
学
者
ク
ル
ム
ス
（Jo

h
ann 

A
d
am

 K
u
lm

u
s

）
に
よ
る
ド
イ
ツ
語
原
著
の
蘭
訳
版
（『
打
係
縷
亜
那

タ

ー

ヘ

ル

ア

ナ

都 ト

米 ミ
イ

』）
を
主
な
底
本
と
し
て
、
前
野
良
沢
、
杉
田
玄
白
、

中
川
淳
庵
ら
が
千
住
小
塚
原
（
骨
ヶ
原
）
で
罪
人
の
腑
分
け
を
見
学
し
た
の
を
き
っ
か
け
に
翻
訳
に
挑
ん
だ
三

。 

彼
ら
が
そ
の
翻
訳
プ
ロ
セ
ス
で
直
面
し
た
苦
心
に
つ
い
て
は
、
晩
年
の
玄
白
に
よ
る
『
蘭
学
事
始
』
に
活
写
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
こ
に
は
「
或
い
は
翻
訳
し
、
或
い
は
対
訳
し
、
或
い
は
直
訳
、
義
訳
と
さ
ま
ざ
ま
に
工
夫
し
」
と
い
う
翻
訳
論
も
展
開
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
『
解
体
新
書
』「
凡
例
」
で
も
、「
訳
に
三
等
あ
り
」
と
し
て
、「
翻
訳
、
義
訳
、
直
訳
」
と
訳
出
の
三
分
法
へ
の
言



 

 

110 

 

及
が
あ
る
。
玄
白
の
「
翻
訳
・
対
訳
、
義
訳
、
直
訳
」
は
、
現
在
の
「
直
訳
、
意
訳
、
音
訳
」
に
相
当
し
よ
う
四

。
た
と
え
ば
、

オ
ラ
ン
ダ
語zen

u
w

を
訳
し
た
「
神
経
」
は
、
神
気
と
経
脈
か
ら
造
語
さ
れ
た
典
型
的
な
「
義
訳
」（
意
訳
）
の
事
例
と
み
る
の

が
通
説
だ
。
そ
れ
ま
でzenu

w

は
「
世 セ

イ

奴 ニ
ー

」
と
い
う
「
直
訳
」（
音
訳
）
で
あ
っ
た
が
、『
解
体
新
書
』
で
は
「
世 セ

イ

奴 ニ
ー

。
此
翻

神
経

其
色

白
而
強
。
其
原
自
脳
与
背
出
也
。
蓋
主
視
聴
言
動
」
と
し
た
。
つ
ま
り
「
世 セ

イ

奴 ニ
ー

、
こ
れ
を
神
経
と
訳
す
」
と
し
て
、「
世 セ

イ

奴 ニ
ー

」
に

代
わ
っ
て
「
神
経
」
と
い
う
訳
語
を
用
い
た
こ
と
を
割
注
で
説
明
し
て
い
る
の
だ
五

。 

も
っ
と
も
通
説
に
は
い
つ
の
間
に
か
神
話
も
紛
れ
こ
む
。
杉
本
つ
と
む
は
洋
学
研
究
に
は
「
神
話
が
多
す
ぎ
る
」
と
苦
言
し
、

そ
の
一
例
と
し
て
『
蘭
学
事
始
』
の
著
述
内
容
の
虚
構
性
を
糾
弾
し
て
い
る
。
杉
本
に
よ
れ
ば
、『
解
体
新
書
』
の
刊
行
に
先
立

つ
こ
と
百
年
、
一
六
八
二
年
（
天
和
二
）
年
頃
に
本
木
良
意
（
ド
イ
ツ
人
医
師
で
『
日
本
誌
』
の
著
者
ケ
ン
ペ
ル
（E

n
g
elb

ert 

K
aem

p
fer

）
と
親
交
が
あ
っ
た
通
詞
）
が
訳
し
た
『
和
蘭
全
躯
内
外
分
合
図
』
と
い
う
人
体
解
剖
図
が
す
で
に
出
版
さ
れ
て
い
た

六

。
だ
か
ら
南
蛮
医
術
で
もn

erv
o

（=
 zen

u
w

 =
 n

erv
e

）
の
存
在
は
（「
筋

ネ
ル
ボ

」
と
し
て
）
知
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
玄
白
の
翻
訳

苦
労
話
も
半
ば
眉
唾
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
は
い
え
、
近
代
日
本
が
生
み
出
し
た
視
線
を
考
え
る
と
き
、「
神
経
」
と
い

う
翻
訳
語
の
誕
生
は
色
褪
せ
な
い
。
玄
白
ら
に
よ
り
「
神
経
」
と
訳
出
さ
れ
た
近
代
日
本
語
が
次
第
に
定
着
し
、『
解
体
新
書
』

か
ら
お
よ
そ
百
年
の
時
を
経
て
、
明
治
の
ま
な
ざ
し
と
交
差
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
。 

 

「
神
経
」
と
い
う
近
代 

明
治
初
期
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
『
骨
相
学
』
で
は
、「n

erv
e =

 

神
経
」
と
い
う
翻
訳
の
等
価
が

し
っ
か
り
と
定
着
し
て
い
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
出
現
す
る
「
神
経
」
の
件
を
読
ん
で
お
こ
う
。 

 

神
経
モ
亦
然
リ
犬
ノ
嗅
神
経
鷲
鳥
ノ
視
神
経
頗
ル
大
ナ
ル
カ
如
キ
是
ナ
リ
小
児
ノ
脳
ハ
大
人
ヨ
リ
ハ
小
ニ
シ
テ
其
精
神
ノ
力
弱
ナ
リ
又
大

人
ノ
脳
甚
タ
小
ナ
ル
モ
ノ
ハ
必
ス
呆
痴
ノ
徴
ナ
リ
（
中
略
）
欧
羅
巴
人
ノ
頭
首
ハ
平
均
シ
テ
中
等
ノ
印
度
土
人
ト
相
比
ス
レ
ハ
大
人
ノ
小

児
ニ
於
ケ
ル
カ
如
シ
欧
人
僅
ニ
三
万
ヲ
以
テ
能
ク
印
度
人
十
万
ノ
衆
キ
ヲ
征
服
ス
ル
ハ
蓋
シ
是
カ
為
ナ
リ 

T
he sam

e is true of a nerve. S
om

e species of dogs have very large nerves for sm
elling, eagles for seeing, &

c. A
 child’s brain

 is sm
aller, 

and its m
ental pow

er w
eaker, than those of an adult. A

 very sm
all brain in an adult is the invariable sign of idiocy. …

 T
he average 

E
uropean head is to the average H

indoo as the head of a m
an to a boy; hence the conquest and subjection of a hundred m

illions of the 

latter by thirty thousand of the form
er. 

 

骨
相
学
の
理
論
で
は
、「n

erv
e =

 

神
経
」
や
「b

rain =
 

脳
」
の
発
達
が
重
要
と
な
る
。
嗅
覚
や
視
覚
を
つ
か
さ
ど
る
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
「
嗅
神
経
」
と
「
視
神
経
」
で
あ
り
、
そ
の
大
き
さ
に
着
目
す
る
の
だ
。
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
「
頭
首
」
の
大
き

さ
を
根
拠
に
、
イ
ン
ド
の
植
民
地
化
も
正
当
化
し
て
い
る
。 

こ
の
箇
所
に
先
立
ち
、
脳
が
諸
器
官
の
集
ま
り
で
あ
る
こ
と
を
「
脳
ノ
一
器
ニ
ア
ラ
ス
衆
器
ノ
相
聚
合
セ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
」（the 

b
rain

 is n
o
t sin

g
le, b

u
t a clu

ster o
f o

rg
a
n
s

）
と
説
明
し
て
、
精
神
活
動
と
脳
の
大
き
さ
の
関
係
に
つ
い
て
は
、「
各
異
ノ
精
神
ノ

発
動
ノ
強
弱
敏
鈍
ハ
脳
ノ
各
部
ノ
大
サ
即
チ
其
膨
起
ト
相
対
称
ス
ル
故
ニ
亦
此
各
部
ト
相
関
渉
ス
」（p

articu
lar 

m
an

ifestatio
n
s 

o
f m

ind
 are p

ro
p
o
rtion

ed
, in

 in
tensity

 and
 freq

u
en

cy
 of recu

rren
ce, to

 th
e size o

r exp
an

sio
n
 o

f p
articu

lar p
arts of th

e b
rain

）

と
述
べ
て
い
る
。 

と
こ
ろ
で
、
三
遊
亭
円
朝
が
一
八
五
九
（
安
政
六
）
年
に
創
作
し
た
「
累
ケ
淵
後
日
怪
談
」
は
、
明
治
期
に
な
っ
て
当
時
の
流

行
語
で
あ
る
「
神
経
」
と
か
け
た
「
真
景
」
を
織
り
込
ん
で
、
一
八
八
八
（
明
治
二
十
一
）
年
に
「
真
景
累
ケ
淵
」
と
し
て
語
り

直
さ
れ
た
。
そ
の
枕
で
は
、
文
明
開
化
期
の
合
理
性
に
よ
っ
て
幽
霊
を
神
経
病
の
産
物
だ
と
す
る
前
置
き
が
語
ら
れ
る
。 

 

今
日
よ
り
怪
談
の
お
話
を
申
上
げ
ま
す
る
が
、
怪
談
ば
な
し
と
申
す
は
近
来
大
き
に
廃
り
ま
し
て
、
余
り
寄
席
で
致
す
者
も
ご
ざ
い
ま
せ

ん
。
と
申
す
も
の
は
、
幽
霊
と
云
ふ
も
の
は
無
い
、
全
く
神
経
病
だ
と
云
ふ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
か
ら
、
怪
談
は
開
化
先
生
方
は
お
嫌
ひ
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な
さ
る
事
で
ご
ざ
い
ま
す
。（
中
略
）
狐
に
ば
か
さ
れ
る
と
い
ふ
事
は
有
る
訳
の
も
の
で
な
い
か
ら
、
神
経
病
、
又
天
狗
に
攫
は
れ
る
と
い

ふ
事
も
無
い
か
ら
や
つ
ぱ
り
神
経
病
と
申
し
て
、
何
で
も
怖
い
も
の
は
皆
神
経
病
に
お
つ
つ
け
て
し
ま
ひ
ま
す
が
、
現
在
開
け
た
え
ら
い

方
で
、
幽
霊
は
必
ず
無
い
も
の
と
定
め
て
も
、
鼻
の
先
へ
怪
し
い
も
の
が
出
れ
ば
ア
ツ
と
云
つ
て
尻
餅
を
つ
く
の
は
、
や
つ
ぱ
り
神
経
が

些
と
怪
し
い
の
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
七

。 

  

怪
談
や
幽
霊
と
い
う
オ
カ
ル
ト
は
、
近
代
を
代
表
す
る
「
開
化
先
生
」
に
は
「
神
経
」
の
病
と
映
る
の
だ
。
西
洋
近
代
が
も
た

ら
し
た
「
科
学
」
に
よ
る
開
化
ゆ
え
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
同
時
期
に
は
、
一
竿
齋
宝
洲
に
よ
る
「
神
経

こ
こ
ろ
の

闇 や
み

開
化

か
い
か
の

怪
談

か
い
だ
ん

」（
一

八
八
四
年
）
と
い
う
脚
本
形
式
の
読
み
物
も
出
て
い
る
八

。「
神
経
」
と
「
開
化
」
の
結
合
が
魅
力
的
な
書
名
と
な
る
時
代
だ
っ

た
。 

  

二
．
西
洋
近
代
の
「
科
学
」 

 

西
洋
近
代
のph

ren
o
log

y 

「
骨
相
学
」
と
い
う
翻
訳
語
は
、
明
治
初
期
にph

ren
o
log

y
を
訳
出
し
た
結
果
と
し
て
の
近
代
日
本
語
で
あ
る
。p

h
reno

lo
g
y

は
脳
機
能
と
精
神
の
関
係
を
論
じ
た
学
説
と
し
て
、
十
八
世
紀
末
の
西
洋
に
生
ま
れ
た
。
こ
れ
は
当
時
の
「
科
学
」
的
理
論
で
あ

っ
た
し
、頭
蓋
骨
の
形
か
ら
そ
の
人
の
性
格
が
判
断
で
き
る
と
い
う
明
快
さ
と
相
俟
っ
て
大
衆
に
も
浸
透
し
た
の
だ
っ
た
。だ
が
、

十
九
世
紀
後
半
か
ら
の
大
脳
生
理
学
の
進
展
に
よ
り
、p

h
ren

o
lo

gy

は
疑
似
科
学
と
し
て
葬
り
去
ら
れ
た
九

。 

皮
肉
な
こ
と
にp

h
ren

o
lo

gy

の
終
焉
を
経
て
、こ
の
学
説
が
主
張
し
た
脳
機
能
の
局
在
論
を
示
す
証
拠
は
着
実
に
蓄
積
さ
れ
て

い
っ
た
。
た
と
え
ば
第
一
次
世
界
大
戦
で
被
弾
し
た
兵
士
に
お
い
て
、
脳
の
損
傷
部
位
と
後
遺
症
に
よ
る
障
害
に
は
関
係
が
認
め

ら
れ
た
し
、
よ
り
最
近
の 

fM
R

I 

を
用
い
た
イ
メ
ー
ジ
ン
グ
の
手
法
で
も
、
認
知
機
能
が
脳
の
特
定
部
位
に
局
在
し
て
い
る
デ

ー
タ
が
得
ら
れ
て
い
る
一
〇

。ph
ren

o
log

y

が
主
張
し
た
よ
う
な
頭
蓋
骨
の
形
と
性
格
の
単
純
な
関
係
性
に
つ
い
て
は
否
定
さ
れ
た

も
の
の
、
脳
機
能
の
局
在
は
正
し
い
前
提
だ
っ
た
。 

p
h
ren

o
log

y

は
ス
イ
ス
の
ラ
フ
ァ
ー
タ
ー
（Jo

h
an

n
 C

asp
ar L

av
ater

）
に
よ
るp

h
y
sio

gn
o
m

y

（
観
相
学
）、
つ
ま
り
顔
の
造
作

か
ら
そ
の
人
物
の
性
格
を
判
断
す
る
と
い
う
主
観
的
な
方
法
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
一
一

。
も
っ
と
も
身
体
的
外
面
と
精
神
的
内

面
と
の
何
ら
か
の
対
応
関
係
と
い
う
着
想
そ
の
も
の
は
、
古
く
は
紀
元
前
の
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
ら
も
論
じ
て
い

た
。
け
れ
ど
も
、
適
者
生
存
や
弱
肉
強
食
を
柱
と
す
る
近
代
の
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
に
通
底
す
る

ph
y
siog

n
o
m

y

や

ph
ren

o
log

y

の
議
論
の
な
か
で
は
、
狂
人
・
犯
罪
者
・
子
ど
も
・
女
性
・
劣
性
人
種
と
い
う
排
除
さ
れ
る
他
者
へ
の
先
入
観
が
極
度
に
増
幅
さ

れ
て
し
ま
う
の
が
特
徴
的
だ
一
二

。
文
明
化
の
程
度
を
示
す
指
標
と
し
て
精
密
に
計
測
さ
れ
た
頭
蓋
や
、
写
真
技
術
に
よ
っ
て
固

定
さ
れ
た
表
情
は
、
偏
見
に
満
ち
た
ま
な
ざ
し
の
西
洋
近
代
を
表
象
す
る
「
科
学
」
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。 

脳
と
精
神
活
動
を
結
び
つ
け
る
近
代
の
「
科
学
」
的
な
考
え
は
、
ド
イ
ツ
生
ま
れ
の
医
師
ガ
ル
（F

ran
z Jo

sep
h
 G

all

）
と
そ

の
弟
子
シ
ュ
プ
ル
ツ
ハ
イ
ム
（Jo

han
n
 S

p
u
rzh

eim

）
か
ら
始
ま
っ
た
。
ガ
ル
は
脳
神
経
系
の
解
剖
学
と
生
理
学
を
研
究
し
、
脳

が
精
神
活
動
に
対
応
し
た
二
十
七
個
の
器
官
（
そ
の
数
は
後
継
者
に
よ
り
拡
張
）
の
集
ま
り
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
脳
の
特
定
の
部
位
に
お
け
る
発
達
が
脳
機
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
し
て
、
脳
を
取
り
囲
む
頭
蓋
の
大
き
さ
や
形
状
か
ら
精
神

活
動
が
わ
か
る
と
し
た
の
だ
。
頭
蓋
骨
の
精
密
な
計
測
が
実
施
さ
れ
、
い
か
に
も
も
っ
と
も
ら
し
い
頭
蓋
骨
マ
ッ
プ
も
作
成
さ
れ

て
、
脳
に
局
在
す
る
器
官
と
各
機
能
の
位
置
関
係
が
図
示
さ
れ
た
。
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
「
骨
相
学
」
に
掲
載
さ
れ
た
図
で

イ
メ
ー
ジ
し
て
お
こ
う
。 
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文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
『
骨
相
学
』
よ
り 

 
 

        

こ
う
し
て
他
者
の
内
面
を
目
に
映
る
頭
の
形
に
よ
っ
て
視
覚
化
し
て
類
推
し
よ
う
と
し
た
の
だ
。
か
く
し
てph

ren
o
log

y

は
、

十
九
世
紀
の
近
代
科
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
視
覚
装
置
で
通
俗
的
な
わ
か
り
や
す
さ
を
具
現
す
る
こ
と
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
の

人
々
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

ガ
ル
自
身
はph

reno
lo

gy

と
い
う
語
で
は
な
く
、S

ch
äd

elleh
re

（cran
io

lo
g
ie 

頭
蓋
学
）
やO

rg
an

o
logie

（
器
官
学
）
な
ど

と
い
う
複
数
の
用
語
を
自
ら
の
学
説
に
あ
て
て
い
る
が
、
一
八
一
五
年
に
英
国
人
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
（T

ho
m

as 
Ig

n
atiu

s 
M

aria 

F
o
rster

）
が
ガ
ル
の
学
説
を
英
語
で
紹
介
し
た
際
にph

ren
o
lo

g
y

と
い
う
名
称
が
造
語
さ
れ
て
以
降
、
こ
の
語
を
シ
ュ
プ
ル
ツ
ハ

イ
ム
が
継
承
し
た
と
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
に
も
そ
の
署
名
が
残
る
ラ
ッ
シ
ュ
（B

en
jam

in
 
R

u
sh

）
が
す

で
に
一
八
〇
五
年
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
でp

h
reno

lo
gy

と
い
う
語
を
用
い
て
い
た
と
も
言
わ
れ
て
お
り
、
語
の
出
自
そ
の
も
の

は
定
か
で
は
な
い
一
三

。 

ガ
ル
の
学
説
は
西
洋
近
代
の
一
時
期
を
席
巻
し
、
な
か
で
も
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
英
国
で
熱
烈
な
支
援
者
を
得
て
さ
ら
に
躍
進

し
た
。
英
国
でp

h
ren

o
lo

gy

を
広
め
た
の
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
穏
健
な
社
会
改
革
派
の
弁
護
士
ジ
ョ
ー
ジ
・
ク
ー
ム
（G

eo
rge 

C
o
m

b
e

）
で
あ
る
。
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
で
の
シ
ュ
プ
ル
ツ
ハ
イ
ム
の
講
義
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
「
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
骨
相
学
論
争
」

が
起
こ
る
の
だ
が
、こ
の
時
彼
の
講
義
を
聴
講
し
てp

h
ren

o
lo

gy

を
初
め
て
知
っ
た
ク
ー
ム
は
一
途
に
こ
の
学
説
に
心
酔
し
て
い

っ
た
。
ク
ー
ム
は
一
八
二
〇
年
に
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
骨
相
学
協
会
を
設
立
し
、
専
門
雑
誌
の
創
刊
に
ま
で
至
る
熱
の
入
れ
よ
う
だ
っ

た
。
ま
た
そ
の
当
時
、
ガ
ル
と
訣
別
し
た
シ
ュ
プ
ル
ツ
ハ
イ
ム
のph

ren
o
lo

g
y

で
は
、
社
会
改
革
ま
で
も
視
野
に
入
れ
て
、
生
得

的
に
優
れ
た
能
力
に
恵
ま
れ
た
者
が
努
力
す
る
こ
と
で
人
類
社
会
が
進
歩
す
る
と
考
え
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
ク
ー
ム
の
言
説
も

ま
た
、
脳
機
能
の
均
衡
の
と
れ
た
発
達
で
人
々
が
幸
福
に
な
り
、
そ
れ
に
連
れ
て
社
会
も
発
展
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
一
四

。

こ
の
よ
う
に
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
のp

h
ren

o
log

y

は
、
社
会
進
化
論
や
発
達
史
観
と
の
親
和
性
が
高
か
っ
た
。 

ク
ー
ム
が
一
八
二
八
年
に
刊
行
し
たT

h
e C

o
n
stitu

tio
n
 o

f M
a
n C

o
n
sid

ered
 in

 R
ela

tio
n to

 E
xtern

a
l O

b
jects

は
、
一
八
四
七

年
の
第
八
版
ま
で
に
八
万
部
以
上
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、『
聖
書
』、Th

e P
ilg

rim
’s P

ro
g
ress

（『
天
路
歴
程
』）、Th

e L
ife a

nd
 

S
tra

n
g
e S

u
rp

risin
g
 A

d
ven

tu
res o

f R
o
b
in

so
n
 C

ru
so

e

（『
ロ
ン
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』）
に
次
ぐ
売
れ
行
き
だ
っ
た
と
い
う
一
五

。

ダ
ー
ウ
ィ
ン
（C

h
arles R

o
b
ert D

arw
in

）
のO

n
 th

e O
rig

in
 o

f S
p
ecies

（『
種
の
起
源
』）
の
発
行
部
数
が
一
八
五
九
年
の
初
版

か
ら
一
八
七
八
年
の
第
六
版
ま
で
に
二
万
部
に
達
し
な
か
っ
た
こ
と
と
比
較
す
れ
ば
、こ
の
学
説
の
人
気
の
高
さ
が
想
像
で
き
よ

う
。 

p
h
ren

o
log

y

と
い
う
唯
物
論
的
な
学
説
は
、
英
国
の
み
な
ら
ず
十
九
世
紀
西
洋
の
近
代
知
を
縦
横
無
尽
に
か
け
め
ぐ
っ
た
。
た

と
え
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
（G

eo
rg

 W
ilh

elm
 F

ried
rich

 H
eg

el

）、
コ
ン
ト
（Isid

o
re A

u
g
u
ste M

arie F
ran

ço
is X

av
ier C

o
m

te

）、
マ
ル
ク

ス
（K

arl H
ein

rich
 M

arx

）、
ス
ペ
ン
サ
ー
（H

erb
ert S

p
en

cer

）
な
ど
の
著
名
な
思
想
家
か
ら
も
注
目
さ
れ
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
（H

o
no

ré 

d
e B

alzac

）、
ポ
ー
（E

d
g
ar A

llan
 P

o
e

）、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
（H

erm
an

 M
elv

ille

）、
フ
ロ
ベ
ー
ル
（G

u
stav

e F
lau

b
ert

）、
ヴ
ェ
ル
ヌ

（Ju
les G

ab
riel V

ern
e

）、
ド
イ
ル
（A

rth
u
r C

o
n
an

 D
oy

le

）
と
い
う
錚
々
た
る
文
学
者
た
ち
の
表
現
に
も
顕
著
な
影
響
を
与
え

て
い
る
の
だ
一
六

。
自
然
科
学
を
超
え
て
、
こ
の
ま
な
ざ
し
は
同
時
代
の
社
会
や
文
化
の
な
か
に
遍
在
し
て
い
る
。
特
記
す
べ
き



 

 

113 

 

は
、
イ
タ
リ
ア
の
犯
罪
学
者
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
（C

esare 
L

o
m

b
ro

so

）
が
主
張
し
た
生
来
性
犯
罪
者
説
で
、
こ
れ
は

p
hren

o
log

y

を
犯
罪
者
の
分
析
へ
と
応
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
の
主
著L

'u
o
m

o d
elin

q
u
en

t

（
犯
罪
者
論
）
に
は
邦
訳
が
な
く
、
日
本
で
は

L
'u

o
m

o
 d

i g
en

io

（『
天
才
論
』）
の
方
が
有
名
だ
。
ノ
ル
ダ
ウ
（M

ax
 S

im
o
n
 N

o
rd

au

）
のD

ie E
n
ta

rtu
n
g

（
退
化
論
）
が
ロ
ン

ブ
ロ
ー
ゾ
に
献
辞
を
捧
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、生
来
性
犯
罪
者
説
で
は
犯
罪
者
を
外
見
で
判
断
し
て
退
化
し
た

人
間
と
見
做
し
た
の
だ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
そ
の
犯
罪
者
の
外
見
は
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
の
特
徴
と
近
似
し
て
い
た
一
七

。 

 

「p
h
ren

o
lo

gy
 =

 

骨
相
学
」
と
は 

p
h
ren

o
log

y
 

と
い
う
西
洋
近
代
に
流
行
し
た
「
科
学
」
は
幕
末
開
国
期
の
日
本
に
も
紹
介
さ
れ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
拡
散

し
た
。
当
時
の
日
本
に
は
ス
ペ
ン
サ
ー
に
代
表
さ
れ
る
社
会
進
化
論
の
強
い
影
響
下
に
あ
り
一
八

、ph
reno

log
y

が
説
く
西
洋
近
代

の
視
線
を
受
容
し
や
す
い
土
壌
は
整
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

p
h
ren

o
log

y

と
い
う
単
語
は
、ph

ren
o

とlo
g
y

と
い
う
二
つ
の
形
態
素
か
ら
成
る
。
前
半
部p

h
reno

は
ギ
リ
シ
ャ
語
由
来
で
、

「
心
、
精
神
、
横
隔
膜
」
を
表
す
。
こ
れ
に
「
～
学
、
～
論
」
と
い
う
後
半
部

lo
g
y

が
組
み
合
わ
さ
れ
て
お
り
、p

h
reno

lo
g
y

は
、
い
わ
ば
「
心
学
」「
精
神
論
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
で
は
な
ぜ
、
近
代
日
本
に
お
い
て
「p

h
ren

o
log

y
 =

 

骨
相
学
」
に
な

っ
た
の
か
。
か
つ
て

p
h
reno

lo
gy

に
は
「
骨
相
学
」
以
外
の
訳
語
も
あ
っ
た
し
、
漢
語
と
し
て
の
「
骨
相
」
に
は

p
h
reno

lo
g
y

以
前
の
歴
史
も
あ
り
、「p

hren
o
logy

 =
 

骨
相
学
」
と
い
う
等
価
は
自
明
で
は
な
い
。
西
洋
近
代
のp

hreno
lo

g
y

と
い
う
「
科
学
」

的
学
説
は
、
如
何
に
し
て
「
骨
相
学
」
と
し
て
日
本
の
近
代
化
の
な
か
で
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

明
治
期
日
本
を
代
表
す
る
啓
蒙
思
想
家
の
西
周
は
、
私
塾
育
英
舎
を
一
八
七
〇
（
明
治
三
）
年
に
開
設
し
、「
百
学
連
関
」
な

ど
を
講
義
し
た
。
オ
ラ
ン
ダ
留
学
の
経
験
を
も
つ
西
は
、
西
洋
の
学
問
を
百
科
事
典
的
に
体
系
化
し
て
解
説
し
、「
性
理
学
」

（P
sy

ch
o
lo

g
y

）
を
論
ず
る
際
にP

h
ren

o
lo

gy

の
左
ル
ビ
を
「
脳
学
」
と
し
て
説
明
し
て
い
た
。 

 

独
逸
に G

all

＋1756

ー1828

な
る
人
あ
り
。Phrenology

脳

学

を
発
明
せ
り
。
此
の
人
の
説
に
依
る
に
、
人
の
才
能
及
ひ
性
は
頭
に
係
は
る
と
言
へ
り
。
此

説
実
に
然
る
こ
と
に
て
、
頭
の
大
小
脳
の
多
少
に
依
て
人
の
才
能
及
不
才
能
あ
る
こ
と
顕
然
た
り
。 

凡
そ
世
界
中
人
種
五
ツ
の
中
、
白
哲
人
種
を
以
て
最
上
と
す
。
其
容
貌
、
骨
格
都
て
美
に
し
て
、
頂
骨
大
に
前
額

ヒ
タ
イ

高
く
、
其
精
心
聡
明
に

し
て
文
明
に
達
す
へ
き
性
あ
り
。 

次
に
黄
色
人
種
、
頭
の
形
ち
稍
四
角
に
し
て
前
額
低
し
。
次
に
赤
色
人
種
、
頂
骨
小
に
し
て
腮
骨
高
し
、
南
北
亜
米
利
加
の
人
種
是
な
り
。

次
に
黒
色
人
種
、
頭
の
状
細
く
長
し
、
腮
骨
高
く
顋ア

ギ

骨ト

突
出
し
前
額
低
し
、
稍
獣
類
に
近
く
其
性
質
懶
惰
に
し
て
、
開
化
進
歩
の
味
を
知

ら
す
。
亜
非
利
加
砂
漠
の
南
方
に
在
る
土
民
是
な
り
。
次
に
茶
色
人
種
、
亜
非
利
加
の
海
岸
に
近
き
諸
島
及
ひ
東
印
度
の
マ
ラ
ッ
カ
な
る

地
の
土
民
は
此
類
な
り
。 

併
か
し
頭
の
大
小
に
依
る
と
雖
も
善
悪
あ
り
て
、
獣
類
の
如
き
は
頭
大
な
り
と
も
脳
た
る
も
の
少
し
。
人
も
亦
頭
の
大
小
脳
の
多
少
に
依

ら
さ
る
所
な
り
。 

ガ
ル
の
学
は
解
剖
を
以
て
人
の
性
理
を
得
ん
と
欲
せ
し
所
な
れ
と
も
、
終
に
性
理
を
得
る
に
至
ら
す
。
然
れ
と
も
人
の
性
質
は
頭
脳
の
多

少
に
依
る
か
如
き
、
都
て
人
体
の
発
明
を
な
せ
し
こ
と
甚
た
多
し
と
す
一
九

。 

 

当
時
の
辞
書
と
し
て
は
、
柴
田
昌
吉
・
子
安
峻
編
『
附
音
挿
図
英
和
字
彙
』（
一
八
七
三
年
）
に
「P

h
reno

lo
g
ic, P

h
ren

o
log

ical 

骨
相

コ
ツ
ソ
ウ

学
ノ
、
心 シ

ン

学
ノ
」「P

h
reno

lo
g
ist 

骨
相
学
者
、
心
学
者
」「P

h
ren

o
lo

gy
 

骨
相
学
、
心
学
」
と
あ
る
。
こ
の
英
和
辞
書
に
は

「p
h
ren

o
lo

gy
 =

 

骨
相
学
」
が
早
く
も
出
現
す
る
が
、
同
時
に
「
心
学
」
も
併
用
さ
れ
て
ゆ
ら
い
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ヘ
ボ

ン
『
和
英
語
林
集
成
』
の
初
版
（
一
八
六
七
年
）
と
再
版
（
一
八
七
二
年
）
に
は
、ph

ren
o
log

y

あ
る
い
は
「
骨
相
」
に
相
当
す

る
立
項
は
な
い
が
、
第
三
版
（
一
八
八
六
年
）
に
は
「K

o
ssō

ro
n 

コ
ツ
サ
ウ
ロ
ン 

骨
相
論 

n
. 

P
hren

o
lo

g
y

」（
和
英
の
部
）、

「P
h
ren

o
log

y, n
. K

o
ssō

ro
n

」（
英
和
の
部
）
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。『
哲
学
字
彙
』（
一
八
八
一
年
）
で
は
「P

h
ren

o
log

y
 

骨
相

論
」
だ
が
、『
哲
学
字
彙
（
英
独
仏
和
）』（
一
九
一
二
年
）
で
は
「P

h
ren

o
lo

g
y

（G
er. P

h
ren

o
lo

g
ie, F

r. p
h
rén

o
lg

ie

）
骨
相
学
」
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と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
専
門
的
な
辞
書
で
は
岩
川
友
太
郎
『
生
物
学
語
彙
』（
一
八
八
四
年
）
の
よ
う
に
、「O

steo
lo

gy, 

骨
相

学
」（
ち
な
み
に
現
在o

steo
lo

g
y

の
定
訳
は
「
骨
学
」）
と
し
て
い
る
例
な
ど
も
あ
る
。
一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
に
完
成
し

た
大
槻
文
彦
『
言
海
』
に
は
「
こ
つ
さ
う
が
く
（
名
）
骨
相
学 

頭
蓋
骨

ヅ
ガ
イ
コ
ツ

ノ
形
ヲ
相 ミ

テ
予
メ
人
ノ
性
質
運
命
ヲ
知
ル
術
」
と
あ
り
、

日
本
語
辞
書
で
も
明
治
半
ば
に
は
「
骨
相
学
」
が
立
項
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
学
説
に
関
す
る
詳
細
な
内
容
を
明
治
初
期
の
日
本
に
紹
介
し
た
の
が
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
長
谷
川
泰
訳
・
小
林
病

翁
校
『
骨
相
学
』
と
い
う
翻
訳
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
た
。
現
在
、
国
会
図
書
館
に
所
蔵
の
資
料
の
な
か
で
、「
骨
相
」
と
い
う
キ
ー

ワ
ー
ド
を
含
む
も
の
と
し
て
は
最
古
の
一
冊
で
あ
る
。 

  

三
．「
骨
相
学
」
と
は 

 

骨
相
学
と
ロ
バ
ー
ト
・
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ 

 

す
で
に
詳
し
く
述
べ
た
と
お
り
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
起
点
テ
ク
ス
ト
は
、
十
九
世
紀
の
英
国
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
で
出
版
社

を
興
し
た
兄
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
（W

illiam
 C

h
am

b
ers

）
と
弟
ロ
バ
ー
ト
・
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
（R

o
b
ert C

h
am

b
ers

）

と
い
う
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
兄
弟
が
編
集
し
刊
行
し
た
大
項
目
の
百
科
事
典
的
啓
蒙
書C

h
a
m

b
ers’s In

fo
rm

atio
n
 fo

r th
e P

eo
p
le

で

あ
る
。
実
は
弟
の
ロ
バ
ー
ト
は
、
一
八
五
九
年
の
ダ
ー
ウ
ィ
ン
に
よ
るO

n
 th

e O
rig

in
 o

f S
p
ecies

に
先
駆
け
て
、
か
つ
ダ
ー
ウ

ィ
ン
以
上
に
大
き
な
物
議
を
醸
し
た
進
化
論
を
匿
名
で
発
表
し
た
人
物
で
も
あ
っ
た
事
実
は
特
筆
に
値
し
よ
う
。 

一
八
四
四
年
に
ロ
ン
ド
ン
の
出
版
社Jo

h
n
 C

h
u
rch

ill

か
らV

estig
es o

f th
e N

a
tu

ra
l H

isto
ry o

f C
rea

tio
n

の
初
版
が
刊
行
さ
れ
、

著
者
名
を
伏
せ
た
ま
ま
で
出
版
さ
れ
続
け
て
版
を
重
ね
た
が
、
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
兄
弟
没
後
の
第
十
二
版
（
一
八
八
四
年
）
の
巻
頭

で
は
じ
め
て
ロ
バ
ー
ト
・
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
の
名
が
暴
露
さ
れ
た
二
〇

。
本
書
は
宇
宙
・
生
命
体
・
人
間
社
会
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る 

creatio
n

「
創
造
物
」
の
発
展
仮
説
に
つ
い
て
、n

atu
ral h

isto
ry

「
自
然
史
、
博
物
学
」
の
観
点
か
らv

estig
es

「
痕
跡
」
を
解
説

し
た
一
般
大
衆
向
け
の
本
で
、
後
の
ス
ペ
ン
サ
ー
流
の
社
会
進
化
論
的
内
容
も
す
で
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。 

 

ロ
バ
ー
ト
は
骨
相
学
を
熱
心
に
支
持
し
て
い
た
。
骨
相
学
が
彼
の
思
想
的
支
柱
で
あ
っ
た
の
は
、
こ
の
学
説
が
自
分
の
考
え
る

社
会
改
革
へ
と
つ
な
が
る
も
の
だ
と
確
信
し
て
い
た
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
先
のV

estig
es o

f th
e N

a
tu

ra
l 

H
isto

ry o
f C

rea
tio

n

に
は
骨
相
学
か
ら
の
影
響
が
散
見
す
る
。
科
学
史
の
松
永
俊
男
は
、「
骨
相
学
の
社
会
改
革
論
と
万
物
の
進

歩
観
を
結
び
つ
け
、
こ
れ
を
科
学
的
知
見
に
よ
っ
て
立
証
し
よ
う
と
し
た
も
の
」
と
本
書
を
総
括
し
て
い
る
二
一

。 

 

バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
宮
殿
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
夫
妻
、
さ
ら
に
は
若
き
日
の
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
（F

lo
ren

ce N
ig

h
tin

g
ale

）
も
こ

の
本
の
熱
心
な
読
者
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
ま
た
、
科
学
者
や
宗
教
者
か
ら
は
批
判
が
続
出
し
、
と
く
に
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
福
音
派
の
科
学
者
た
ち
を
激
怒
さ
せ
た
問
題
の
書
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
著
者
存
命
中
は
匿
名
本
で
あ
っ

た
わ
け
だ
。
こ
の
同
じ
著
者
に
よ
る
同
時
代
テ
ク
ス
ト
が
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
起
点
テ
ク
ス
ト
な
の
で
あ
る
。 

 

『
骨
相
学
』
と
い
う
翻
訳
テ
ク
ス
ト 

チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
兄
弟
が
編
集
出
版
し
たC

h
a
m

b
ers’s In

fo
rm

a
tio

n
 fo

r th
e P

eo
p
le

の
一
項
目
で
あ
るP

H
R

E
N

O
L

O
G

Y

は
、

骨
相
学
に
傾
倒
し
て
い
た
ロ
バ
ー
ト
自
身
が
自
ら
執
筆
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
翻
訳
し
た
の
が
文
部
省

『
百
科
全
書
』
の
長
谷
川
泰
訳
・
小
林
病
翁
校
『
骨
相
学
』
で
あ
り
、
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
に
分
冊
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。

「
骨
相
学
ノ
理
論
」（P

R
IN

C
IP

L
E

S
 O

F
 P

H
R

E
N

O
L

O
G

Y

）
に
始
ま
り
、
脳
機
能
の
三
十
五
分
類
の
詳
述
を
含
む
内
容
で
、
こ

の
学
説
の
微
に
入
り
細
を
穿
つ
解
説
と
な
っ
て
い
る
。 

ま
ず
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
全
体
像
を
把
握
す
る
た
め
に
、
そ
の
目
録
を
対
訳
で
示
せ
ば
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

骨
相
学
ノ
理
論 

 
 

P
R

IN
C

IP
L

E
S

 O
F

 P
H

R
E

N
O

L
O

G
Y

. 

脳
中
諸
器
ト
連
結
ス
ル
精
神
ノ
原
基
才
智 
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P
R

IM
IT

IV
E

 FA
C

U
L
T

IE
S

 O
F

 M
IN

D
, A

S
 C

O
N

N
E

C
T

E
D

 W
IT

H
 T

H
E

IR
 O

R
G

A
N

S
 IN

 T
H

E
 B

R
A

IN
. 

才
智
ノ
区
別 

 
 

D
IV

IS
IO

N
 O

R
 C

L
A

S
S

IF
IC

A
T

IO
N

 O
F

 T
H

E
 FA

C
U

L
T

IE
S

. 

第
一
類
、
知
覚 

 
 

O
R

D
E

R
 F

IR
S

T
. – F

E
E

L
IN

G
S

. 

第
一
種
、
嗜
好 

 
 

G
E

N
U

S
 I. – P

R
O

P
E

N
S

IT
IE

S
. 

第
一
、
恋
慕
ス
ル
コ
ト 

 
N

o. 1. – A
m

ativeness. 
第
二
、
兒
ヲ
愛
ス
ル
コ
ト 

 
N

o. 2. – P
hiloprogenitiveness. 

第
三
、
居
住
ス
ル
コ
ト
、
頏
結
ス
ル
コ
ト 

N
o. 3. – Inhabitiveness – C

oncentrativeness. 

第
四
、
粘
着
ス
ル
コ
ト 

 
N

o. 4. – A
dhesiveness. 

第
五
、
争
闘
ス
ル
コ
ト 

 
N

o. 5. – C
om

bativeness. 

第
六
、
殺
戮
ス
ル
コ
ト 

 
 

 
N

o. 6. – D
estructiveness. 

第
七
、
秘
ス
ル
コ
ト  

 
N

o. 7. – S
ecretiveness. 

第
八
、
貪
欲
ス
ル
コ
ト 

 
N

o. 8. – A
cquisitiveness. 

第
九
、
経
営
ス
ル
コ
ト 

 
N

o. 9. – C
onstructiveness. 

第
二
種
、
意
見 

 
 

G
E

N
U

S
 II. – S

E
N

T
IM

E
N

T
S

. 

（
一
）
人
類
及
ヒ
下
等
動
物
ニ
普
通
ナ
ル
意
見 

I. S
E

N
T

IM
E

N
T

S
 C

O
M

M
O

N
 T

O
 M

A
N

 A
N

D
 T

H
E

 L
O

W
E

R
 A

N
IM

A
L

S
. 

第
十
、
自
負 

 
 

N
o. 10. – S

elf-esteem
. 

第
十
一
、
名
誉
ヲ
好
ム 

 
N

o. 11. – L
ove of A

pprobation. 

第
十
二
、
謹
慎
ス
ル
コ
ト 

 
N

o. 12. – C
autiousness. 

（
二
）
特
リ
人
類
ノ
ミ
ニ
固
有
ナ
ル
上
等
ノ
意
見 

 

II. S
U

P
E

R
IO

R
 S

E
N

T
IM

E
N

T
S
, P

R
O

P
E

R
 T

O
 M

A
N

. 

第
十
三
、
慈
悲 

 
 

 
 

N
o. 13. – B

enevolence. 

第
十
四
、
尊
敬 

 
 

N
o. 14. – V

eneration. 

第
十
五
、
剛
強 

 
 

N
o. 15. – F

irm
ness. 

第
十
六
、
公
明
ナ
ル
コ
ト 

 
N

o. 16. – C
onscientiousness. 

第
十
七
、
希
望 

 
 

N
o. 17. – H

ope. 

第
十
八
、
驚
駭 

 
 

N
o. 18. – W

onder. 

第
十
九
、
想
像 

 
 

N
o. 19. – Ideality. 

第
二
十
、
滑
稽 

 
 

N
o. 20. – W

it, or the L
udicrous. 

第
廿
一
、
模
擬 

 
 

N
o. 21. – Im

itation. 

第
二
類
、
知
識
性
才
智 

 
 

 
O

R
D

E
R

 S
E

C
O

N
D

. – IN
T

E
L

L
E

C
T

U
A

L
 FA

C
U

L
T

IE
S

. 

第
一
種
、
外
知
覚 

 
 

G
E

N
U

S
 I. – E

X
T

E
R

N
A

L
 S

E
N

S
E

S
. 

第
二
種
、
体
外
ノ
万
物
ノ
理
学
性
情
及
諸
般
ノ
関
渉
ヲ
識
認
ス
ル
知
識
性
才
智 

G
E

N
U

S
 II. – IN

T
E

L
L

E
C

T
U

A
L

 FA
C

U
L
T

IE
S

, W
H

IC
H

 P
R

O
C

U
R

E
 K

N
O

W
L

E
D

G
E

 O
F

 

E
X

T
E

R
N

A
L

 O
B

JE
C

T
S

, O
F
 T

H
E

IR
 P

H
Y

S
IC

A
L

 Q
U

A
L

IT
IE

S
, A

N
D

 V
A

R
IO

U
S

 R
E

L
A

T
IO

N
S

. 

第
廿
二
、
各
物 

 
 

N
o. 22. – Individuality. 

第
廿
三
、
形
状 

 
 

N
o. 23. – F

orm
. 

第
廿
四
、
大
小 

 
 

N
o. 24. – S

ize. 

第
廿
五
、
軽
重 

 
 

N
o. 25. – W

eight. 

第
廿
六
、
色 

 
 

 
N

o. 26. – C
olouring. 

第
廿
七
、
居
所 

 
 

N
o. 27. – L

ocality. 

第
廿
八
、
数 

 
 

N
o. 28. – N

um
ber. 

第
廿
九
、
順
序 

 
 

N
o. 29. – O

rder. 

第
卅
、
現
事 

 
 

N
o. 30. – E

ventuality. 

第
卅
一
、
時
間 

 
 

N
o. 31. – T

im
e. 

第
卅
二
、
音
調 

 
 

N
o. 32. – T

une. 

第
卅
三
、
言
語 

 
 

N
o. 33. – L

anguage. 

弁
識
臓
器
ニ
内
刺
衝
ア
ル
ノ
論 

Internal E
xcitem

ent of the K
now

ing O
rgans – S

pectral Illusions. 

第
三
種
、
考
慮
性
才
智 

 
G

E
N

U
S

 III. – R
E

F
L

E
C

T
IV

E
 FA

C
U

L
T

IE
S

. 

第
卅
四
、
比
較 

 
 

N
o. 34. – C

om
parison. 

第
卅
五
、
原
由 
 

 
N

o. 35. – C
ausality. 

体
外
ノ
万
物
人
ノ
智
識
性
才
智
ト
相
適
応
ス
ル
ノ
論 

A
daptation of the E

xternal W
orld to the Internal F

aculties of M
an. 

脳
ノ
機
能
ハ
脳
ノ
構
造
ト
相
関
渉
ス
ル
ノ
論 

R
elation betw

een the F
unctions and the S

tructure of the B
rain. 

才
智
ヲ
表
示
セ
ル
天
然
言
語
即
其
特
徴
ナ
ル
表
明
及
面
貌
ノ
論 

N
atural L

anguage of the F
aculties, or P

athognom
ical and P

hysiognom
ical E

xpression. 

才
智
ノ
諸
智
ハ
各
相
簇
集
シ
テ
群
ヲ
ナ
ス
ノ
論  

T
he O

rgans arranged in G
roups. 

骨
相
学
ハ
完
全
ノ
性
理
学
ナ
ル
餘
論 



 

 

116 

 

C
O

N
T

IN
U

A
T

IO
N

 O
F

 P
H

R
E

N
O

L
O

G
Y

 A
S

 A
 C

O
M

P
L

E
T

E
 P

H
IL

O
S

O
P
H

Y
 O

F
 M

IN
D

. 

 

次
に
、
テ
ク
ス
ト
本
文
の
冒
頭
を
引
用
し
て
み
よ
う
。 

 
フ
レ
ノ
ロ
ジ
ー
ハ
希
臘
語
ニ
シ
テ
精
神
論
ノ
義
ナ
リ
殊
ニ
此
名
称
ヲ
以
テ
通
行
ス
ル
学
科
ハ
一
千
七
百
五
十
七
年
ニ
生
レ
シ
日
耳
曼
医

士
ド
ク
ト
ル
ジ
ュ
ー
セ
ツ
プ
ゴ
ー
ル
氏
ノ
発
明
セ
シ
所
ニ
シ
テ
同
氏
嘗
テ
学
童
タ
リ
シ
頃
其
学
友
ノ
記
憶
常
ニ
已
ニ
優
リ
シ
モ
ノ
ハ
眼

目
皆
著
ル
シ
ク
凸
出
ス
ル
ヲ
目
撃
シ
是
ニ
由
テ
各
異
ノ
才
智
ハ
脳
ノ
各
部
ト
相
関
係
ス
ル
ヲ
察
シ
且
ツ
記
憶
ノ
才
ア
ル
他
輩
ニ
於
テ
モ

亦
同
一
ノ
形
状
ヲ
発
見
シ
乃
チ
更
ニ
以
為
ラ
ク
特
リ
記
憶
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
他
ノ
性
質
才
智
モ
亦
外
部
ノ
記
標
ア
リ
テ
之
ヲ
表
示
ス
ル
ナ
ラ

ン
ト
遂
ニ
心
ヲ
潜
メ
思
ヲ
凝
ラ
シ
専
ラ
性
質
ノ
顕
著
ナ
ル
状
態
ヲ
観
察
シ
テ
各
其
顕
著
ヲ
検
査
セ
シ
ニ
果
シ
テ
其
形
状
各
異
ニ
シ
テ
某

甲
ニ
於
テ
ハ
某
乙
ニ
見
サ
ル
所
ノ
突
起
及
ヒ
凹
溝
ア
リ
隨
テ
其
性
質
相
異
ナ
リ
キ 

P
H

R
E

N
O

L
O

G
Y

 is a G
reek com

pound, signifying a discourse on the m
ind. T

he system
 w

hich exclusively passes by this nam
e w

as 

founded by D
r F

rancis Joseph G
all, a G

erm
an physician, born in 1757. D

r G
all w

as led, w
hen a school-boy, to surm

ise a connection 

of particular m
ental faculties w

ith particular parts of the brain, in consequence of observing a m
arked prom

inence in the eyes of a 

com
panion w

ho alw
ays overm

atched him
 in com

m
itting w

ords to m
em

ory. F
inding the sam

e conform
ation in others noted for the 

sam
e talent, he reflected that it w

as possible that other talents m
ight be accom

panied by external m
arks, and that dispositions m

ight 

also be so indicated. H
e devoted him

self to observing m
arked features of character; and on exam

inin
g the heads, w

as struck w
ith 

differences in their form
s, there being prom

inences and hollow
s in som

e not found in others, w
ith corresponding variations of 

character in the individuals. 

  

こ
の
冒
頭
部
に
「
骨
相
学
」
と
い
う
語
は
登
場
せ
ず
、
「
フ
レ
ノ
ロ
ジ
ー
ハ
希
臘
語
ニ
シ
テ
精
神
論
ノ
義
ナ
リ
」

（P
H

R
E

N
O

L
O

G
Y

 is a G
reek

 com
p
o
u
nd

, sig
n
ify

in
g
 a d

isco
u
rse o

n th
e m

in
d
.

）
と
い
う
説
明
で
始
ま
っ
て
い
る
点
は
見
過
ご

せ
な
い
。P

H
R

E
N

O
L

O
G

Y

は
ま
ず
音
訳
さ
れ
た
。「
フ
レ
ノ
ロ
ジ
ー
」
は
「
精
神
論
」（a d

isco
u
rse o

n th
e m

in
d

）
な
の
で
あ

り
、「
骨
相
学
」
で
は
な
い
の
だ
。「
骨
相
学
」
に
「
フ
レ
ノ
ロ
ジ
ー
」
を
ル
ビ
と
し
て
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
は

ず
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
選
択
す
ら
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
冒
頭
で
は
、「ph

ren
o
log

y
 =

 

骨
相
学
」
と
い
う
翻
訳
の
等
価
は

出
現
せ
ず
、「
骨
相
学
」
が
翻
訳
語
と
し
て
成
立
し
て
い
な
い
状
況
か
ら
こ
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
は
始
ま
る
の
で
あ
る
。 

で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
、
翻
訳
行
為
が
「p

h
reno

lo
g
y
 =

 

骨
相
学
」
を
テ
ク
ス
ト
の
展
開
の
な
か
で
立
ち
上
げ
て
い
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。 

冒
頭
で
「
フ
レ
ノ
ロ
ジ
ー
」
を
「
精
神
論
」
と
定
義
し
た
の
ち
に
、
学
説
の
創
設
者
ガ
ル
の
逸
話
―
―
ガ
ル
少
年
に
よ
る
「
脳

ノ
各
部
」（p

articu
lar p

arts o
f th

e brain

）
へ
の
着
目
―
―
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
学
友
ら
の
「
各
異
ノ
才
智
ハ
脳
ノ
各

部
ト
相
関
係
ス
ル
」（a co

nn
ectio

n o
f p

articu
lar m

en
tal facu

lties w
ith

 p
articu

lar p
arts o

f th
e brain

）
と
い
う
発
見
で
あ
る
。
ガ

ル
は
「
外
部
ノ
記
標
」（ex

tern
al m

ark
s

）
と
「
性
質
才
智
」（talen

ts

）
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
、
頭
の
「
突

起
及
ヒ
凹
溝
」（p

ro
m

in
en

ces an
d
 h

o
llo

w
s

）
を
観
察
し
た
。
解
剖
学
的
知
見
か
ら
で
は
な
く
、
頭
の
か
た
ち
に
代
表
さ
れ
る
「
骨

相
」
か
ら
学
友
の
才
能
を
見
抜
こ
う
と
す
る
視
線
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ガ
ル
を p

h
reno

lo
g
y
 

の
創
設
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
文

脈
で
、「
フ
レ
ノ
ロ
ジ
ー
」
は
「
骨
相
」
と
限
り
な
く
接
近
し
て
い
く
の
だ
。 

引
用
し
た
冒
頭
部
の
次
に
続
く
テ
ク
ス
ト
で
は
、
ガ
ル
や
そ
の
弟
子
の
シ
ュ
プ
ル
ツ
ハ
イ
ム
に
加
え
て
、
学
説
の
普
及
に
貢
献

し
た
ク
ー
ム
兄
弟
（G

eo
rg

e C
o
m

be

とA
n
d
rew

 C
o
m

b
e

）
を
軸
に
、
学
説
史
の
概
略
を
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る
。
そ
し
て 

“D
r 

G
all n

ev
er too

k
 any

 p
articu

lar step fo
r m

ak
ing

 p
hren

o
lo

gy
 k

no
w

n
 in

 o
u
r islan

d
” 

と
い
う
一
文
が
あ
り
、
こ
れ
が
「
同
氏
ハ
骨

相
学
ヲ
開
ク
カ
為
ニ
我
大
英
ニ
来
遊
セ
シ
コ
ト
ナ
カ
リ
シ
」
と
訳
さ
れ
て
、
こ
こ
に
「p

h
ren

o
lo

g
y =

 

骨
相
学
」
が
初
登
場
す
る
。 

こ
う
し
た
「p

hren
o
lo

gy
 =

 

骨
相
学
」
と
い
う
等
価
の
出
現
は
唐
突
に
も
思
わ
れ
る
が
、
先
の
逸
話
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
す
で

に
伏
線
は
張
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
腑
に
落
ち
る
。
以
後
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
頻
出
す
るp

h
ren

o
lo

gy

と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
す
べ

て
「
骨
相
学
」
と
し
て
反
復
さ
れ
て
テ
ク
ス
ト
内
で
定
着
し
て
い
く
。
こ
の
学
説
を
綿
密
に
解
説
し
な
が
ら
、
同
時
に
「p

h
ren

o
lo

gy 



 

 

117 

 

=
 

骨
相
学
」
を
立
ち
上
げ
成
立
さ
せ
る
、
ま
さ
に
そ
の
成
立
事
情
を
翻
訳
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
『
骨

相
学
』
と
い
う
翻
訳
テ
ク
ス
ト
は
リ
ア
ル
に
記
憶
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

同
時
代
テ
ク
ス
ト
の
な
か
の
骨
相
学 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
『
骨
相
学
』
は
明
治
初
期
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
が
、
同
時
代
の
出
版
物
と
し
て
一
八
七
六
（
明

治
九
）
年
に
文
部
省
よ
り
刊
行
さ
れ
た
ハ
ー
ト
著
（Jo

h
n
 S

eely
 H

art

）、
カ
ス
テ
ー
ル
（T

h. J. v
an

 K
asteel

）
訳
、
小
林
病
翁
校

に
よ
る『
学
室
要
論
』が
あ
る（
起
点
テ
ク
ス
ト
は
一
八
六
八
年
に
米
国
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
で
出
版
さ
れ
たIn

 th
e S

ch
oo

l-ro
o
m

: 

C
h
a
p
ters in

 th
e P

h
ilo

so
p
h
y o

f E
du

ca
tio

n

）。
オ
ラ
ン
ダ
人
の
カ
ス
テ
ー
ル
（『
百
科
全
書
』
の
『
体
操
及
戸
外
遊
戯
』『
戸
内
遊

戯
方
』
も
翻
訳
）
が
訳
し
た
も
の
を
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
『
骨
相
学
』
と
同
じ
小
林
病
翁
が
校
正
し
た
教
育
理
論
書
で
、

そ
の
序
文
は
文
部
省
の
大
井
鎌
吉
（『
百
科
全
書
』
の
『
羅
馬
史
』『
花
園
』
の
翻
訳
と
『
論
理
学
』
の
校
正
も
担
当
）
が
書
い
て

い
る
。
た
だ
し
、
本
書
の
「
第
二
十
三
編 
骨
相
学
」（X

X
III. P

H
R

E
N

O
L

O
G

Y

）
は
、
学
説
そ
の
も
の
を
解
説
し
た
も
の
で
は

な
い
。 

日
本
に
お
け
る
ガ
ル
の
学
説
へ
の
言
及
は
幕
末
の
蘭
学
書
に
も
す
で
に
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
は
骨
相
学
と
い
う
語
は
用
い
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
島
村
鉉
仲
（
鼎
甫
）
が
ラ
ウ
バ
ッ
ハ
（D

o
u
w

e L
ub

ach

）
の
医
学
書
を
翻
訳
し
た
『
生
理
発
蒙
』

（
一
八
六
六
年
）
の
「
脳
脊
髄
効
用
之
論
」
で
は
「
相
脳
学
」
と
訳
出
し
て
い
る
例
が
あ
る
二
二

。 

ま
た
森
鷗
外
に
は
「
ガ
ル
の
学
説
」（
一
九
〇
〇
―
〇
一
年
）
と
い
う
小
論
が
あ
り
、「
全
神
経
系
解
剖
生
理
の
概
論
及
脳
解
剖

生
理
の
細
論
」（A

n
ato

m
ie et P

h
y
sio

lo
g
ie d

u
 S

y
stèm

e n
erv

eaux
 en

 gén
éral, et d

u
 cerv

eau
 en

 P
articu

lier

）
の
概
要
を
「
総
説
」

「
解
剖
説
」「
生
理
説
」
に
分
け
て
解
説
し
た
二
三

。
随
所
に
専
門
用
語
を
使
用
し
た
小
論
を
の
冒
頭
に
、「
フ
ラ
ン
ツ
・
ヨ
オ
ゼ

ツ
フ
・
ガ
ルF

ran
z Jo

sep
h
 G

all

は
南
独
逸
の
人
に
し
て
、
嘗
て
維
也
納
に
在
り
て
医
を
業
と
す
。
其
機
関
学O

rg
ano

lo
g
ie

の
講

筵
は
、
一
面
公
衆
の
曷
采
を
博
し
、
一
面
墺
太
利
政
府
の
嫌
疑
を
受
け
た
り
」
と
し
て
、O

rg
an

o
log

ie

を
「
機
関
学
」
と
訳
し

て
い
る
。
鷗
外
は
骨
相
学
と
い
う
語
は
用
い
て
い
な
い
が
、
そ
も
そ
も
ガ
ル
自
身
もp

h
ren

o
lo

gy
と
い
う
語
は
使
用
し
て
い
な
い

こ
と
は
前
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。 

 

『
骨
相
学
』
の
翻
訳
者
と
校
正
者 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
『
骨
相
学
』
を
翻
訳
し
た
の
は
、
医
学
者
、
政
治
家
と
し
て
活
躍
し
た
長
谷
川
泰
で
あ
る
。『
百
科

全
書
』
に
お
い
て
、
も
う
一
編
『
植
物
綱
目
』
の
翻
訳
も
担
当
し
て
い
る
。
彼
は
漢
方
医
長
谷
川
宗
斎
の
長
男
と
し
て
一
八
四
二

（
天
保
十
三
）
年
に
越
後
国
古
志
郡
福
井
村
に
生
ま
れ
、
漢
学
者
鈴
木
弥
蔵
に
師
事
し
、
父
か
ら
は
漢
方
医
学
を
学
ん
だ
。
そ
し

て
一
八
六
二
（
文
久
二
）
年
、
西
洋
医
学
修
得
の
た
め
に
下
総
佐
倉
の
順
天
堂
に
入
学
し
、
佐
藤
尚
中
・
松
本
順
に
師
事
し
た
。

一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
に
大
学
東
校
の
少
助
教
と
な
り
、
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
に
長
崎
医
学
校
校
長
に
就
任
す
る
。
一
八

七
六
（
明
治
九
）
年
に
は
、
東
京
本
郷
元
町
に
私
立
医
学
校
の
済
生
学
舎
を
開
校
し
多
数
の
医
者
を
世
に
送
り
、
東
京
府
病
院
長
・

内
務
省
衛
生
局
長
な
ど
も
歴
任
し
て
医
事
行
政
に
貢
献
し
た
。
一
八
九
〇
（
明
治
二
十
三
）
年
に
衆
議
院
議
員
、
一
八
九
二
（
明

治
二
十
五
）
年
に
東
京
市
会
議
員
と
な
っ
た
が
、
一
九
〇
三
（
明
治
三
十
六
）
年
に
は
、
政
府
の
学
制
強
化
か
ら
済
生
学
舎
を
廃

校
に
し
て
隠
居
し
た
二
四

。 

長
谷
川
泰
の
翻
訳
を
校
正
し
た
の
は
、
小
林
病
翁
（
病
弱
で
あ
っ
た
た
め
の
号
で
「
ヘ
イ
オ
ウ
」
と
読
む
）
で
、
本
名
は
虎
三

郎
。
小
林
は
文
部
省
編
書
課
員
で
あ
り
、『
百
科
全
書
』
で
は
ほ
か
に
も
『
法
律
沿
革
事
体
』
の
校
正
を
担
当
し
た
。
佐
久
間
象

山
門
下
で
学
び
、戊
辰
戦
争
後
に
長
岡
藩
大
参
事
を
務
め
た
人
物
で
あ
る
。長
岡
で
の
人
材
育
成
の
た
め
に
一
八
六
九（
明
治
二
）

に
国
漢
学
校
を
開
設
し
、
ま
た
翌
年
に
は
寄
贈
さ
れ
た
米
百
俵
を
も
と
に
し
て
、
現
在
の
長
岡
高
校
の
原
型
を
設
立
し
た
。
こ
の

米
百
俵
に
ま
つ
わ
る
逸
話
は
、
の
ち
に
山
本
有
三
の
戯
曲
『
米
百
俵
』
と
し
て
有
名
に
な
り
、
後
世
に
も
伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
と

な
っ
た
二
五

。 
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長
谷
川
泰
と
い
う
医
学
の
専
門
家
が
翻
訳
を
行
い
、小
林
病
翁
と
い
う
国
学
と
漢
学
に
明
る
い
儒
者
が
校
訂
を
加
え
た
の
が
文

部
省
『
百
科
全
書
』
の
『
骨
相
学
』
で
、
医
学
の
専
門
知
識
と
伝
統
的
な
教
養
が
融
合
さ
れ
た
翻
訳
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。 

  

四
．
語
る
ま
な
ざ
し 

 
 

十
九
世
紀
前
半
に
西
洋
で
流
行
し
たp

h
ren

o
lo

gy

が
日
本
へ
と
初
め
て
紹
介
さ
れ
た
時
期
は
明
確
に
特
定
で
き
な
い
が
、先
述

の
と
お
り
幕
末
の
蘭
学
者
ら
に
も
あ
る
程
度
は
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
漢
語
と
し
て
の
「
人
相
」「
観
相
」「
骨
相
」
な
ど
と
い

う
下
地
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、ph

ren
o
lo

g
y

は
西
洋
由
来
の
学
説
と
し
て
日
本
で
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
明
治
初
期
に
「
骨
相
学
」

と
訳
出
さ
れ
た
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
一
編
は
、「p

h
reno

lo
g
y
 =

 

骨
相
学
」
と
い
う
翻
訳
語
の
初
出
に
限
り
な
く
近
く
、
こ

の
学
説
を
詳
述
し
た
も
の
と
し
て
、
近
代
日
本
に
お
け
る
骨
相
学
を
考
え
る
う
え
で
画
期
と
な
る
翻
訳
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
近
代

的
科
学
性
に
け
ん
引
さ
れ
た
文
明
開
化
の
な
か
で
、脳
や
神
経
に
表
象
さ
れ
る
解
剖
学
的
視
線
が
拡
散
し
他
者
の
内
面
を
可
視
化

し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
文
学
表
現
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。 

 

写
実
と
骨
相
学 

 

骨
相
学
は
近
代
日
本
文
学
を
変
え
た
。 

近
代
的
写
実
主
義
は
坪
内
逍
遥
に
始
ま
る
、
と
す
る
の
が
日
本
文
学
史
の
定
説
で
あ
ろ
う
二
六

。
た
だ
し
、
逍
遥
自
身
は
「
写

実
」
で
は
な
く
「
摸
写
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。
文
学
士
坪
内
雄
蔵
（
逍
遥
）
に
よ
る
『
小
説
神
髄
』（
一
八
八
五
―
八
六

年
）
は
、「
小
説
の
美
術
た
る
由
を
明
ら
め
ま
く
せ
バ
ま
づ
美
術
の
何
た
る
を
バ
知
ら
ざ
る
可
ら
ず
」
と
、「
小
説
」
を
「
美
術
」

と
し
た
う
え
で
、「
美
術
」
と
は
何
か
を
問
う
こ
と
で
始
ま
る
文
学
理
論
で
あ
る
（
こ
こ
で
の
「
美
術
」
は
現
代
の
「
芸
術
」
に

相
当
）。
逍
遥
は
フ
ェ
ノ
ロ
サ
（E

rn
est F

ran
cisco

 F
en

o
llo

sa

）
の
『
美
術
真
説
』
や
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
『
修
辞
及
華
文
』

な
ど
も
踏
ま
え
て
、「
美
術
」
と
し
て
の
文
学
論
を
展
開
し
た
。
そ
し
て
小
説
の
種
類
に
つ
い
て
、「
摸
写
小
説
」（artistic n

o
v
el

）

を
通
俗
的
な
勧
懲
小
説
と
対
比
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。 

 

摸
写
小
説
（
ア
ヽ
チ
ス
チ
ツ
ク
。
ノ
ベ
ル
）
ハ
所
謂
勧
懲
と
ハ
全
く
其
性
質
を
異
に
し
た
る
も
の
に
て
其
主
意
偏
に
世
態
を
バ
写
し
い
だ

す
に
外
な
ら
ざ
る
な
り
さ
れ
バ
人
物
を
仮
作
す
る
に
も
ま
た
其
脚
色
を
設
く
る
に
も
前
に
述
べ
た
る
主
眼
を
体
し
て
只
管
仮
空
の
人
物
と

し
て
仮
空
界
裡
に
活
動
せ
し
め
て
真
に
逼
ら
し
め
む
と
力
む
る
も
の
な
り
譬
バ
詩
人
が
詩
歌
を
も
の
し
て
真
景
を
写
し
真
情
を
は
き
画
工

が
丹
青
を
も
て
花
鳥
山
水
を
描
き
彫
像
師
が
銶
を
も
て
人
ま
た
ハ
獣
の
形
を
彫
れ
る
が
如
く
専
ら
真
に
逼
る
を
主
と
し
て
趣
向
を
構
へ
列

伝
を
ま
う
け
人
情
世
態
を
穿
て
る
も
の
な
り
二
七 

 

さ
ら
に
逍
遥
は
登
場
人
物
の
性
質
描
写
に
つ
い
て
、「
陰
手
段
」
と
「
陽
手
段
」
と
い
う
二
つ
の
方
法
を
説
明
し
、「
あ
ら
は
に

人
物
の
性
質
を
叙
せ
ず
し
て
暗
に
言
行
と
挙
動
と
を
も
て
其
性
質
を
知
ら
す
る
法
」
が
日
本
で
の
伝
統
的
描
き
方
で
、
こ
れ
が
陰

手
段
と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
陽
手
段
で
は
、「
ま
づ
人
物
の
性
質
を
ば
あ
ら
ハ
に
地
の
文
も
て
叙
し
い
だ
し
て
之
を
読
者

に
し
ら
せ
お
く
な
り
西
洋
の
作
者
ハ
概
し
て
此
法
を
用
ふ
る
も
の
な
り
」
と
い
う
。
そ
し
て
陽
手
段
の
た
め
に
は
「
あ
ら
か
じ
め

心
理
学
の
綱
領
を
知
り
人
相
骨
相
の
学
理
を
し
も
会
得
せ
ざ
れ
バ
叶
は
ぬ
こ
と
な
り
」
と
し
て
い
る
二
八

。
こ
の
文
学
理
論
を
実

践
し
た
同
年
の
逍
遥
『
当
世
書
生
気
質
』
で
は
、
主
人
公
の
小
町
田
粲
爾
が
次
の
よ
う
に
描
か
れ
た
。 

 

其
容
体
ハ
い
か
に
と
い
ふ
に
。
年
の
比
ハ
二
十
一
二
。
痩
肉
に
し
て
中
背
。
色
ハ
白
け
れ
ど
も
。
麗
や
か
な
ら
ね
バ
。
ま
づ
青
白
い
と
い

ふ
。
皃
色
な
る
べ
し
。
鼻
高
く
眼
清
し
く
。
口
元
も
ま
た
尋
常
に
て
。
頗
る
上
品
な
る
容
皃
な
れ
ど
も
。
頬
の
少
し
く
凹
た
る
塩
梅
。
髪

に
癖
あ
る
様
子
な
ん
ど
ハ
。
神
経
質
の
人
物
ら
し
く
。
俗
に
所
謂
苦
労
性
ぞ
と
傍
で
見
る
さ
へ
笑
止
ら
し
く
二
九

。 
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人
物
の
年
恰
好
と
体
格
を
ざ
っ
と
述
べ
た
う
え
で
容
貌
に
移
り
、「
鼻
高
く
」「
頬
の
少
し
く
凹
た
る
」
と
い
う
顔
の
骨
相
に
依

拠
し
て
「
神
経
質
」
な
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
の
だ
。
語
り
手
は
「
陽
手
段
」
を
用
い
て
、
主
人
公
の
容
体
と
い
う
外
面
を

描
く
こ
と
で
彼
の
性
質
と
い
う
内
面
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
亀
井
秀
雄
は
、
逍
遥
の
文
学
理
論
『
小
説
神
髄
』
や
そ
の
理

論
に
基
づ
い
た
実
作
で
あ
る
『
当
世
書
生
気
質
』
に
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
『
骨
相
学
』
か
ら
の
影
響
を
指
摘
し
た
三
〇

。

菊
池
大
麓
訳
『
修
辞
及
華
文
』
が
『
小
説
神
髄
』
に
長
く
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
逍
遥
が
同
じ
『
百
科
全
書
』
の

一
編
で
あ
る
『
骨
相
学
』
も
知
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。 

ま
た
二
葉
亭
四
迷
の
評
論
「
小
説
総
論
」（
一
八
八
六
年
）
で
は
、「
摸
写
と
い
へ
る
こ
と
ハ
実
相
を
仮
り
て
虚
相
を
写
し
出
す

と
い
ふ
こ
と
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
「
逍
遥
の
リ
ア
リ
ズ
ム
論
の
批
判
的
深
化
」
と
捉
え
て
よ
い
三
一

。
だ
か
ら

こ
そ
四
迷
の
『
浮
雲
』（
一
八
八
七
―
八
九
年
）
は
、
近
代
日
本
の
小
説
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
の
だ
。
こ
の
流
れ
は
硯
友
社
を
経
て

言
文
一
致
運
動
と
連
動
し
、
明
治
四
十
年
代
の
自
然
主
義
へ
と
接
続
さ
れ
て
い
く
。
逍
遥
『
当
世
書
生
気
質
』
よ
り
も
さ
ら
に
克

明
に
顔
の
造
作
を
描
写
す
る
こ
と
で
、人
物
の
性
格
や
そ
の
運
命
ま
で
も
表
現
し
よ
う
と
試
み
た
の
が『
浮
雲
』の
語
り
で
あ
る
。

そ
の
第
一
回
で
は
、ふ
た
り
の
登
場
人
物
は
固
有
名
詞
を
与
え
ら
れ
ず
、次
の
よ
う
な
外
見
を
持
つ
男
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。 

 

途
上
人
影
の
稀
れ
に
成
つ
た
頃
同
じ
見
附
の
内
よ
り
両
人
の
少
年
が
話
し
な
が
ら
出
て
参
つ
た
。
一
人
は
年
齢
二
十
二
三
の
男
。
顔
色
は

蒼
味
七
分
に
土
気
三
分
ど
う
も
宜
敷
な
い
が
秀
た
眉
に
儼
然
と
し
た
眼
付
で
ズ
ー
と
押
徹
つ
た
鼻
筋
唯
惜
哉
口
元
が
些
と
尋
常
で
な
い
ば

か
り
、
し
か
し
締
は
よ
さ
そ
う
ゆ
ゑ
絵
草
紙
屋
の
前
に
立
つ
て
も
パ
ツ
ク
リ
開
く
な
ど
ゝ
い
ふ
気
遣
い
ハ
有
る
ま
い
が
兎
に
角
顋
が
尖
つ

て
頬
骨
が
露
れ
非
道
く
癯
れ
て
ゐ
る
故
か
顔
の
造
作
が
と
げ
と
げ
し
て
ゐ
て
愛
嬌
気
と
い
つ
た
ら
微
塵
も
な
し
。
醜
く
は
な
い
が
何
処
と

も
な
く
ケ
ン
が
あ
る
。
背
は
ス
ラ
リ
と
し
て
ゐ
る
ば
か
り
で
左
而
已
高
い
と
い
ふ
程
で
も
な
い
が
痩
肉
ゆ
ゑ
半
鐘
な
ん
と
や
ら
と
い
ふ
人

聞
の
悪
い
渾
名
に
縁
が
有
り
さ
う
で
、
年
数
物
な
が
ら
摺
畳
皺
の
存
じ
た
霜
降
「
ス
コ
ツ
チ
」
の
服
を
身
に
纏
ツ
て
組
紐
を
盤
帯
に
し
た

帽
檐
広
な
黒
羅
紗
の
帽
子
を
戴
い
て
ゐ
、
今
一
人
は
前
の
男
よ
り
二
ツ
三
ツ
兄
ら
し
く
中
肉
中
背
で
色
白
の
丸
顔
。
口
元
の
尋
常
な
所
か

ら
眼
付
の
パ
ツ
チ
リ
と
し
た
所
は
仲
々
の
好
男
子
な
が
ら
顔
立
が
ひ
ね
て
こ
せ
こ
せ
し
て
ゐ
る
の
で
何
と
な
く
品
格
の
な
い
男
三
二

。 

  

ひ
と
り
は
「
鼻
筋
」
が
通
り
「
顋
」
が
尖
り
「
頬
骨
」
が
出
た
な
ど
と
顔
の
骨
相
に
こ
だ
わ
っ
て
描
か
れ
た
結
果
、「
と
げ
と

げ
し
て
」「
何
処
と
も
な
く
ケ
ン
が
あ
る
」
と
語
ら
れ
る
。
第
二
回
で
は
こ
の
男
に
「
内
海
文
三
」
と
い
う
名
前
が
付
与
さ
れ
、

「
性
質
が
内
端
」
で
あ
る
こ
と
も
同
時
に
披
露
さ
れ
る
。
も
う
ひ
と
り
は
「
丸
顔
」
で
「
こ
せ
こ
せ
」
し
た
「
品
格
の
な
い
男
」

で
、
主
人
公
の
文
三
と
対
比
的
な
輪
郭
の
顔
を
も
つ
。
彼
の
姓
が
「
本
田
」
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
の
は
ず
っ
と
遅
く
、
第
五

回
ま
で
読
み
進
め
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
次
の
第
六
回
で
は
「
本
田
昇
」
と
フ
ル
ネ
ー
ム
で
登
場
し
、
世
辞
に
長
け
て
い
る
点

な
ど
文
三
と
は
正
反
対
の
要
領
の
良
い
性
格
が
描
か
れ
て
、
ふ
た
り
の
行
く
末
が
暗
示
さ
れ
る
。
回
を
重
ね
て
読
み
続
け
る
な
か

で
、
第
一
回
で
の
彼
ら
の
骨
相
か
ら
想
像
さ
れ
た
内
面
が
明
ら
か
に
な
り
、
結
末
は
骨
相
学
的
な
期
待
を
裏
切
ら
な
い
。
語
り
手

と
読
者
が
骨
相
学
的
な
ま
な
ざ
し
を
共
有
し
な
が
ら
、『
浮
雲
』
と
い
う
文
学
テ
ク
ス
ト
は
展
開
す
る
の
で
あ
る
。 

こ
う
し
て
顔
の
造
作
を
観
察
し
て
骨
相
を
描
き
、
そ
の
人
物
の
内
面
を
表
現
す
る
方
法
が
獲
得
さ
れ
た
。「
あ
り
の
ま
ま
に
摸

写
す
る
」（
逍
遥
）
こ
と
を
理
想
と
し
た
写
実
主
義
小
説
に
お
い
て
、
骨
相
学
的
に
他
者
を
視
る
こ
と
で
そ
の
性
格
や
運
命
が
推

し
量
ら
れ
る
。
登
場
人
物
の
外
面
、
特
に
顔
の
骨
相
を
克
明
に
模
写
し
た
文
学
が
内
面
を
発
見
し
始
め
て
い
く
の
で
あ
る
。 

 

写
生
と
骨
相
学 

骨
相
学
的
な
ま
な
ざ
し
に
よ
る
表
現
方
法
は
、
正
岡
子
規
ら
の
「
写
生
文
」（
叙
事
文
）
に
も
通
じ
る
三
三

。
子
規
の
提
唱
を
受

け
継
い
だ
ひ
と
り
寒
川
鼠
骨
は
、
一
九
〇
〇
（
明
治
三
十
三
）
年
五
月
の
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
写
生
文
「
新
囚
人
」
を
発
表
し
た
。

こ
の
鼠
骨
の
作
品
は
写
生
文
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
お
り
、
子
規
は
「
獄
中
ノ
コ
ト
ハ
君
ノ
文
ニ
ヨ
リ
テ
伝
ハ
リ
君
ノ
名
ハ
獄

中
談
ニ
ヨ
リ
テ
残
ル
位
ノ
大
切
ナ
ル
文
章
」（
明
治
三
十
三
年
六
月
十
一
日
付
、
鼠
骨
宛
書
簡
）
と
称
賛
し
た
。
当
時
、
鼠
骨
は
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新
聞
『
日
本
』
の
署
名
人
だ
っ
た
が
、
国
分
青
厓
の
社
説
が
山
縣
有
朋
首
相
へ
の
誹
謗
と
い
う
こ
と
で
官
吏
侮
辱
罪
と
な
り
、
巣

鴨
監
獄
に
収
監
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
の
様
子
を
描
い
た
体
験
記
で
あ
る
「
新
囚
人
」
に
、
骨
相
学
と
い
う
語
が
繰
り

返
し
使
用
さ
れ
る
場
面
が
あ
る
。 

 

彼
れ
と
い
ふ
の
は
二
十
七
八
歳
の
岩
疊
に
出
来
た
男
で
、
余
の
未
熟
な
骨
相
学
の
智
識
に
よ
つ
て
判
断
す
る
所
に
よ
る
と
、
決
し
て
悪
い

事
を
す
る
や
う
な
面
構
へ
じ
や
な
い
、
否
寧
ろ
至
極
の
善
人
で
至
極
や
さ
し
い
父
た
る
人
で
あ
る
ら
し
い
。
余
は
何
故
に
彼
れ
の
や
う
な

善
人
が
コ
ン
ナ
処
へ
や
つ
て
来
た
の
で
あ
ら
う
か
、
或
は
余
の
骨
相
学
は
少
し
も
真
を
穿
ち
得
な
い
の
で
あ
ら
う
か
、
余
が
彼
れ
を
善
人

と
思
つ
た
の
は
全
く
間
違
ひ
で
、
実
は
善
人
で
な
く
単
に
善
人
ら
し
い
の
に
過
ぎ
な
か
つ
た
の
で
、
ま
こ
と
は
外
面
の
み
の
菩
薩
た
る
に

止
る
の
で
あ
ら
う
か
、
決
し
て
さ
う
ら
し
く
は
な
い
の
で
あ
る
が
併
し
人
は
見
か
け
に
依
ら
ぬ
と
い
ふ
格
言
も
あ
る
も
の
ゝ
事
だ
か
ら
、

な
ど
ゝ
思
つ
て
遂
ひ
に
彼
れ
に
彼
れ
の
罪
名
と
職
業
と
を
尋
ね
た
、
所
が
余
の
骨
相
学
は
案
外
間
違
つ
て
居
な
か
つ
た
か
ら
不
思
議
だ
よ
、

彼
れ
は
余
と
同
罪
で
あ
つ
て
官
吏
侮
辱
と
い
ふ
罪
名
の
下
に
投
獄
さ
れ
た
の
で
あ
る
、
彼
れ
は
余
の
想
像
の
如
く
芝
浜
あ
た
り
の
某
鉄
工

場
へ
通
勤
し
て
ゐ
た
正
直
な
勤
勉
な
さ
う
し
て
善
良
な
一
個
の
職
人
で
あ
る
、
之
れ
彼
れ
の
余
に
答
ふ
る
所
で
あ
つ
て
少
し
も
嘘
の
な
い

事
実
で
あ
る
三
四

。 

 
 

こ
こ
で
は
、
も
は
や
綿
密
な
顔
の
造
作
を
描
写
す
る
必
要
さ
え
な
く
、
作
品
内
で
骨
相
学
の
正
否
が
問
わ
れ
る
ま
で
に
、
そ
の

ま
な
ざ
し
が
前
提
と
な
り
読
者
と
共
有
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
作
者
は
骨
相
学
の
知
識
で
、「
彼
」
を
「
善
人
」
と
思
う
が
、
そ
の

直
後
に
「
人
は
見
か
け
に
依
ら
ぬ
と
い
ふ
格
言
」
も
頭
を
過
り
、
実
際
に
尋
ね
て
み
る
と
い
う
行
為
に
出
た
。「
彼
」
の
罪
名
が

作
者
と
同
じ
「
官
吏
侮
辱
」
と
判
明
し
た
結
果
、
そ
の
人
物
は
や
は
り
「
善
良
な
一
個
の
職
人
」
で
あ
る
こ
と
が
事
実
と
し
て
確

認
さ
れ
て
、
骨
相
学
の
正
し
さ
に
帰
結
す
る
の
で
あ
る
。 

鼠
骨
の
写
生
文
で
は
、
西
洋
近
代
の
「
科
学
」
で
あ
る
骨
相
学
に
仮
託
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
客
観
的
な
写
生
と
い
う
虚
構
を

成
立
さ
せ
た
と
も
言
え
る
。「
未
熟
な
骨
相
学
の
智
識
」
と
い
う
控
え
め
な
表
現
な
が
ら
も
、
そ
の
判
断
が
「
科
学
」
的
な
観
察

に
基
づ
い
て
描
写
さ
れ
、「
少
し
も
嘘
の
な
い
事
実
」
が
、
骨
相
学
と
い
う
学
説
を
読
者
と
共
有
す
る
こ
と
で
裏
付
け
ら
れ
る
の

だ
。 近

代
日
本
の
文
学
者
ら
が
理
想
と
し
た
写
実
的
描
写
は
、
あ
り
の
ま
ま
を
模
写
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
登
場
人
物
の
外
見
か
ら

内
面
を
発
見
す
る
た
め
に
顔
の
骨
相
を
観
察
し
、
語
り
手
の
視
神
経
が
そ
れ
を
脳
に
伝
え
て
語
ら
せ
た
。
骨
相
学
的
な
近
代
の
視

線
が
虚
構
を
構
築
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
坪
内
逍
遥
、
二
葉
亭
四
迷
、
そ
し
て
寒
川
鼠
骨
ら
の
文
学
作
品
に
お
け
る
骨
相
学
的
な

語
り
は
、登
場
人
物
の
外
面
か
ら
内
面
を
発
見
し
て
い
く
手
法
に
他
な
ら
な
い
。唯
物
論
的
に
性
格
を
脳
へ
と
還
元
す
る
視
線
が
、

写
実
あ
る
い
は
写
生
的
表
現
に
通
底
し
て
い
る
。
近
代
日
本
文
学
に
お
い
て
骨
相
学
的
に
観
察
さ
れ
た
顔
の
造
作
が
語
ら
れ
た
。

そ
も
そ
も
顔
と
い
う
あ
り
ふ
れ
た
風
景
な
ど
、か
つ
て
は
文
学
作
品
の
対
象
に
さ
え
な
ら
な
い
ほ
ど
に
平
凡
な
日
常
で
し
か
な
か

っ
た
。
骨
相
学
に
よ
る
他
者
を
視
る
ま
な
ざ
し
は
日
本
文
学
の
近
代
を
も
た
ら
し
た
の
だ
。 

  

五
． 

疑
似
科
学
の
近
代 

 

迷
信
と
し
て
の
骨
相 

 

登
場
人
物
の
顔
と
い
う
日
常
を
文
学
テ
ク
ス
ト
に
語
ら
せ
た
骨
相
学
の
視
線
は
、
近
代
の
非
日
常
的
世
界
に
も
開
か
れ
て
い
た
。

明
治
期
は
心
霊
術
や
催
眠
術
と
と
も
に
記
憶
術
が
大
流
行
し
た
時
代
で
も
あ
り
、現
代
の
受
験
参
考
書
の
淵
源
と
な
る
よ
う
な
記

憶
術
に
関
す
る
多
数
の
著
書
が
、
当
時
の
立
身
出
世
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
下
支
え
し
て
い
た
。
こ
の
流
行
は
、
記
憶
術
ブ
ー
ム
の
背

後
に
人
間
の
脳
や
内
面
へ
の
近
代
科
学
的
な
関
心
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
。
中
村
正
直
『
西
国
立
志
伝
』（
一
八
七
一
年
）
や
福
澤

諭
吉
『
学
問
の
す
ゝ
め
』（
一
八
七
二
―
七
六
年
）
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
頃
に
、
立
身
出
世
を
要
請
す
る
競
争
社
会
の
原
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型
は
す
で
に
出
来
上
が
っ
て
い
た
三
五

。
そ
の
な
か
で
勝
者
と
な
る
た
め
に
は
効
率
的
な
記
憶
術
が
求
め
ら
れ
、
さ
ら
に
催
眠
術

の
ブ
ー
ム
も
あ
っ
た
。
他
者
の
内
面
を
脳
機
能
に
基
づ
い
て
「
科
学
」
的
に
解
明
し
た
か
に
思
わ
れ
た
骨
相
学
の
近
代
は
他
方
で

ま
た
、
オ
カ
ル
ト
的
な
も
の
へ
と
接
続
さ
れ
て
し
ま
う
危
う
さ
も
秘
め
て
い
た
の
で
あ
る
三
六

。 
近
代
日
本
に
お
け
る
骨
相
学
の
末
路
は
、
医
学
史
の
立
場
か
ら
富
士
川
游
の
解
説
が
暗
示
し
て
い
る
。「
信
仰
と
迷
信
に
関
す

る
通
俗
科
学
展
覧
会
」
の
た
め
に
収
集
し
た
資
料
に
基
づ
い
て
、「
骨
相
術
」
を
迷
信
と
し
て
総
括
し
た
の
で
あ
る
。 

 

骨
相
術
と
は
、
西
洋
に
て
行
わ
る
る
相
法
で
、
こ
れ
を
「
フ
レ
ノ
ロ
ギ
ー
」（P

hrenologie

）
と
い
う
。
頭
骨
表
面
の
形
状
を
見
て
そ
の
人

の
精
神
作
用
の
特
性
を
判
断
す
る
の
術
で
あ
る
。
始
め
て
、
こ
の
術
を
唱
え
た
の
は
、
墺
太
利
の
解
剖
学
者
の
ガ
ル
氏
（
一
七
五
七
年
生
、

一
八
二
八
年
没
）
で
、
そ
の
説
く
と
こ
ろ
に
拠
れ
ば
、
人
々
の
脳
髄
に
は
理
解
・
感
情
・
衝
動
等
個
々
の
精
神
作
用
を
営
む
部
分
が
あ
る

と
す
る
の
で
、
こ
れ
を
精
神
器
官
と
称
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
部
分
に
相
当
す
る
頭
骨
の
形
状
等
を
観
て
、
外
部
か
ら
そ
の

発
達
を
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
、
そ
れ
に
基
づ
き
て
そ
の
人
の
精
神
作
用
の
特
性
が
知
ら
れ
る
と
い
う
の
が
骨
相
術
の
趣
旨
で
あ

る
三
七

。 

 

一
九
一
〇
（
明
治
四
十
三
）
年
二
月
に
東
京
帝
国
大
学
で
行
っ
た
心
理
学
通
俗
講
話
会
で
の
「
骨
相
と
人
相
」
に
お
い
て
も
、

富
士
川
は
「
身
体
の
外
表
を
見
て
、
そ
れ
か
ら
、
そ
の
人
の
性
格
若
し
く
は
運
勢
を
判
断
す
る
方
術
」
と
述
べ
て
、「
術
」
と
し

て
の
側
面
を
強
調
し
て
い
る
三
八

。
骨
相
「
学
」
で
は
な
く
、
迷
信
を
取
り
込
ん
だ
疑
似
科
学
の
骨
相
「
術
」
と
し
て
静
観
し
よ

う
と
す
る
医
学
史
の
立
場
が
感
じ
ら
れ
る
。 

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
英
国
で
骨
相
学
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
ク
ー
ム
のA

 S
ystem

 o
f P

h
ren

o
lo

g
y

が
、
永
峯
秀
樹

訳
『
性
相
学
原
論
』（
一
九
一
八
年
）
と
し
て
邦
訳
が
出
版
さ
れ
た
の
も
同
時
期
で
あ
る
三
九

。
こ
こ
で
は
骨
相
学
で
は
な
く
「
性

相
学
」
と
訳
さ
れ
た
が
、
こ
の
訳
語
は
石
龍
子
が
「
性
相
学
会
」
を
創
設
し
、
機
関
誌
『
性
相
』
を
発
行
し
て
い
た
こ
と
と
無
関

係
で
は
な
か
ろ
う
四
〇

。
石
家
は
江
戸
期
に
初
代
石
龍
子
が
医
業
の
傍
ら
観
相
学
を
始
め
た
が
、
第
三
代
の
と
き
一
八
〇
〇
（
安

永
九
）
年
に
は
、
観
相
学
が
医
学
か
陰
陽
学
か
で
裁
判
に
ま
で
な
っ
た
こ
と
も
伝
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
明
治
末
期
か
ら
大
正

末
期
に
か
け
て
「
石
龍
子
ブ
ー
ム
」
の
到
来
も
あ
っ
た
四
一

。
こ
の
よ
う
な
時
代
を
経
て
、
近
代
日
本
の
骨
相
学
は
拡
散
し
な
が

ら
忘
却
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
。 

 

科
学
と
オ
カ
ル
ト
の
近
代 

私
た
ち
の
心
や
精
神
と
い
う
内
面
は
、
不
可
視
で
あ
る
が
ゆ
え
に
神
秘
的
で
あ
る
。
十
九
世
紀
の
骨
相
学
は
、
脳
や
神
経
と
い

う
「
科
学
」
で
そ
れ
を
可
視
化
し
よ
う
と
試
み
た
。
ウ
ィ
ー
ン
の
医
者
メ
ス
メ
ル
（F

ran
z A

n
ton

 M
esm

er

）
が
理
論
化
し
た
動

物
磁
気
（an

im
al m

ag
n
etism

）
が
「
コ
ッ
ク
リ
さ
ん
」
を
呼
び
込
み
、
近
代
催
眠
術
に
つ
な
が
り
、
さ
ら
に
写
真
技
術
か
ら
心

霊
写
真
が
生
ま
れ
る
と
い
う
具
合
に
、
近
代
と
い
う
の
は
「
科
学
」
が
オ
カ
ル
ト
的
な
い
か
が
わ
し
さ
へ
と
容
易
に
反
転
す
る
心

霊
主
義
の
時
代
で
も
あ
っ
た
。
メ
ス
メ
ル
の
唱
え
た
メ
ス
メ
リ
ズ
ム
で
は
、
動
物
磁
気
と
い
う
宇
宙
的
流
体
の
存
在
に
そ
の
理
論

的
基
盤
を
依
拠
し
て
い
た
四
二

。 

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
（Jan

et O
p
p
en

heim

）
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
心
霊
主
義
は
近
代
科
学
の
装
い
を
い
つ
も
身
に
ま
と
っ
て
い

た
。
英
国
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
に
お
い
て
は
そ
の
科
学
崇
拝
の
な
か
で
、「
強
力
な
科
学
的
証
拠
と
科
学
的
議
論
が
、
伝
統
的
宗
教

の
信
念
を
引
き
裂
い
て
お
き
な
が
ら
、
人
間
の
精
神
の
要
求
に
応
え
る
新
た
な
庇
護
を
与
え
る
こ
と
が
な
い
の
を
見
て
、
恐
怖
に

か
ら
れ
る
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
人
も
少
な
く
な
か
っ
た
」
と
い
う
四
三

。
そ
こ
で
、
心
と
身
体
と
い
う
古
い
議
論
へ
の
新
し
い
手
が
か

り
を
与
え
た
の
が
、
当
時
の
骨
相
学
と
メ
ス
メ
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
十
九
世
紀
前
半
の
英
国
で
隆
盛
し
た
思
潮
で
あ
っ
た

の
だ
。
ど
ち
ら
も
唯
物
論
的
で
あ
る
と
と
も
に
、
精
神
へ
も
目
配
り
が
き
い
て
い
た
点
が
共
通
し
て
い
る
。 

ま
た
、
骨
相
学
に
は
現
代
の
心
理
学
へ
の
貢
献
が
あ
っ
た
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
こ
う
。
こ
れ
は
、
脳
が
心
の
器
官
と
し
て
思

考
と
感
情
の
中
心
で
あ
る
と
い
う
仮
説
に
よ
る
も
の
だ
。
骨
相
学
の
理
論
的
基
盤
は
脳
機
能
の
局
在
論
で
あ
り
、
脳
と
い
う
肉
体
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器
官
を
「
経
験
主
義
的
観
察
と
機
能
的
推
論
の
対
象
」
と
し
た
四
四

。
骨
相
学
の
唯
物
観
は
心
と
い
う
問
題
系
を
形
而
上
学
か
ら

救
い
出
す
も
の
で
も
あ
っ
た
の
だ
。脳
器
官
の
特
定
の
部
位
や
頭
蓋
骨
の
形
状
と
人
間
の
性
格
や
個
性
と
の
結
び
つ
き
を
先
験
的

に
想
定
し
て
し
ま
っ
た
点
は
の
ち
に
批
判
さ
れ
た
が
、他
方
で
脳
機
能
に
対
す
る
臨
床
的
関
心
を
喚
起
す
る
き
っ
か
け
と
も
な
り
、

心
理
学
と
い
う
近
代
的
学
知
の
先
駆
で
も
あ
っ
た
四
五

。 

 

骨
相
学
の
虚
構 

社
会
進
化
論
的
な
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の
時
代
思
潮
と
相
俟
っ
て
、ph

ren
o
lo

g
y

は
幕
末
開
国
期
の
日
本
に
到
来
し
拡
散
し
た
。

本
章
で
は
、
西
洋
近
代
の
「
科
学
」
的
学
説
で
あ
るp

h
ren

o
lo

gy

を
詳
述
し
た
起
点
テ
ク
ス
ト
と
そ
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
を
め
ぐ
っ

て
、
同
時
代
の
言
説
と
と
も
に
考
察
し
た
。
明
治
初
期
の
文
部
省
『
百
科
全
書
』
と
い
う
国
家
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
歴
史
の
転
換

期
に
企
図
さ
れ
た
翻
訳
事
業
で
あ
り
、
そ
の
一
編
、
長
谷
川
泰
訳
・
小
林
病
翁
校
『
骨
相
学
』
は
、「phren

o
lo

g
y
 =

 

骨
相
学
」

と
い
う
等
価
を
ま
さ
に
立
ち
上
げ
た
翻
訳
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
英
国
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
に
流
通
し
た
啓
蒙
書
を
翻
訳
す
る
行
為
に

よ
っ
て
、
西
洋
近
代
の
視
線
が
骨
相
学
と
い
う
近
代
日
本
語
と
し
て
成
立
し
た
の
だ
っ
た
。 

近
代
日
本
の
文
学
者
ら
が
理
想
と
し
た
写
実
的
描
写
は
、
あ
り
の
ま
ま
を
模
写
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
登
場
人
物
の
外
見
か
ら

内
面
を
発
見
す
る
た
め
に
顔
の
骨
相
を
観
察
し
、
語
り
手
の
視
神
経
が
そ
れ
を
脳
に
伝
え
て
語
ら
せ
た
。
骨
相
学
的
な
近
代
の
視

線
が
虚
構
を
構
築
し
始
め
た
の
で
あ
る
。 

骨
相
学
と
い
う
近
代
は
他
者
を
視
る
ま
な
ざ
し
の
虚
構
化
へ
と
開
か
れ
、
ま
た
神
秘
的
な
内
面
を
可
視
化
し
た
。
だ
か
ら
神
経

や
脳
へ
の
骨
相
学
的
関
心
は
オ
カ
ル
ト
や
心
霊
主
義
と
も
つ
な
が
っ
て
い
た
。
疑
似
科
学
と
な
っ
た
骨
相
学
は
、
も
は
や
現
在
で

は
そ
の
痕
跡
さ
え
忘
れ
ら
れ
て
い
る
が
、「ph

ren
o
log

y
 =

 

骨
相
学
」
と
は
視
覚
が
他
の
感
覚
を
凌
い
で
支
配
的
に
優
位
と
な
っ

た
時
代
だ
か
ら
こ
そ
流
行
し
た
、
極
め
て
近
代
的
な
学
説
で
あ
っ
た
。「
骨
相
学
」
と
い
う
翻
訳
語
は
、
文
化
の
翻
訳
を
記
憶
す

る
。 
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一 
た
と
え
ば
英
語
のI see.

は
「
み
る =

 

わ
か
る
」
こ
と
で
あ
り
、
日
本
語
に
は
「
話
が
み
え
な
い
」
つ
ま
り
「
話
（
の
内
容
）
が
理
解
で
き
な

い
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
こ
と
ほ
ど
左
様
に
視
覚
は
精
神
活
動
に
直
結
す
る
。 

二 

大
部
の
書
、
バ
ー
バ
ラ
・
Ｍ
・
ス
タ
フ
ォ
ー
ド
『
ボ
デ
ィ
・
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
―
―
啓
蒙
時
代
の
ア
ー
ト
と
医
学
に
お
け
る
見
え
ざ
る
も
の
の

イ
メ
ー
ジ
化
』
高
山
宏
訳
（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
六
年
）
の
序
章
で
は
「
見
え
る
知
」（
一
七
―
七
四
頁
）
を
語
り
、「
切
解
」（
七
六
―
一
八

〇
頁
）
の
章
で
は
十
八
世
紀
西
洋
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
、
解
剖
学
と
そ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
観
相
学
も
含
め
て
論
じ
て
い
る
。 

三 

岩
崎
克
己
（
片
桐
一
男
解
説
）『
前
野
蘭
化
２ 

解
体
新
書
の
研
究
』（
平
凡
社
、
一
九
九
六
年
）、
杉
本
つ
と
む
『
解
体
新
書
の
時
代
―
―
江
戸

の
翻
訳
文
化
を
さ
ぐ
る
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
七
年
）
な
ど
に
詳
し
い
。
現
代
語
訳
と
し
て
は
、
酒
井
シ
ズ
『
新
装
版
解
体
新
書
』

（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
八
年
）
が
あ
る
。 

四 

訳
語
の
三
分
法
は
、『
和
蘭
医
事
問
答
』『
解
体
新
書
』『
重
訂
解
体
新
書
』
に
共
通
す
る
が
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
ず
れ
も
あ
る
。 

五 

「
神
経
」
と
訳
出
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
建
部
清
庵
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
書
簡
集
『
和
蘭
医
事
問
答
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
建
部
清
庵
は

一
関
藩
（
岩
手
県
一
関
市
）
の
名
医
と
し
て
知
ら
れ
、
そ
の
門
下
生
に
は
大
槻
玄
沢
も
い
た
。
一
七
九
五
（
寛
政
七
）
年
の
『
和
蘭
医
事
問
答
』

は
沼
田
次
郎
・
松
村
明
・
佐
藤
昌
介
校
注
『
洋
学 

上
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）
に
所
収
。
吉
田
忠
「『
解
体
新
書
』
か
ら
『
西
洋
事
情
』

へ
」
芳
賀
徹
編
『
翻
訳
と
日
本
文
化
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
な
ど
も
参
照
さ
れ
た
い
。 

六 

「
神
経
」
の
訳
語
に
つ
い
て
は
杉
本
の
前
掲
書
、
二
三
頁
。『
蘭
学
事
始
』
の
虚
実
に
つ
い
て
は
、
杉
本
つ
と
む
『
日
本
翻
訳
語
史
の
研
究
』

（
八
坂
書
房
、
一
九
八
三
年
、
三
一
五
―
三
一
七
頁
）。 

七 

三
遊
亭
円
朝
（
小
相
英
太
郎
速
記
）「
真
景
累
ケ
淵
」『
三
遊
亭
円
朝
集
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
五
年
、
二
一
二
頁
）。
一
八
五
九
（
安
政
六
）

年
、
円
朝
が
二
十
一
歳
の
時
「
累
ケ
淵
後
日
怪
談
」
と
し
て
発
表
し
た
も
の
だ
が
、「
神
経
」
と
「
真
景
」
を
か
け
た
の
は
円
朝
贔
屓
の
漢
学
者
、

信
夫
恕
軒
に
よ
る
。 

八 

一
竿
齋
宝
洲
『
神
経
闇
開
化
怪
談
』（
平
凡
社
、
二
〇
〇
五
年
）。
復
刻
版
の
解
題
で
佐
藤
至
子
は
、
そ
の
内
容
を
「
旧
士
族
の
男
が
芸
者
に
迷

い
妻
を
離
縁
、
妻
は
堀
に
投
身
し
、
男
と
芸
者
は
妻
の
幽
霊
に
苦
し
め
ら
れ
る
が
実
は
妻
は
生
き
て
い
た
と
い
う
筋
立
て
を
、
開
化
風
俗
の
描
写

を
交
え
て
書
い
た
脚
本
形
式
の
小
説
」
と
紹
介
し
て
い
る
。 

九 

骨
相
学
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
シ
ェ
イ
ピ
ン
「
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
骨
相
学
論
争
」
ロ
イ
・
ウ
ォ
リ
ス
編
『
排
除
さ
れ
る
知
―
―

社
会
に
認
知
さ
れ
な
い
科
学
』
高
田
紀
代
志
・
杉
山
滋
郎
・
下
坂
英
・
横
山
輝
雄
・
佐
野
正
博
訳
（
青
土
社
、
一
九
八
六
年
）、
ジ
ャ
ネ
ッ
ト
・

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
『
英
国
心
霊
主
義
の
抬
頭
』
和
田
芳
久
訳
（
工
作
舎
、
一
九
九
二
年
）、
上
山
隆
大
「
身
体
の
科
学
―
―
計
測
と
器
具
」
大
林

信
治
・
森
田
敏
照
編
『
科
学
思
想
の
系
譜
学
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
四
年
）
な
ど
に
詳
し
い
。 

一
〇 

マ
イ
ケ
ル
・
オ
ー
シ
ェ
イ
『
脳
』
山
下
博
志
訳
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
、
二
九―

三
〇
頁
）。
ま
た
、
失
語
症
研
究
に
お
け
る
ブ
ロ
ー

カ
（P

ierre P
aul B

roca

）
の
名
に
因
ん
だ
「
ブ
ロ
ー
カ
野
」
や
ウ
ェ
ル
ニ
ッ
ケ
（C

arl W
ernicke

）
の
「
ウ
ェ
ル
ニ
ッ
ケ
野
」
な
ど
の
存
在
も
、

脳
機
能
局
在
説
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
る
。 

一
一 

鈴
木
七
美
『
癒
し
の
歴
史
人
類
学
―
―
ハ
ー
ブ
と
水
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
へ
』（
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
二
年
、
一
一
〇
―
一
一
二
頁
）。
な
お

Lavater

の
カ
タ
カ
ナ
表
記
は
、「
ラ
フ
ァ
ー
タ
ー
」「
ラ
ー
フ
ァ
タ
ー
」「
ラ
ヴ
ァ
タ
ー
」「
ラ
ヴ
ァ
ー
タ
ー
」
な
ど
一
定
し
な
い
。 

一
二 

「
女
性
」
に
つ
い
て
は
シ
ン
シ
ア
・
イ
ー
グ
ル
・
ラ
セ
ッ
ト
『
女
性
を
捏
造
し
た
男
た
ち
―
―
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
性
差
の
科
学
』
上
野

直
子
訳
（
工
作
舎
、
一
九
九
四
年
）、「
犯
罪
者
」
に
つ
い
て
は
ピ
エ
ー
ル
・
ダ
ル
モ
ン
『
医
者
と
殺
人
者
―
―
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
と
生
来
性
犯
罪
者

伝
説
』
鈴
木
秀
治
訳
（
新
評
論
、
一
九
九
二
年
）
が
詳
し
く
論
述
し
て
い
る
。 

一
三 C

larke E
. and Jacyna, L

. S
. (1987). N

ineteenth-century origins of neuro scientific concepts. B
erkeley and L

os A
ngeles: U

niversity of 

C
alifornia P

ress. 

一
四 

松
永
俊
男
『
ダ
ー
ウ
ィ
ン
前
夜
の
進
化
論
争
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
、
六
七
頁
）。
な
お
、「
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
骨
相
学
論
争
」

に
つ
い
て
は
、
シ
ェ
イ
ピ
ン
の
前
掲
論
文
に
詳
し
い
が
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
け
る
社
会
的
利
害
を
背
景
と
す
る
対
立
で
あ
っ
た
と
い
う
。 

一
五 C

ooter R
. (1984). T

he cultural m
eaning of popular science: phrenology and the organization of consent in nineteenth

-century B
ritain. 

C
am

bridge: C
am

bridge U
niversity P

ress. 

お
よ
び
松
永
俊
男
『
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
時
代
―
―
科
学
と
宗
教
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六

年
、
二
三
七
―
二
八
六
頁
）。 

一
六 

上
山
の
前
掲
論
文
お
よ
び C

ooter 

の
前
掲
書
。 

一
七 

ロ
ン
ブ
ロ
オ
ゾ
オ
『
天
才
論
』
辻
潤
訳
（
植
竹
文
庫
、
一
九
一
四
年
）。『
天
才
論
』
に
つ
い
て
は
、
夏
目
漱
石
『
文
学
論
』（
一
九
〇
七
年
）、

芥
川
龍
之
介
「
路
上
」（
一
九
一
九
年
に
大
阪
毎
日
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
未
完
長
編
小
説
）、
三
島
由
紀
夫
『
文
章
読
本
』（
一
九
五
九
年
）
な
ど

で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
ノ
ル
ダ
ウ
の
抄
訳
と
し
て
中
島
茂
一
（
孤
島
）
訳
『
現
代
の
堕
落
』（
大
日
本
文
明
協
会
、
一
九
一
四
年
）
が
あ
り
、

そ
の
序
文
は
坪
内
雄
蔵
が
書
い
て
い
る
。 

一
八 

山
下
重
一
『
ス
ペ
ン
サ
ー
と
日
本
近
代
』（
お
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
三
年
）。 

一
九 

西
周
「
百
学
連
環
」『
西
周
全
集 

第
四
巻
』（
宗
高
書
房
、
一
九
一
八
年
、
一
四
九
―
一
五
二
頁
）。 

二
〇 S

ecord, J. A
. (2000). V

ictorian sensation: T
he extraordinary publication, reception, and secret authorship of vestiges of the natural 

history of creation. C
hicago and L

ondon: T
he U

niversity of C
hicago P

ress. 

二
一 

松
永
、
二
〇
〇
五
年
、
六
八
頁
。 

二
二 

佐
藤
達
哉
『
日
本
に
お
け
る
心
理
学
の
受
容
と
展
開
』（
北
大
路
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
二
六
頁
）。 

二
三 

森
林
太
郎
「
ガ
ル
の
学
説
」『
公
衆
医
事
』（
第
四
巻
第
二
号
一
〇
号
、
一
九
〇
〇
年
、
同
第
五
巻
第
七
号
、
一
九
〇
一
年
）（『
鷗
外
全
集
著

作
篇 

第
二
十
五
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
三
年
、
三
一
一
―
三
二
九
頁
に
所
収
）。 

二
四 

武
内
博
編
『
日
本
洋
学
人
名
事
典
』（
柏
書
房
、
一
九
九
四
年
）、
湯
本
豪
一
編
『
図
説
明
治
人
物
事
典 

政
治
家
・
軍
人
・
言
論
人
』（
日
外

ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
、
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
に
よ
る
。 

二
五 

小
林
病
翁
の
活
躍
に
つ
い
て
は
、
坂
本
保
富
『
米
百
俵
の
主
人
公 

小
林
虎
三
郎
―
―
日
本
近
代
化
と
佐
久
間
象
山
門
人
の
軌
跡
』（
学
文
社
、

二
〇
一
一
年
）
に
詳
し
い
。 
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二
六 

三
好
行
雄
『
写
実
主
義
の
展
開
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
）、
江
藤
淳
『
リ
ア
リ
ズ
ム
の
源
流
』（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
八
九
年
、
七

―
四
三
頁
）。 

二
七 
坪
内
逍
遥
「
小
説
神
髄
」『
坪
内
逍
遥
集
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
、
二
一
頁
）。 

二
八 
同
書
、
五
八
頁
。 

二
九 

坪
内
逍
遥
「
当
世
書
生
気
質
」『
坪
内
逍
遥
集
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
、
六
一
―
六
二
頁
）。 

三
〇 

亀
井
秀
雄
『
身
体
・
こ
の
不
思
議
な
る
も
の
の
文
学
』（
れ
ん
が
書
房
新
社
、
一
九
八
四
年
、
二
四
頁
）。 

三
一 

江
藤
の
前
掲
書
、
八
頁
。 

三
二 

二
葉
亭
四
迷
「
浮
雲
」『
二
葉
亭
四
迷 

嵯
峨
の
屋
お
む
ろ
集
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
一
年
、
四
頁
）。 

三
三 

「
写
生
」
と
い
う
語
そ
の
も
の
は
中
国
宋
代
の
画
論
に
お
け
る
術
語
に
由
来
す
る
が
、
子
規
の
「
写
生
」
論
は
イ
タ
リ
ア
人
の
風
景
画
家
フ

ォ
ン
タ
ネ
ー
ジ
（A

ntonio F
ontanesi

）
に
工
部
美
術
学
校
で
指
導
を
受
け
た
洋
画
家
た
ち
の
次
世
代
、
と
り
わ
け
中
村
不
折
か
ら
の
影
響
で
あ

る
。
子
規
の
写
生
説
に
つ
い
て
は
、
北
住
敏
夫
『
写
生
説
の
研
究
』（
角
川
書
店
、
一
九
五
三
／
一
九
九
〇
年
）、
松
井
貴
子
『
写
生
の
変
容
―
―

フ
ォ
ン
タ
ネ
ー
ジ
か
ら
子
規
、
そ
し
て
直
哉
へ
』（
明
治
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）
に
詳
し
い
。 

三
四 

寒
川
鼠
骨
「
新
囚
人
」『
明
治
俳
人
集
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
五
年
、
三
〇
二
頁
）。 

三
五 

竹
内
洋
『
立
志
・
苦
学
・
出
世
―
―
受
験
生
の
社
会
史
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
九
一
年
、
三
八
―
六
〇
頁
）。
竹
内
は
明
治
初
期
の
週

刊
誌
『
穎
才
新
誌
』
に
投
稿
さ
れ
た
青
少
年
の
勉
強
言
説
（「
勉
強
ハ
富
貴
ヲ
得
ル
資
本
ノ
説
」
や
「
勉
強
ハ
身
ヲ
立
ル
ノ
基
ト
ナ
ル
説
」
な
ど
）

を
引
用
し
な
が
ら
、
勉
強
立
身
の
時
代
が
到
来
し
つ
つ
あ
る
様
子
を
分
析
し
て
い
る
。 

三
六 

岩
井
洋
『
記
憶
術
の
ス
ス
メ
―
―
近
代
日
本
と
立
身
出
世
』（
青
弓
社
、
一
九
九
七
年
）。 

三
七 

富
士
川
游
『
迷
信
の
研
究
』（
養
生
書
院
、
一
九
三
二
年
）
は
、『
富
士
川
游
著
作
集
３
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
〇
年
、
一
一
一
―
三
一

〇
頁
）
に
所
収
。 

三
八 

富
士
川
游
「
骨
相
と
人
相
」『
心
理
研
究
』（
第
一
巻
第
一
号
、
一
九
一
二
年
は
、『
富
士
川
游
著
作
集
３
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
〇
年
、

三
五
一
―
三
六
七
頁
）
に
所
収
。
な
お
一
八
七
〇
（
明
治
三
）
年
末
か
ら
七
三
（
明
治
六
）
年
頃
に
か
け
て
西
周
が
私
塾
育
英
舎
で
講
義
し
た
内

容
を
ま
と
め
た
『
百
学
連
環
』
の
「
知
説
」
で
は
、「
学
ノ
要
ハ
真
理
ヲ
知
ル
ニ
ア
リ
」「
術
ハ
其
知
ル
所
ノ
理
ニ
循
ヒ
テ
之
ヲ
行
フ
」
と
し
て
、

「
学
」
と
「
術
」
を
区
別
す
る
。 

三
九 

永
峯
秀
樹
訳
『
性
相
学
原
論
』（
洗
心
堂
、
一
九
一
八
年
）。
永
峯
秀
樹
の
生
涯
は
保
坂
忠
信
『
評
伝 

永
峯
秀
樹
』（
リ
ー
ベ
ル
出
版
、
一
九

九
〇
年
）
に
詳
し
い
が
、
永
峯
は
沼
津
兵
学
校
で
学
ん
だ
後
、
築
地
の
海
軍
兵
学
寮
や
江
田
島
の
海
軍
兵
学
校
で
教
壇
に
立
っ
た
人
物
で
あ
る
。

彼
が
晩
年
に
翻
訳
し
た
『
性
相
学
原
論
』
は
、
退
職
後
に phrenology 

の
「
科
学
的
根
拠
に
傾
倒
」
し
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
永
峯
に
は
す

で
に
『
欧
羅
巴
文
明
史
』（
仏
国
ギ
ゾ
ー
氏
原
著
・
米
国
ヘ
ン
リ
ー
氏
訳
述
か
ら
の
重
訳
、
一
八
七
四
―
七
七
年
）
や
『
暴
夜
物
語
』（
ア
ラ
ビ
ア

ン
・
ナ
イ
ト
の
初
邦
訳
、
一
八
七
五
年
）
な
ど
の
訳
業
も
あ
り
、
当
時
の
著
名
な
翻
訳
者
で
あ
っ
た
。
柳
田
泉
『
明
治
初
期
翻
訳
文
学
の
研
究
』

（
春
秋
社
、
一
九
六
一
年
）
で
は
永
峯
に
つ
い
て
、「
旧
幕
人
で
甲
斐
の
出
生
、
維
新
後
海
軍
に
入
り
、
終
生
海
軍
教
育
に
従
事
し
て
い
た
。
氏

は
文
学
の
嗜
み
が
あ
り
、（
中
略
）
当
時
高
名
の
翻
訳
家
で
あ
っ
た
も
の
だ
」（
一
〇
頁
）
と
高
く
評
価
し
て
い
る
。 

四
〇 

こ
こ
で
の
石
龍
子
は
第
五
代
目
（
一
八
六
二
―
一
九
二
七
年
）
を
指
す
。
な
お
永
峰
自
身
は
法
華
経
の
「
是
の
如
き
相
あ
れ
ば
、
是
の
如
き

性
あ
り
」
か
ら
の
「
性
相
」
と
し
て
お
り
、
石
龍
子
の
「
性
相
」
と
は
意
味
が
異
な
る
と
述
べ
て
い
る
（
保
坂
の
前
掲
書
、
一
二
六
―
一
二
七
頁
）

が
、
同
時
代
言
説
で
あ
る
点
は
否
定
し
が
た
い
。 

四
一 

中
山
茂
春
「
石
龍
子
と
相
学
提
要
」『
日
本
医
史
学
雑
誌
』（
第
五
十
五
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
九
年
、
一
九
六
頁
）、
同
誌
（
第
五
十
五
巻
第

三
号
、
三
七
一
―
三
七
六
頁
）。
中
山
に
よ
る
と
、
第
五
代
目
石
龍
子
は
「
性
相
学
の
始
祖
で
あ
り
観
相
学
の
泰
斗
」
で
、「
明
治
四
十
二
年
頃
か

ら
大
正
末
期
ま
で
の
十
二
年
間
は
全
国
に
石
龍
子
ブ
ー
ム
が
で
き
る
程
日
本
的
な
名
声
を
得
た
」。
ま
た
、
そ
の
「
性
相
学
」
を
「
人
の
容
貌
骨

格
を
見
て
性
格
運
命
な
ど
を
判
断
す
る
学
問
」
と
す
る
。 

四
二 

ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ミ
ラ
ー
「
無
意
識
を
意
識
す
る
」
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ミ
ラ
ー
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ジ
ェ
イ
・
グ
ー
ル
ド
、
ダ
ニ
エ
ル
・
Ｊ
・
ケ

ヴ
レ
ス
、
Ｒ
・
Ｃ
・
ル
ー
ウ
ォ
ン
テ
ィ
ン
、
オ
リ
ヴ
ァ
ー
・
サ
ッ
ク
ス
『
消
さ
れ
た
科
学
史
』
渡
辺
政
隆
・
大
木
奈
保
子
訳
（
み
す
ず
書
房
、
一

九
九
七
年
）、
一
柳
廣
孝
『
催
眠
術
の
日
本
近
代
』（
青
弓
社
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
に
詳
し
い
。 

四
三 

ジ
ャ
ネ
ッ
ト
・
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
『
英
国
心
霊
主
義
の
抬
頭
―
―
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
エ
ド
ワ
ー
ド
朝
時
代
の
社
会
精
神
史
』
和
田
芳
久
訳
（
工

作
舎
、
一
九
九
二
年
、
二
六
一
頁
）。 

四
四 

同
書
、
二
六
九
頁
。 

四
五 

「psychology =
 

心
理
学
」
の
成
立
は
、
あ
ま
り
は
っ
き
り
し
な
い
。
西
周
は psychology 

を
一
貫
し
て
「
性
理
学
」
と
訳
し
て
い
た
し
、

西
周
訳
『
奚
般
氏
心
理
学
』（
一
八
七
五
―
七
九
年
）
の
起
点
テ
ク
ス
ト
は
ヘ
ヴ
ン
（Joseph H

aven

）
の M

ental P
hilosophy 

で
あ
る
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
訳
語
の
成
立
と
は
別
に
、「
心
理
学
」
は
骨
相
学
と
同
様
に
西
洋
由
来
の
も
の
で
あ
る
。 
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第
八
章 

「
物
理
化
学
」
と
い
う
近
代
―
―
窮
理
と
舎
密
か
ら
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
離
脱 

 

天
文
学 

気
中
現
象
学 

地
質
学 

地
文
学 

植
物
生
理
学 

植
物
綱
目 

動
物
及
人
身
生
理 

動
物
綱
目 

物
理
学 

重
学 

動
静
水
学 

光
学
及

音
学 

電
気
及
磁
石 

時
学
及
時
刻
学 

化
学
篇 

陶
磁
工
篇 

織
工
篇 

鉱
物
篇 

金
類
及
錬
金
術 

蒸
気
篇 

土
工
術 

陸
運 

水
運 

建
築
学 

温
室
通
風
点
光 

給
水
浴
澡
堀
渠
篇 

農
学 

菜
園
篇 

花
園 

果
園
篇 

養
樹
篇 

馬 

牛
及
採
乳
方 

羊
篇 

豚
兎
食
用
鳥
篭
鳥
篇 

蜜
蜂
篇 

犬
及
狩
猟 
釣
魚
篇 

魚
猟
篇 

養
生
篇 

食
物
篇 

食
物
製
方 

医
学
篇 

衣
服
及
服
式 

人
種 

言
語 

交
際
及
政
体 

法
律
沿
革
事
体 

太
古
史 

希
臘
史 

羅
馬
史 
中
古
史 

英
国
史 

英
国
制
度
国
資 

海
陸
軍
制 

欧
羅
巴
地
誌 

英
倫
及
威
爾
斯
地
誌 

蘇
格
蘭
地
誌 

愛
倫
地
誌 

亜
細
亜
地
誌 

亜
弗
利
加
及
大
洋
州
地
誌 
北
亜
米
利
加
地
誌 

南
亜
米
利
加
地
誌 

人
心
論 

骨
相
学 

北
欧
鬼
神
誌 

論
理
学 

洋
教
宗
派 

回
教
及
印
度
教
仏
教 

歳
時
記 

修
身
論 

接
物
論 

経
済
論 

人
口
救
窮
及
保
険 

百
工
倹
約
訓 

国
民
統
計
学 

教
育
論 

算
術
及
代
数 

戸
内
遊
戯
方 

体
操
及
戸
外
遊
戯 

古
物
学 

修
辞
及
華
文 

印
刷
術
及
石
版
術 
彫
刻
及
捉
影
術 

自
然
神
教
及
道
徳
学 

幾
何
学 

聖
書
縁
起
及
基
督
教 

貿
易
及
貨
幣
銀
行 

画
学
及
彫

像 

百
工
応
用
化
学 

家
事
倹
約
訓 

  

一
．
蘭
学
か
ら
英
学
へ 

  

本
章
で
は
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
お
け
る
自
然
科
学
の
領
野
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
。
た
と
え
ば
「
物
理
」
や
「
化
学
」
と

い
う
よ
う
な
、
現
代
の
学
校
教
育
を
受
け
た
私
た
ち
に
も
馴
染
み
深
い
タ
イ
ト
ル
の
存
在
を
手
が
か
り
と
し
て
、
近
世
か
ら
の
学

問
の
継
承
と
切
断
を
明
治
初
期
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
に
探
る
。 

 

こ
こ
で
探
究
を
試
み
る
の
は
、「
窮
理
」
が
「
物
理
」
に
、「
舎
密
」
が
「
化
学
」
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
す
で
に
科
学
史
の
先
行
研
究
が
明
ら
か
に
す
る
と
お
り
で
あ
る
一

。
そ
う
で
は
な
く
て
、
翻
訳
語
の
出
来

事
と
し
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
何
が
問
え
る
の
か
を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
の
だ
。 

西
洋
の
学
問
と
い
え
ば
蘭
学
で
あ
っ
た
時
代
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
自
然
科
学
の
概
念
は
オ
ラ
ン
ダ
語
か
ら
の
翻
訳
を
媒
介
に
し
て

紹
介
さ
れ
た
。
江
戸
幕
府
の
鎖
国
政
策
と
い
う
制
約
下
に
あ
っ
て
も
、
医
学
や
天
文
学
な
ど
を
中
心
と
し
た
理
系
用
語
は
蘭
書
の

翻
訳
に
よ
っ
て
近
代
日
本
語
の
語
彙
を
豊
か
に
し
て
き
た
の
で
あ
る
二

。
や
が
て
そ
の
流
れ
が
変
わ
る
と
き
が
来
る
。 

世
界
史
の
大
き
な
う
ね
り
―
―
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
仏
・
英
・
蘭
の
力
関
係
の
変
化
、
そ
れ
を
端
的
に
示
す
の
が
一
八
〇
八
（
文

化
五
）
年
に
起
き
た
フ
ェ
ー
ト
ン
号
事
件
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
―
―
を
背
景
に
、
幕
末
開
国
期
の
わ
が
国
の
学
問
は
蘭
学
か
ら
離

脱
す
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
逸
話
と
し
て
、
福
澤
諭
吉
が
自
伝
の
な
か
で
回
想
し
た
次
の
一
節
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。 

 

ソ
コ
デ
以
て
蘭
学
社
会
の
相
場
は
大
抵
分
て
先
ず
安
心
で
は
あ
っ
た
が
、
扨
又
此
処
に
大
不
安
心
な
事
が
生
じ
て
来
た
。
私
が
江
戸
に
来

た
そ
の
翌
年
、
即
ち
安
政
六
年
、
五
国
条
約
と
云
う
も
の
が
発
布
に
な
っ
た
の
で
、
横
浜
は
正
し
く
開
け
た
計
り
の
処
、
ソ
コ
デ
私
は
横

浜
に
見
物
に
行
た
。（
中
略
）
横
浜
か
ら
帰
て
、
私
は
足
の
疲
れ
で
は
な
い
、
実
に
落
胆
し
て
仕
舞
た
。
是
れ
は
〳
〵
ど
う
も
仕
方
が
な
い
、

今
ま
で
数
年
の
間
、
死
物
狂
い
に
な
っ
て
和
蘭
の
書
を
読
む
こ
と
を
勉
強
し
た
、
そ
の
勉
強
し
た
も
の
が
、
今
は
何
に
も
な
ら
な
い
、
商

売
人
の
看
板
を
見
て
も
読
む
こ
と
が
出
来
な
い
、
左
り
と
は
誠
に
詰
ら
ぬ
事
を
し
た
わ
い
と
、
実
に
落
胆
し
て
仕
舞
た
。
け
れ
ど
も
決
し

て
落
胆
し
て
居
ら
れ
る
場
合
で
な
い
。
彼
処
に
行
れ
て
居
る
言
葉
、
書
い
て
あ
る
文
字
は
、
英
語
か
仏
語
に
相
違
な
い
。
所
で
今
世
界
に

英
語
の
普
通
に
行
れ
て
居
る
と
云
う
こ
と
は
予
て
知
て
居
る
。
何
で
も
あ
れ
は
英
語
に
違
い
な
い
、
今
我
国
は
条
約
を
結
ん
で
開
け
か
ゝ

っ
て
居
る
、
左
す
れ
ば
こ
の
後
は
英
語
が
必
要
に
な
る
に
違
い
な
い
、
洋
学
者
と
し
て
英
語
を
知
ら
な
け
れ
ば
迚
も
何
に
も
通
ず
る
こ
と

が
出
来
な
い
、
こ
の
後
は
英
語
を
読
む
よ
り
外
に
仕
方
が
な
い
と
、
横
浜
か
ら
帰
た
翌
日
だ
、
一
度
は
落
胆
し
た
が
同
時
に
又
新
に
志
を

発
し
て
、
夫
れ
か
ら
以
来
は
一
切
万
事
英
語
と
覚
悟
を
極
め
て
、
扨
そ
の
英
語
を
学
ぶ
と
云
う
こ
と
に
就
て
如
何
し
て
宜
か
取
付
端
が
な

い
三

。 
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一
八
五
八
（
安
政
五
）
年
に
米
・
蘭
・
露
・
英
・
仏
の
五
カ
国
と
締
結
し
た
通
商
条
約
を
契
機
に
、
わ
が
国
の
扉
は
世
界
に
向

け
て
大
き
く
開
か
れ
た
が
、安
政
五
カ
国
条
約
は
英
学
へ
の
転
換
を
促
す
こ
と
に
も
な
っ
た
。こ
れ
ら
の
条
約
を
締
結
し
た
結
果
、

外
交
交
渉
で
英
語
の
使
用
が
要
請
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
日
英
修
好
通
商
条
約
第
二
十
一
条
で
は
、
英

国
外
交
官
や
領
事
館
か
ら
日
本
側
へ
の
公
文
書
は
英
語
で
書
く
こ
と
を
定
め
て
お
り
、条
約
締
結
後
の
五
年
間
は
日
本
語
か
オ
ラ

ン
ダ
語
の
訳
書
を
添
え
る
と
し
て
い
た
四

。 

英
語
の
必
要
性
を
敏
感
に
察
知
し
た
洋
学
者
は
福
澤
ば
か
り
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
英
学
に
は
蘭
学
の
知
識
が
大

い
に
役
立
っ
た
の
も
事
実
だ
。
先
に
引
用
し
た
「
福
翁
自
伝
」
の
件
に
は
続
き
が
あ
る
。 

 

始
め
は
先
ず
英
文
を
蘭
文
に
飜
訳
す
る
こ
と
を
試
み
、
一
字
々
々
字
を
引
て
ソ
レ
を
蘭
文
に
書
直
せ
ば
、
ち
ゃ
ん
と
蘭
文
に
な
っ
て
文
章

の
意
味
を
取
る
こ
と
に
苦
労
は
な
い
。
唯
そ
の
英
文
の
語
音
を
正
し
く
す
る
の
に
苦
ん
だ
が
、
是
れ
も
次
第
に
緒
が
開
け
て
来
れ
ば
夫
れ

ほ
ど
の
難
渋
で
も
な
し
、
詰
る
処
は
最
初
私
共
が
蘭
学
を
棄
て
ゝ
英
学
に
移
ろ
う
と
す
る
と
き
に
、
真
実
に
蘭
学
を
棄
て
ゝ
仕
舞
い
、
数

年
勉
強
の
結
果
を
空
う
し
て
生
涯
二
度
の
艱
難
辛
苦
と
思
い
し
は
大
間
違
の
話
で
、
実
際
を
見
れ
ば
蘭
と
云
い
英
と
云
う
も
等
し
く
横
文

に
し
て
、
そ
の
文
法
も
略
相
同
じ
け
れ
ば
、
蘭
書
読
む
力
は
自
か
ら
英
書
に
も
適
用
し
て
決
し
て
無
益
で
な
い
五

。 

  

蘭
学
の
素
養
を
力
強
い
バ
ネ
に
し
て
、
洋
学
者
ら
の
英
学
へ
の
跳
躍
が
実
現
し
た
の
だ
。
明
治
初
期
の
文
部
省
『
百
科
全
書
』

に
か
か
わ
っ
た
翻
訳
者
ら
も
例
外
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
の
洋
学
者
が
元
来
は
蘭
学
を
志
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
こ
の
国
家
的

事
業
を
企
図
し
た
箕
作
麟
祥
も
、
蘭
学
者
で
あ
る
祖
父
の
箕
作
阮
甫
か
ら
幼
少
期
に
オ
ラ
ン
ダ
語
を
学
び
、
そ
の
後
に
英
語
と
フ

ラ
ン
ス
語
を
習
得
し
た
人
物
で
あ
る
。 

 

明
治
期
に
眩
く
開
花
し
た
翻
訳
実
践
へ
の
助
走
の
な
か
に
蘭
学
を
位
置
づ
け
て
、
加
藤
周
一
は
「
十
九
世
紀
後
半
の
日
本
が
西

洋
の
文
献
の
翻
訳
に
着
手
す
る
前
、
お
よ
そ
一
世
紀
間
に
わ
た
っ
て
、
日
本
人
の
西
洋
語
理
解
の
基
礎
を
作
り
、
訳
語
を
発
明
す

る
技
術
を
準
備
し
て
い
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
六

。
確
か
に
、
蘭
学
の
継
承
は
近
代
日
本
の
翻
訳
に
と
っ
て
重
要
な
下
地
作
り
と

な
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
だ
が
同
時
に
ま
た
、
帝
国
日
本
が
大
英
帝
国
を
範
と
す
る
近
代
化
を
擬
態
す
る
た
め
に
は
、
蘭
学
か
ら

の
離
脱
が
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
虚
構
性
、
つ
ま
り
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
離
脱
こ
そ
見
逃
せ
な
い
事
実
で
あ

る
。 

  

二
．
自
然
科
学
の
翻
訳 

 

英
国
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
に
お
け
る
文
字
ど
お
り
百
科
近
く
に
及
ぶ
知
の
領
域
が
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
か
ら
お
よ
そ
十
年

間
に
わ
た
り
日
本
語
へ
と
翻
訳
さ
れ
た
。
文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
近
代
日

本
の
英
学
が
近
世
の
蘭
学
か
ら
離
脱
し
た（
と
思
わ
れ
て
い
る
）痕
跡
を
、自
然
科
学
分
野
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
に
探
っ
て
み
た
い
。 

知
の
領
域
に
明
確
な
境
界
線
を
引
く
こ
と
に
は
戸
惑
い
も
あ
る
が
、文
部
省『
百
科
全
書
』の
九
十
一
編
に
お
け
る
半
数
近
く
、

次
に
挙
げ
る
四
十
一
編
を
ひ
と
ま
ず
自
然
科
学
的
な
分
野
と
し
て
便
宜
的
に
分
類
し
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。 

 

天
文
学
（A

S
T

R
O

N
O

M
Y

） 

気
中
現
象
学
（M

E
T

E
O

R
O

L
O

G
Y

） 

地
質
学
（G

E
O

L
O

G
Y

） 

地
文
学
（P

H
Y

S
IC

A
L

 G
E

O
L

O
G

Y

） 

植
物
生
理
学
（V

E
G

E
T
A

B
L

E
 
P

H
Y

S
IO

L
O

G
Y

） 

植
物
綱
目
（S

Y
S

T
E

M
A

T
IC

 
B

O
T
A

N
Y

） 

動
物
及
人
身
生
理
（A

N
IM

A
L

 

P
H

Y
S

IO
L

O
G

Y
 
– 

T
H

E
 
H

U
M

A
N

 
B

O
D

Y

） 

動
物
綱
目
（Z

O
O

L
O

G
Y

） 

物
理
学
（N

A
T

U
R

A
L

 
P

H
IL

O
S
O

P
H

Y

） 

重
学

（M
E

C
H

A
N

IC
S

 – M
A

C
H

IN
E

R
Y

） 

動
静
水
学
（H

Y
D

R
O

S
T
A

T
IC

S
 – H

Y
D

R
A

U
L

IC
S

 – P
N

E
U

M
A

T
IC

S

） 

光
学
及
音
学

（O
P

T
IC

S
 – A

C
O

U
S

T
IC

S

） 

電
気
及
磁
石
（E

L
E

C
T

R
IC

IT
Y

 – G
A

L
V

A
N

IS
M

 – M
A

G
N

E
T

IS
M

 – E
L

E
C

T
R

O
-M

A
G

N
E

T
IS

M

） 

時
学
及
時
刻
学
（C

H
R

O
N

O
L

O
G

Y
 – H

O
R

O
L

O
G

Y

） 

化
学
篇
（C

H
E

M
IS

T
R

Y

） 

陶
磁
工
篇
（F

IC
T

IL
E

 M
A

N
U

FA
C

T
U

R
E

S

） 
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織
工
篇
（T

E
X

T
IL

E
 M

A
N

U
FA

C
T

U
R

E
S

） 

鉱
物
篇
（M

IN
IN

G
 – M

IN
E

R
A

L
S

） 

金
類
及
錬
金
術
（M

E
T
A

L
S

 – M
E

T
A

L
L

U
R

G
Y

） 

蒸
気
篇
（T

H
E

 S
T

E
A

M
-E

N
G

IN
E

） 

土
工
術
（C

IV
IL

 E
N

G
IN

E
E

R
IN

G

） 

建
築
学
（A

R
C

H
IT

E
C

T
U

R
E

） 

温
室
通
風
点
光

（W
A

R
M

IN
G

 – V
E

N
T

IL
A

T
IO

N
 – L

IH
T

IN
G

） 

給
水
浴
澡
堀
渠
篇
（S

U
P

P
L
Y

 O
F

 W
A

T
E

R
 – B

A
T

H
S

 – D
R

A
IN

A
G

E

） 

農
学

（A
G

R
IC

U
L
T

U
R

E
 – C

U
L
T

U
R

E
 O

F
 W

A
S
T

E
 L

A
N

D
S
 – S

PA
D

E
 H

U
S

B
A

N
D

A
R

Y

） 

菜
園
篇
（T

H
E

 K
IT

C
H

E
N

 G
A

R
D

E
N

） 
花
園
（T

H
E

 F
L

O
W

E
R

 G
A

R
D

E
N

） 

果
園
篇
（T

H
E

 F
R

U
IT

 G
A

R
D

E
N

） 

養
樹
篇
（A

R
B

O
R

IC
U

L
T

U
R

E

） 

馬
（T

H
E

 H
O

R
S

E

） 

牛
及
採
乳
方
（C

A
T

T
L

E
 – D

A
IR

Y
 H

U
S

B
A

N
D

R
Y

） 

羊
篇
（T

H
E

 S
H

E
E

P
 – G

O
A

T
 – A

L
PA

C
A

） 

豚
兎
食
用
鳥
篭
鳥
篇
（P

IG
S

 

– R
A

B
B

IT
S

 – P
O

U
L
T

R
Y

 –
 C

A
G

E
-B

IR
D

S

） 

蜜
蜂
篇
（T

H
E

 H
O

N
E

Y
-B

E
E

） 

犬
及
狩
猟
（T

H
E

 D
O

G
 – F

IE
L

D
-S

P
O

R
T

S

） 

魚
猟
篇
（F

IS
H

E
IE

S

） 
養
生
篇
（P

R
E

S
E

R
V

A
T

IO
N

 O
F

 H
E

A
L
T

H

） 

医
学
篇
（M

E
D

IC
IN

E
 – S

U
R

G
E

R
Y

） 

算
術
及
代
数

（A
R

IT
H

M
E

T
IC

 – A
L

G
E

B
R

A
） 

幾
何
学
（G

E
O

M
E

T
R

Y

） 

百
工
応
用
化
学
（C

H
E

M
IS

T
R

Y
 A

P
P

L
IE

D
 T

O
 T

H
E

 A
R

T
S

） 
 

 

日
本
物
理
学
会
で
は
、
文
部
省
『
百
科
全
書
」
の
な
か
の
『
電
気
及
磁
石
七

』『
動
静
水
学
』『
気
中
気
象
学
』『
時
学
及
時
刻

学
』『
光
学
及
音
学
』『
物
理
学
』『
重
学
』
の
七
編
を
明
治
初
期
の
物
理
関
係
書
と
し
て
挙
げ
て
、
わ
が
国
の
物
理
学
史
に
お
い

て
「
数
式
は
取
り
扱
っ
て
い
な
い
が
、
当
時
と
し
て
は
最
も
詳
し
い
物
理
書
の
一
つ
で
あ
り
、
恐
ら
く
日
本
人
の
物
理
知
識
の
普

及
、
向
上
に
か
な
り
の
役
割
を
果
た
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
回
顧
し
て
い
る
八

。
こ
の
よ
う
な
物
理
関
係
書
を
含
む
四
十

一
編
に
は
、
現
代
用
語
と
し
て
は
違
和
感
を
覚
え
る
タ
イ
ト
ル
も
い
く
つ
か
混
じ
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
気
中
現
象
学
』
は

M
E

T
E

O
R

O
L

O
G

Y

の
訳
語
で
あ
る
が
、
現
在
で
は
「
気
象
学
」
と
呼
ば
れ
る
分
野
で
あ
る
九

。
ま
た
、『
地
文
学
』
はP

H
Y

S
IC

A
L

 

G
E

O
G

R
A

P
H

Y

の
訳
語
で
、
世
界
を
「
天
文
」「
人
文
」「
地
文
」
の
三
つ
分
け
る
古
代
中
国
思
想
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
ば
だ

が
、
い
ま
の
「
自
然
地
理
学
」
に
相
当
し
、
さ
ら
に
「
地
学
」
の
領
域
も
カ
バ
ー
し
て
い
る
一
〇

。
そ
れ
ぞ
れ
の
冒
頭
を
見
て
お

こ
う
。 

 

小
林
義
直
訳
・
清
水
世
信
校
『
気
中
現
象
学
』（M

E
T

E
O

R
O

L
O

G
Y

） 

気
中
現
象
学
ハ
天
気
四
時
及
ヒ
気
候
ニ
係
レ
ル
法
則
ヲ
論
ス
ル
学
ニ
シ
テ
殊
ニ
氛
囲
気
ノ
考
察
即
チ
氛
囲
気
ノ
大
サ
及
ヒ
其
地
面
上
ノ

高
サ
其
重
量
即
チ
圧
力
及
ヒ
弾
力
其
高
下
ノ
度
数
集
合
ノ
成
分
及
ヒ
方
法
其
寒
熱
ニ
由
リ
テ
受
ク
ル
変
化
及
ヒ
電
気
上
ノ
景
况
ヲ
論
説

ス
ル
者
ナ
リ 

M
E

T
E

O
R

O
L

O
G

Y
 explains the law

s w
hich regulate w

eather, seasons, and clim
ates. It involves particularly the consideration of the 

atm
osphere – its m

agnitude and height above the surface of the earth; its w
eight or pressure and elasticity, and gradations of these as 

w
e ascend; the m

aterials and m
anner of its com

position; the alterations m
ade upon it by heat and cold; and its electrical condition. 

 

関
藤
成
緒
訳
・
久
保
吉
人
校
『
地
文
学
』（P

H
Y

S
IC

A
L

 G
E

O
G

R
A

P
H

Y

） 

地
学
ノ
原
語
ヲ
ゼ
オ
グ
ラ
ヒ
ー
ト
言
フ
、
希
臘
ノ
地
球
ヲ
誌
ス
ト
言
ヘ
ル
語
ヨ
リ
来
タ
ル
ナ
リ
、
其
学
ノ
要
旨
ハ
、
我
地
球
上
ノ
事
物
形

勢
ヲ
研
究
ス
ル
ノ
学
ニ
シ
テ
其
中
自
カ
ラ
二
種
ノ
区
別
ア
リ
、
其
一
ヲ
地
文
学
ト
云
ヒ
、（
中
略
）
其
二
ヲ
邦
制
地
学
ト
云
ヒ
、…

 

G
E

O
G

R
A

P
H

Y
 – from

 gé, the earth, and grapho, I w
rite – in its sim

ple and literal signification, is that science w
hich describes the 

superficial appearance and conditions of our globe. It naturally divides itself into tw
o great branches – 1. P

hysical G
eography, …

 2. 

P
olitical G

eography, …
  

  

小
林
訳
『
気
中
現
象
学
』
と
関
藤
訳
『
地
文
学
』
の
ど
ち
ら
の
テ
ク
ス
ト
も
、
当
該
学
問
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
説
明
か
ら
始

ま
る
。『
気
中
現
象
学
』
で
は
、「
気
中
現
象
学
ハ
天
気
四
時
及
ヒ
気
候
ニ
係
レ
ル
法
則
ヲ
論
ス
ル
学
」（M

E
T

E
O

R
O

L
O

G
Y

 

ex
p
lain

s th
e law

s w
h
ich

 reg
u
late w

eath
er, seaso

n
s, an

d
 clim

ates.

）
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
地
文
学
』
で
は
、
そ
の
上
位
分

野
のG

E
O

G
R

A
P

H
Y

の
語
源
に
つ
い
て
述
べ
る
部
分
で
、
起
点
テ
ク
ス
ト
に
は
な
い
「
地
学
ノ
原
語
ヲ
ゼ
オ
グ
ラ
ヒ
ー
ト
言
フ
」

と
い
う
一
節
を
翻
訳
者
が
追
加
し
て
い
る
。
つ
ま
りG

E
O

G
R

A
O

H
Y

を
「
地
学
」
と
す
で
に
訳
出
し
て
い
る
の
で
、「
ゼ
オ
グ
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ラ
ヒ
ー
」
と
い
う
音
訳
は
余
剰
な
の
で
あ
る
が
、「G

E
O

G
R

A
O

H
Y

 =
 

地
学
」
と
い
う
等
価
を
媒
介
す
る
役
割
を
音
訳
が
担
っ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

先
に
挙
げ
た
自
然
科
学
に
関
す
る
四
十
一
編
の
な
か
の
『
重
学
』
と
は
、M

E
C

H
A

N
IC

S

を
翻
訳
し
た
も
の
だ
が
、
現
在
で

は
「
機
械
工
学
」「
メ
カ
ニ
ッ
ク
ス
」
な
ど
と
し
な
い
と
よ
く
わ
か
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
し
て
も
、
そ
の
他
の
大

半
は
私
た
ち
に
も
概
ね
理
解
で
き
る
自
然
科
学
分
野
の
学
術
名
で
あ
り
、
西
洋
近
代
の
自
然
科
学
を
明
治
初
期
に
翻
訳
し
た
テ
ク

ス
ト
群
の
小
さ
く
な
い
影
響
力
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
後
世
へ
の
影
響
と
し
て
、「
こ
れ
に
よ

り
各
学
問
分
野
の
術
語
が
か
た
ま
り
、
学
問
の
基
礎
的
知
識
が
広
ま
る
な
ど
大
き
な
成
果
を
あ
げ
た
」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第

二
版
）
と
の
評
価
が
聞
か
れ
る
所
以
で
あ
る
。 

と
り
わ
け
現
代
日
本
の
高
等
教
育
を
受
け
た
人
た
ち
の
目
を
引
く
の
が
、
現
行
の
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
（
旧
共
通
一
次
試

験
）
の
教
科
名
「
物
理
」「
化
学
」
が
す
で
に
文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
登
場
す
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
近
世
の
蘭
学
で

は
か
つ
て
「
窮
理
」「
舎
密
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
学
問
領
域
と
か
な
り
重
複
す
る
が
、
明
治
以
降
の
学
校
教
育
制
度
が
確
立

す
る
な
か
で
「
物
理
」「
化
学
」
と
な
っ
た
来
歴
を
持
つ
分
野
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
蘭
学
を
連
想
さ
せ
る
「
窮
理
」「
舎
密
」
で
は

な
く
、
新
た
に
「
物
理
」「
化
学
」
と
い
う
名
称
で
近
代
以
降
に
定
着
し
現
在
に
至
る
も
の
で
あ
る
一
一

。 

明
治
初
め
に
は
科
学
入
門
書
が
大
流
行
し
、
そ
れ
が
窮
理
熱
と
称
さ
れ
た
時
期
も
あ
っ
た
。
こ
の
窮
理
ブ
ー
ム
の
呼
び
水
と
な

っ
た
一
八
六
八
（
慶
応
四
）
年
刊
行
の
福
澤
諭
吉
『
訓
蒙
窮
理
図
解
』
を
は
じ
め
と
し
て
、「
窮
理
」
と
い
う
こ
と
ば
を
書
名
に

冠
し
た
科
学
啓
蒙
書
が
何
冊
も
出
版
さ
れ
て
い
る
一
二

。
そ
し
て
「
窮
理
」
は
戯
作
の
恰
好
の
題
材
に
な
る
ほ
ど
の
流
行
語
で
、

た
と
え
ば
仮
名
垣
魯
文
は
『
安
愚
楽
鍋
』
に
、「
小
力
を
合
し
て
大
力
と
す
る
の
窮
理
と
ぞ
ん
じ
た
て
ま
つ
り
候
」
な
ど
と
い
う

一
節
を
わ
ざ
わ
ざ
書
い
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
や
が
て
一
時
の
熱
病
の
よ
う
な
流
行
は
沈
静
化
し
、
こ
の
こ
と
ば
も
い
つ
の
間
に

か
消
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
か
わ
り
に
登
場
し
た
の
が
「
物
理
」
と
い
う
近
代
日
本
語
な
の
だ
。
も
っ
と
も
、
新
し
く
な
っ
た
と

言
っ
て
も
、「
物
」
の
「
理
」
と
い
う
意
味
で
は
古
く
か
ら
使
わ
れ
て
き
た
概
念
で
あ
り
、
も
と
を
辿
れ
ば
儒
学
用
語
な
の
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
漢
語
が
再
利
用
さ
れ
て
、
近
代
西
洋
のn

atu
ral p

h
ilo

so
p
h
y

やp
h
y
sics

の
翻
訳
語
と
な
っ
た
の
だ
。 

西
周
『
百
学
連
環
』
の
「
心
理
上
と
物
理
上
と
異
な
る
所
は
、
心
理
の
首
と
す
る
所
は
性
理
に
し
て
、
物
理
の
首
と
す
る
所
は

格
物
な
り
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
啓
蒙
家
た
ち
の
書
物
に
出
現
す
る
な
か
で
、「
物
理
」
は
次
第
に
そ
の
意
味
合
い
が
東
洋

の
儒
学
か
ら
西
洋
の
自
然
科
学
へ
と
傾
斜
し
て
い
く
。「
窮
理
」
も
「
物
理
」
も
儒
学
の
「
格
物
窮
理
」
に
由
来
す
る
漢
語
で
あ

る
点
を
考
え
れ
ば
大
差
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
蘭
学
者
の
手
垢
が
つ
い
た
「
窮
理
」
で
は
文
明
開
化
を
唱
え
る
明
治
政
府

の
近
代
学
問
と
し
て
不
似
合
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
と
は
い
え
皮
肉
な
こ
と
に
、「
窮
理
」
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
「
物
理
」
も

儒
学
用
語
の
再
来
な
の
で
あ
る
。
近
代
日
本
語
と
し
て
の
翻
訳
語
「
物
理
」
は
、
儒
学
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
で
西
洋
学
問
の
シ
ニ
フ

ィ
エ
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
の
だ
。 

近
世
蘭
学
の
「
窮
理
」
が
近
代
西
洋
の
自
然
科
学
と
し
て
の
「
物
理
」
へ
と
表
紙
を
変
え
る
少
し
前
、
幕
末
に
「
化
学
」
と
い

う
こ
と
ば
が
漢
書
か
ら
伝
わ
っ
た
一
三

。
不
便
な
こ
と
に
、「
化
学
」
を
日
本
語
で
音
声
化
す
る
と
き
、
私
た
ち
は
し
ば
し
ば
「
バ

ケ
ガ
ク
」
と
発
音
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
得
て
し
て
「
科
学
」
と
い
う
同
音
異
義
語
と
混
同
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
し
か
も
コ
ン

テ
ク
ス
ト
か
ら
も
峻
別
で
き
な
い
場
合
も
多
い
厄
介
な
用
語
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
「
化
学
」
と
い
う
名
称
は
日
本
語
と
し
て
あ

ま
り
良
い
ネ
ー
ミ
ン
グ
と
は
思
え
な
い
の
だ
が
、
近
世
蘭
学
の
伝
統
的
な
「
舎
密
」
で
は
な
く
、
新
た
な
中
国
語
由
来
の
「
化
学
」

と
い
う
漢
語
に
結
局
は
落
ち
着
い
た
こ
と
に
な
る
一
四

。
ち
な
み
に
中
国
語
の
発
音
で
は
、
化
学
（h

u
àx

u
é

）
と
科
学
（k

ēx
u
é

）

と
な
る
か
ら
音
声
識
別
に
問
題
は
生
じ
な
い
。 

 

明
治
期
日
本
の
英
学
が
、
と
く
に
自
然
科
学
の
分
野
に
お
い
て
、
蘭
学
を
継
承
し
な
が
ら
も
そ
こ
か
ら
離
脱
し
て
い
く
時
代
の

な
か
に
、
改
め
て
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
自
然
科
学
の
テ
ク
ス
ト
群
が
位
置
付
け
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。 

  

三
．「
物
理
化
学
」
へ
の
跳
躍 
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「
窮
理
」
か
ら
「
物
理
」
へ
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン 

す
で
に
紹
介
し
た
明
治
初
期
の
窮
理
熱
の
契
機
と
な
っ
た
『
訓
蒙
窮
理
図
解
』
の
序
文
に
お
い
て
福
澤
諭
吉
は
、「
先
づ
其
物

を
知
り
其
理
を
窮
め
一
事
一
物
も
捨
置
く
べ
か
ら
ず
物
の
理
に
暗
け
れ
ば
身
の
養
生
も
出
来
ず
親
の
病
気
に
介
抱
の
道
も
分
ら

ず
子
を
育
る
に
教
の
方
便
も
な
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
前
年
に
二
度
目
の
渡
米
を
し
た
福
澤
は
多
数
の
洋
書
を
購
入
し
て
お
り
、

『
訓
蒙
窮
理
図
解
』「
凡
例
」
で
は
、
次
の
自
然
科
学
書
七
冊
に
依
拠
し
た
と
記
し
て
い
る
。 

 

英
版
「
チ
ャ
ン
バ
ー
」
窮
理
書
（
一
八
六
五
年
） 

米
版
「
ク
ワ
ッ
ケ
ン
ボ
ス
」
窮
理
書
（
一
八
六
六
年
） 

英
版
「
チ
ャ
ン
バ
ー
」
博
物
書
（
一
八
六
一
年
） 

米
版
「
ス
ウ
ィ
フ
ト
」
窮
理
初
歩
（
一
八
六
七
年
） 

米
版
「
コ
ル
ネ
ル
」
地
理
書
（
一
八
六
六
年
） 

米
版
「
ミ
ッ
チ
ェ
ル
」
地
理
書
（
一
八
六
六
年
） 

英
版
「
ボ
ン
」
地
理
書
（
一
八
六
二
年
） 

 
 

 

こ
れ
ら
の
洋
書
は
順
に
、
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
兄
弟
（W

. &
 R

. C
h
am

b
ers

）
のN

a
tu

ra
l P

h
ilo

so
p
h
y

と
い
う
「
窮
理
書
」、
カ
ッ

ケ
ン
ボ
ス
（G

eo
rg

e P
ayn

 Q
u
acken

b
o
s

）
のA

 N
a
tu

ra
l P

h
ilo

so
p
hy

と
い
う
「
窮
理
書
」、
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
兄
弟
（W

. &
 R

. 

C
h
am

b
ers

）
のIn

tro
d
u
ctio

n
 to

 th
e S

cien
ces

と
い
う
「
博
物
書
」、
ス
ウ
ィ
フ
ト
（M

ary
 A

. S
w

ift

）
のF

irst L
esso

n
s o

n
 N

a
tu

ra
l 

P
h
ilo

so
p
h
y, fo

r C
h
ild

ren

と
い
う
「
窮
理
初
歩
」、
コ
ル
ネ
ル
（S

arah
 S

. C
o
rn

ell

）
のC

o
rn

ell’s H
ig

h
 Sch

o
o
l G

eo
g
ra

p
hy

と
い

う
「
地
理
書
」、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
（S

am
u
el A

u
g
u
stu

s M
itch

ell

）
のM

itch
ell's G

eo
g
ra

p
h
ica

l R
ea

d
er: A

 S
ystem

 o
f M

o
d
ern

 

G
eo

g
ra

p
h
y

と
い
う
「
地
理
書
」、
ボ
ー
ン
（H

en
ry

 G
eo

rg
e B

o
h
n

）
のA

 P
icto

ria
l H

a
n
d
b
o
o
k o

f M
o
d
ern

 G
eo

g
ra

p
h
y

と
い
う

「
地
理
書
」
の
計
七
冊
で
あ
る
。
三
冊
目
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
チ
ャ
ン
バ
ー
」
の
「
博
物
書
」
は
、
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年

に
小
幡
篤
次
郎
訳
『
博
物
新
編
補
遺
』
と
し
て
単
独
の
邦
訳
が
刊
行
さ
れ
た
際
、
そ
の
凡
例
で
は
「
此
書
ハ
英
国
ノ
士
「
チ
ャ
ン

ブ
ル
」
氏
所
著
「
イ
ン
ト
ロ
ヂ
ュ
ク
シ
ヨ
ン
、
ツ
、
ゼ
サ
イ
ア
ン
ス
」
ト
云
フ
書
ニ
シ
テ
万
学
小
引
ト
モ
イ
フ
ベ
キ
書
ナ
リ
」
と

述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
チ
ャ
ン
バ
ー
」
や
「
チ
ャ
ン
ブ
ル
」
な
ど
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
編
集

出
版
を
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
つ
ま
り
、
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
兄
弟
の
自
然
科
学
関
連
の
書
籍
は
、『
百
科
全
書
』

以
外
に
も
福
澤
や
そ
の
門
下
生
に
よ
っ
て
、
明
治
初
期
の
日
本
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
文
部
省
『
百
科
全
書
』
が
「
チ

ャ
ン
ブ
ル
の
百
科
全
書
」
と
俗
称
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
兄
弟
は
当
時
日
本
の
出
版
界
に
お
い
て
あ
る
程
度
の
認

知
度
が
あ
っ
た
と
確
認
で
き
る
。 

さ
て
話
を
戻
す
と
、
福
澤
の
『
訓
蒙
窮
理
図
解
』
は
英
米
の
書
物
に
依
拠
し
た
内
容
で
は
あ
っ
た
が
、
書
名
に
は
江
戸
末
期
の

帆
足
万
里
『
窮
理
通
』
な
ど
の
蘭
学
書
を
連
想
さ
せ
る
「
窮
理
」
が
採
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
後
の
回
想
で

は
、
福
澤
自
身
も
「
物
理
」
と
い
う
語
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。
す
な
わ
ち
、「
種
々
様
々
の
物
理
書
を

集
め
て
そ
の
中
よ
り
通
俗
教
育
の
為
め
に
必
要
な
り
と
認
る
も
の
を
抜
抄
し
、
原
字
原
文
を
余
処
に
し
て
唯
そ
の
本
意
の
み
を
取

り
、
恰
も
国
民
初
学
入
門
の
為
め
に
新
作
し
た
る
物
理
書
は
窮
理
図
解
の
三
冊
な
り
」
と
自
著
を
解
説
し
て
い
る
の
だ
一
五

。
つ

ま
り
福
澤
は
、『
訓
蒙
窮
理
図
解
』
を
「
物
理
書
」
と
し
て
自
ら
後
に
規
定
し
直
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
の
片
山
淳
吉
訳
『
物
理
階
梯
』
は
明
治
初
め
に
最
も
普
及
し
た
「
物
理
」
の
教
科
書
で
あ
り
、
日
本

全
国
に
は
六
十
種
以
上
も
の
異
版
が
存
在
す
る
と
い
う
一
六

。『
物
理
階
梯
』
の
起
点
テ
ク
ス
ト
と
な
っ
た
の
は
、
パ
ー
カ
ー
（R

. G
. 

P
ark

er

）
のF

irst L
esso

n
 in

 N
a
tu

ra
l P

h
i1

o
so

p
h
y

で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
翻
訳
者
の
片
山
は
、
先
に
挙
げ
た
カ
ッ
ケ
ン
ボ
ス

のA
 N

a
tu

ra
l P

h
ilo

so
p
h
y

も
参
照
し
、
特
に
物
性
論
に
重
き
を
お
い
て
『
物
理
階
梯
』
を
編
訳
し
て
い
る
。
こ
の
書
は
初
版
以

降
、
改
正
増
補
版
や
（
補
説
付
き
）
標
註
版
な
ど
も
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
広
く
読
ま
れ
た
状
況
が
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
な
教
科
書
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も
自
然
科
学
と
し
て
の
「
物
理
」
と
い
う
語
の
定
着
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
は
ず
で
あ
る
。 

一
八
七
七
（
明
治
十
）
年
に
は
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
『
物
理
学
』
が
刊
行
さ
れ
、
そ
の
二
年
後
に
は
、
川
本
清
一
訳
『
士

都
華
氏
物
理
学
』、
飯
盛
挺
造
訳
『
物
理
学
』
な
ど
「
物
理
」
と
い
う
こ
と
ば
を
書
名
に
入
れ
た
翻
訳
書
の
出
版
が
続
い
て
い
る
一
七

。

近
代
日
本
に
お
け
る
学
問
の
主
流
が
蘭
学
か
ら
英
学
へ
と
不
可
逆
的
に
転
換
す
る
な
か
で
、
明
治
十
年
代
に
は
「
窮
理
」
が
ほ
ぼ

淘
汰
さ
れ
、「
物
理
」
が
定
着
し
た
と
思
わ
れ
る
状
況
が
書
名
か
ら
推
測
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
は
、
儒
学
の
「
物
理
」
と
シ
ニ
フ
ィ

ア
ン
を
共
有
す
る
が
、「n

atu
ral philo

so
p
hy

 =
 

物
理
」
あ
る
い
は
「ph

y
sics =

 

物
理
」
と
い
う
等
価
に
よ
っ
て
成
立
し
た
新
た

な
翻
訳
語
と
し
て
の
シ
ニ
フ
ィ
エ
を
ず
ら
し
た
漢
語
で
あ
っ
た
。 

 

「
舎
密
」
か
ら
「
化
学
」
へ
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン 

明
治
政
府
が
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
に
頒
布
し
た
学
制
に
お
い
て
、「
化
学
」
が
教
科
名
と
し
て
公
的
に
使
用
さ
れ
て
以
降
、

「
化
学
」
は
近
代
学
問
制
度
の
な
か
で
地
位
を
確
立
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
と
は
い
え
、
こ
の
分
野
の
専
門
用
語
の
多
く
は

す
で
に
蘭
学
者
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
杉
本
つ
と
む
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
日
本
の
近
代
化
と
学
術

用
語
」
と
い
う
点
で
、
明
治
期
日
本
の
近
代
化
は
江
戸
期
の
蘭
学
者
に
よ
る
翻
訳
な
し
に
は
語
れ
な
い
の
で
あ
る
一
八

。 

西
洋
列
強
か
ら
の
脅
威
を
察
知
し
た
江
戸
幕
府
が
、
国
防
の
た
め
に
先
進
の
軍
事
科
学
を
学
び
、
列
強
と
比
肩
し
う
る
国
力
を

目
指
す
な
か
で
、「
化
学
」
的
知
識
を
必
要
と
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
い
わ
ゆ
る
近
代
「
化
学
」
の
父
と
さ
れ
る
の
は

十
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
で
「
質
量
保
存
の
法
則
」
を
発
見
し
た
ラ
ヴ
ォ
ア
ジ
エ
（A

n
to

in
e-L

au
ren

t d
e L

av
o
isier

）
で
あ
る
が
、

彼
が
命
名
し
た
専
門
用
語
を
わ
が
国
へ
と
紹
介
し
た
の
は
蘭
学
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
分
野
は
「
舎
密
」
と
し

て
す
で
に
蘭
学
に
お
い
て
体
系
化
さ
れ
て
い
た
磐
石
な
内
実
が
あ
る
。 

「
舎
密
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
江
戸
後
期
の
津
山
藩
医
を
務
め
た
蘭
学
者
の
宇
田
川
榕
菴
に
遡
る
。
宇
田
川
榕
菴
訳
『
舎
密
開

宗
』（
一
八
三
七―

四
七
年
）
は
わ
が
国
初
の
近
代
的
「
化
学
書
」
と
目
さ
れ
る
も
の
で
、
気
体
に
関
す
る
「
ヘ
ン
リ
ー
の
法
則
」

で
有
名
な
英
国
人
化
学
者
ヘ
ン
リ
ー
（W

illiam
 H

en
ry

）
のE

p
ito

m
e o

f C
h
em

istry

の
ド
イ
ツ
語
訳
（J. B

. T
ro

m
m

sd
o
rf

訳
）

を
オ
ラ
ン
ダ
語
（A

. Y
p
ey

訳
）
に
し
たC

h
em

ie vo
o
r B

eg
in

n
en

d
e L

iefh
eb

b
ers

か
ら
の
三
重
訳
で
あ
っ
た
一
九

。
こ
の
翻
訳
書
に

お
い
て
榕
菴
は
、
オ
ラ
ン
ダ
語chem

ie

を
音
訳
し
て
「
舎
密
（
セ
イ
ミ
）」
と
し
た
の
で
あ
る
。 

榕
菴
の
次
世
代
に
属
す
る
蘭
学
者
川
本
幸
民
（
ち
な
み
に
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
『
人
心
論
』
を
翻
訳
し
、『
百
工
応
用
化

学
篇
』
を
校
正
し
た
川
本
清
一
は
そ
の
次
男
）
が
訳
し
た
一
八
六
〇
（
万
延
元
）
年
の
『
化
学
新
書
』
は
、
ド
イ
ツ
人
科
学
者
ス

テ
ッ
ク
ハ
ル
ト
（Ju

liu
s A

d
o
lp

h
 S

tö
ck

h
ard

t

）
のD

ie S
chu

le d
er C

h
em

ie

（
化
学
の
学
校
）
を
ギ
ュ
ン
ニ
ン
グ
（Jan

 W
illem

 

G
u
n
n
in

g

）
が
オ
ラ
ン
ダ
語
に
訳
し
たD

e S
ch

eiku
n
d
e van

 h
et o

n
b
ew

erktu
ig

d
e en

 b
ew

erktu
ig

d
e rijk

（
無
機
と
有
機
の
化
学
）

か
ら
の
重
訳
で
あ
る
（
一
八
七
四
年
に
『
化
学
読
本
』
と
改
題
）。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
翻
訳
書
で
川
本
幸
民
が
「
化
学
」
の

語
を
採
用
し
、「
舎
密
」
は
全
く
用
い
て
い
な
い
こ
と
だ
。
こ
の
よ
う
に
幸
民
が
「
化
学
」
を
主
に
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
一
八

六
〇
（
万
延
元
）
年
以
降
の
時
期
は
、「
化
学
」
と
い
う
用
語
が
普
及
し
た
頃
と
重
な
る
。
た
と
え
ば
、
同
年
に
蕃
書
調
所
に
設

置
さ
れ
た
「
精
煉
方
」
は
、
一
八
六
四
（
元
治
元
）
年
に
は
開
成
所
「
化
学
方
（
局
）」
と
改
称
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
一

八
六
七
（
慶
応
三
）
年
の
竹
原
宮
三
郎
訳
『
化
学
入
門
』、
桂
川
甫
策
『
化
学
通
覧
』『
化
学
問
答
』
な
ど
「
化
学
」
が
使
用
さ
れ

る
一
方
で
、
官
営
の
研
究
教
育
機
関
と
し
て
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
の
大
阪
舎
密
局
や
翌
年
の
京
都
舎
密
局
の
設
立
な
ど
、「
舎

密
」
も
依
然
と
し
て
公
的
な
場
で
根
強
く
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
事
実
だ
。
大
阪
舎
密
局
で
は
オ
ラ
ン
ダ
人
教
師

ハ
ラ
タ
マ
（K

o
en

raad
 W

o
lter G

ratam
a

）
が
教
頭
に
就
任
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
蘭
学
の
影
響
が
機
関
名
に
残
響
し
て
い
た

の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

明
治
政
府
が
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
の
学
制
に
お
い
て
教
科
名
と
し
て
「
化
学
」
を
採
用
し
、
石
黒
忠
悳
訳
『
化
学
訓
蒙
』

（
一
八
七
〇
年
）
や
市
川
盛
三
郎
訳
『
小
学
化
学
書
』（
一
八
七
四
年
） 

な
ど
が
教
科
書
と
し
て
使
用
さ
れ
る
な
か
で
、「
化
学
」

と
い
う
こ
と
ば
は
公
的
な
近
代
学
校
教
育
制
度
の
な
か
で
着
実
に
地
歩
を
固
め
て
い
っ
た
二
〇

。
そ
し
て
一
八
七
四
（
明
治
七
）

年
に
東
京
開
成
学
校
に
「
化
学
科
」
が
設
置
さ
れ
、
一
八
七
七
（
明
治
十
）
年
に
は
東
京
大
学
理
学
部
に
「
化
学
科
」
が
創
設
さ
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れ
た
こ
と
も
重
要
だ
。
そ
の
翌
年
に
発
足
し
た
「
化
学
会
」
と
い
う
学
術
団
体
は
、
一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
に
「
東
京
化
学

会
」
と
改
称
、
近
代
日
本
に
お
け
る
「
化
学
」
と
い
う
学
問
の
世
界
を
牽
引
す
る
組
織
と
な
る
の
で
あ
る
二
一

。 

  

四
．
定
義
す
る
テ
ク
ス
ト 

 

明
治
初
期
の
啓
蒙
主
義
は
、
近
世
か
ら
の
蘭
学
の
伝
統
を
継
承
し
な
が
ら
も
そ
れ
を
一
旦
切
断
し
、「
物
理
化
学
」
を
は
じ
め

と
す
る
新
た
な
近
代
学
問
体
系
を
欲
望
し
た
。 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
自
然
科
学
に
関
す
る
テ
ク
ス
ト
群
に
は
、
西
洋
近
代
が
到
達
し
た
自
然
科
学
、
と
り
わ
け
英
国
ヴ
ィ

ク
ト
リ
ア
朝
の
知
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。各
編
の
冒
頭
近
く
に
は
各
学
問
分
野
そ
の
も
の
を
定
義
す
る
内
容
が
配
置
さ
れ
て
い
る

の
が
、こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
に
共
通
す
る
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。顕
著
な
の
は
原
語
を
音
訳
し
た
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
を
媒
介
し
て
、

原
語
と
翻
訳
語
の
間
に
等
価
関
係
の
虚
構
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
だ
。
い
く
つ
か
具
体
例
を
見
て
お
こ
う
。 

 

「
ア
ス
ト
ロ
ノ
ミ
イ
」 

一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
に
分
冊
本
が
刊
行
さ
れ
た
西
村
茂
樹
訳
『
天
文
学
』
は
、
起
点
テ
ク
ス
ト
第
五
版
のA

S
T

R
O

N
O

M
Y

を
底
本
と
し
た
翻
訳
書
で
あ
る
。
こ
の
翻
訳
を
担
当
し
た
西
村
茂
樹
は
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
に
文
部
省
編
書
課
長
、
一
八

八
〇
（
明
治
十
三
）
年
に
文
部
省
編
輯
局
長
と
な
り
、
一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
ま
で
文
部
省
の
編
纂
事
業
に
か
か
わ
っ
て
い

る
。
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
翻
訳
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
特
に
省
内
の
校
正
者
を
統
括
す
る
立
場
に
あ
り
、
箕
作
麟
祥
と
並
ぶ
最

重
要
人
物
で
あ
る
。
ま
た
明
六
社
の
結
成
に
先
立
ち
、
森
有
礼
か
ら
の
提
案
を
受
け
て
積
極
的
に
尽
力
し
た
逸
話
も
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。 

『
天
文
学
』
と
い
う
書
名
は
刊
行
以
前
に
は
「
星
学
」
と
予
告
さ
れ
て
い
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、
実
際
の
刊
行
時
に
は
初
め
か

ら
「
天
文
学
」
と
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
変
更
の
理
由
は
不
明
だ
が
、「
天
文
」
と
い
う
語
は
、
古
く
は
『
日
本

書
紀
』
に
も
登
場
す
る
漢
語
で
あ
り
、
江
戸
幕
府
の
職
名
と
し
て
も
「
天
文
方
」（
若
年
寄
に
属
し
、
天
文
・
暦
術
・
測
量
・
地

誌
・
蘭
書
の
翻
訳
な
ど
を
担
当
）
が
あ
っ
た
。
江
戸
期
に
は
通
詞
の
本
木
良
永
が
『
和
蘭
地
球
図
説
』
や
『
天
地
二
球
用
法
』
で

地
動
説
を
日
本
に
紹
介
し
、
志
筑
忠
雄
が
『
暦
象
新
書
』
で
ケ
プ
ラ
ー
の
法
則
や
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
に
言
及
し
て
い
る
。
司
馬
江

漢
も
『
和
蘭
天
説
』
で
地
動
説
な
ど
を
紹
介
し
、
星
図
『
和
蘭
天
球
図
』
を
作
成
し
た
。
ま
た
、
江
戸
幕
府
は
西
洋
天
文
学
に
基

づ
い
た
寛
政
暦
を
完
成
さ
せ
、
そ
の
後
天
保
暦
に
改
暦
し
て
い
る
二
二

。 

つ
ま
り
、
わ
が
国
の
「
天
文
」
学
は
蘭
学
に
お
い
て
、
す
で
に
十
全
に
発
達
し
て
い
た
学
問
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
離
脱
し

よ
う
と
し
た
「
星
学
」
と
い
う
新
語
も
成
立
し
か
け
た
―
―
事
実
、
帝
国
大
学
理
科
大
学
で
は
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
ま
で
講

座
名
と
し
て
「
星
学
」
を
用
い
て
い
る
二
三

―
―
が
、
結
局
は
定
着
で
き
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
「
天
文
学
」
が
新
し
く
定
義
し
直

さ
れ
て
定
着
し
た
の
で
あ
る
。
西
村
訳
『
天
文
学
』
とA

S
T

R
O

N
O

M
Y

の
冒
頭
を
読
ん
で
み
よ
う
。 

 

○

天
文
学
ハ
原
語
ヲ
「
ア
ス
ト
ロ
ノ
ミ
イ
」
ト
謂
フ
総
テ
天
上
ニ
現
ハ
ル
ヽ
所
ノ
諸
象
ヲ
教
フ
ル
ノ
学
ナ
リ
吾
儕
カ
居
住
セ
ル
地
球
ノ
如

キ
モ
亦
天
上
諸
象
ノ
其
一
ナ
リ
蓋
シ
吾
儕
地
球
ニ
住
ス
ル
ノ
人
若
シ
遠
ク
地
球
ヲ
離
レ
テ
之
ヲ
望
ム
ト
キ
ハ
其
全
体
ヲ
見
ル
コ
ト
ヲ
得

ベ
ク
シ
テ
其
形
タ
ル
必
天
上
ノ
諸
象
ト
豪
モ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
シ  

○

天
文
学
ハ
其
全
局
自
ラ
分
レ
テ
二
綱
領
ト
為
ル
第
一
綱
ハ
天
上
諸
象
ノ
誌
ニ
シ
テ
諸
象
ヲ
合
セ
テ
天
ノ
全
体
ト
為
シ
テ
之
ヲ
論
シ
或
ハ

諸
象
ノ
距
離
形
状
大
小
ヲ
説
キ
或
ハ
其
運
行
ノ
状
ヲ
記
シ
或
ハ
位
置
配
合
ノ
法
ヲ
録
ス
ル
等
ノ
如
キ
是
ナ
リ
第
二
綱
ハ
推
理
ノ
天
文
ニ

シ
テ
天
上
諸
象
ノ
運
行
ヲ
為
ス
所
以
ノ
力
其
運
行
ニ
就
テ
考
フ
ル
所
ノ
自
然
ノ
法
則
等
ノ
如
キ
是
ナ
リ
又
自
然
ノ
法
則
ニ
據
リ
テ
運
行

ヲ
算
ス
ル
ノ
方
法
観
察
ヲ
為
ス
ニ
要
須
ナ
ル
器
械
ノ
用
法
等
ノ
如
キ
ハ
之
ヲ
実
学
ノ
天
文
ト
名
ケ
此
書
ニ
於
テ
ハ
之
ヲ
論
学
セ
ズ  

A
S

T
R

O
N

O
M

Y
 teaches w

hatever is know
n of the heavenly bodies. T

he earth itself it regards only as one of them
 – view

ing it as an 
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entire body, such as it w
ould appear w

ere w
e to behold it from

 a sufficient distance. 

T
he subject falls naturally under tw

o general heads: 1st, A
 description of the heavenly bodies – the aspect of the heavens as a 

w
hole; the distance, shapes, and m

agnitudes of the several bodies; the figures they describe in their m
otions; the w

ay in w
hich they 

are grouped into system
s, &

c. 2d, P
hysical A

stronom
y, or the nature of the pow

ers or forces that carry on the heavenly m
otions, and 

the law
s that they observe. T

he processes of calculating the m
otions from

 a know
ledge of the law

s, w
ith a view

 to turn them
 to the 

use of m
an, and the m

anagem
ent of m

athem
atical instructions for taking the necessary observations, form

 the art of the practical 

astronom
er; into w

hich w
e cannot enter.  

 「
天
文
学
ハ
原
語
ヲ
「
ア
ス
ト
ロ
ノ
ミ
イ
」
ト
謂
フ
」
の
部
分
に
は
対
応
す
る
英
語 

は
な
く
、
一
種
の
訳
注
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
が
、
こ
う
し
て
定
義
す
る
翻
訳
の
言
語
行
為
が
「
ア
ス
ト
ロ
ノ
ミ
イ
」
と
い
う
音
訳
を
介
し
て
「A

S
T

R
O

N
O

M
Y

 =
 

天

文
学
」
と
い
う
等
価
を
宣
言
し
遂
行
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。「
ア
ス
ト
ロ
ノ
ミ
イ
」
の
カ
タ
カ
ナ
表
記
に
加
え
て
、
そ
れ
を
囲

む
カ
ギ
括
弧
も
当
時
の
文
脈
で
は
斬
新
な
用
法
で
あ
り
、
読
者
は
こ
の
語
に
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
鍵
概

念
を
音
訳
す
る
方
略
は
、
言
語
行
為
の
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
な
性
質
を
鑑
み
れ
ば
、
英
語
の
音
声
を
擬
態
し
た
カ
タ
カ
ナ
語
で
漢

語
を
定
義
す
る
こ
と
に
よ
る
既
成
事
実
化
だ
。
中
国
古
来
か
ら
の
「
天
文
・
地
文
・
人
文
」
や
蘭
学
の
「
天
文
」
か
ら
離
脱
し
、

「
ア
ス
ト
ロ
ノ
ミ
イ
」
と
し
て
の
「
天
文
学
」
が
翻
訳
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
再
生
し
た
の
で
あ
る
。 

時
代
を
や
や
下
り
一
九
〇
八
（
明
治
四
十
一
）
年
、
夏
目
漱
石
『
夢
十
夜
』
の
「
第
七
夜
」
に
は
次
の
件
が
あ
る
。 

 

あ
る
晩
甲
板
の
上
に
出
て
、
一
人
で
星
を
眺
め
て
ゐ
た
ら
、
一
人
の
異
人
が
来
て
、
天
文
学
を
知
っ
て
い
る
か
と
尋
ね
た
。
自
分
は
詰
ら

な
い
か
ら
死
の
う
と
さ
え
思
っ
て
い
る
。
天
文
学
な
ど
を
知
る
必
要
が
な
い
。
黙
っ
て
い
た
。
す
る
と
そ
の
異
人
が
金
牛
宮
の
頂
に
あ
る

七
星
の
話
を
し
て
聞
か
せ
た
。
そ
う
し
て
星
も
海
も
み
ん
な
神
の
作
っ
た
も
の
だ
と
い
っ
た
。
最
後
に
自
分
に
神
を
信
仰
す
る
か
と
尋
ね

た
。
自
分
は
空
を
見
て
黙
っ
て
い
た
。 

 

漱
石
は
「
天
文
学
」
を
「
異
人
」
が
語
る
神
話
と
し
た
。
辞
書
の
訳
語
と
し
て
は
、
ヘ
ボ
ン
『
和
英
語
林
集
成
』
の
「
英
和
の

部
」
に

A
S

T
R

O
N

O
M

Y
 

は
初
版
か
ら
立
項
さ
れ
て
い
る
。
一
八
六
七
（
慶
応
三
）
年
の
初
版
で
は
「T

em
m

o
n

」（
天
文
）
と

し
て
ま
ず
登
場
し
、
五
年
後
の
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
の
再
版
で
「T

em
m

o
n
, sei-g

aku

」（
天
文
、
星
学
）
と
「
星
学
」
が
加

わ
り
、
さ
ら
に
一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
の
第
三
版
で
は
「T

em
m

o
n
g
aku

, seig
ak

u

」（
天
文
学
、
星
学
）
と
「
天
文
学
」
へ

と
至
る
の
で
あ
る
。 

 

「
ナ
チ
ュ
ラ
ル
フ
イ
ロ
ソ
フ
イ
ー
」
と
「
メ
カ
ニ
ツ
ク
ス
」 

 

西
村
茂
樹
訳
『
天
文
学
』
に
お
い
て
「
ア
ス
ト
ロ
ノ
ミ
イ
」
と
い
う
音
訳
を
媒
介
に
し
て
、「astro

n
om

y
 =

 

天
文
学
」
と
い
う

翻
訳
の
等
価
が
遂
行
さ
れ
た
よ
う
に
、
小
島
銑
三
郎
訳
・
平
田
宗
敬
校
『
物
理
学
』
で
は
、
左
ル
ビ
の
「
ナ
チ
ユ
ラ
ル
ヒ
イ
ロ
ソ

フ
イ
ー
」
に
よ
っ
て
、「n

atu
ral ph

ilo
so

p
h
y
 =

 

物
理
学
」
が
定
義
さ
れ
て
い
る
。文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
『
物
理
学
』はN

A
T

U
R

A
L

 

P
H

IL
O

S
O

P
H

Y
 –

 M
A

T
T

E
R

 A
N

D
 M

O
T

IO
N

の
翻
訳
で
あ
り
、
一
八
七
七
（
明
治
十
）
年
に
分
冊
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。

翻
訳
を
担
当
し
た
小
島
銑
三
郎
に
つ
い
て
は
、
そ
の
生
没
年
も
不
明
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
翻
訳
者
の
無
名
性
と
も
相
俟
っ
て
本

書
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
冒
頭
近
く
に
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
導
入
部
が
あ
る
。
自
然
科
学
分
野

に
お
け
る
「
物
理
学
」
と
「
化
学
」
の
分
化
を
説
明
す
る
重
要
な
箇
所
な
の
で
、
少
し
長
め
に
引
用
す
る
。 

 

顕
象
中
或
ハ
其
資
質
ヲ
変
化
ス
ル
為
メ
ニ
起
ル
モ
ノ
ア
リ
即
チ
硫
黄
ノ
若
干
度
ノ
熱
ニ
逢
フ
テ
燃
ユ
ル
ガ
如
シ
是
レ
大
気
中
ニ
含
メ
ル

所
ノ
酸
素
ト
熱
ト
相
合
シ
窒
息
ノ
気
ト
為
リ
テ
其
資
質
ヲ
変
化
ス
ル
ユ
ヘ
ナ
リ
此
類
ノ
事
ハ
別
ニ
化
学
ニ
属
ス
又
動
植
物
ノ
如
キ
有
機

体
モ
一
種
ノ
顕
象
ヲ
具
有
ス
ト
雖
モ
其
結
局
ハ
命
ノ
一
字
ノ
ミ
ニ
シ
テ
生
命
ノ
論
説
ハ
之
ヲ
生
理
学
ニ
属
ス 
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然
レ
ト
モ
尚
ホ
茲
ニ
広
ク
諸
物
ニ
関
ス
ル
一
種
ノ
顕
象
ア
リ
此
象
ハ
物
類
の
資
質
ニ
係
ラ
ス
又
有
機
無
機
体
ヲ
論
セ
ス
総
ヘ
テ
物
体
ニ

現
存
ス
喩
ヘ
ハ
一
塊
ノ
石
一
片
ノ
硫
黄
一
株
ノ
植
物
一
頭
ノ
動
物
モ
撑
持
ス
ル
コ
ト
無
レ
ハ
皆
地
上
ニ
顛
墜
ス
又
之
ヲ
細
分
ス
レ
バ
悉

ク
粉
末
ト
為
ス
可
ク
或
ハ
又
之
ヲ
光
線
ニ
映
照
ス
レ
ハ
多
少
其
光
線
ヲ
反
射
ス
ル
等
ノ
如
シ
此
ノ
如
キ
資
質
変
化
に
関
渉
セ
サ
ル
所
ノ

衆
理
ヲ
推
究
ス
ル
ハ
是
レ
物
理
学
〔
左
ル
ビ
＝
ナ
チ
ユ
ラ
ル
フ
イ
ロ
ソ
フ
イ
ー
〕
ノ
本
分
ナ
リ
方
今
ハ
ナ
チ
ュ
ラ
ル
、
フ
イ
ロ
ソ
フ
イ
ー

ニ
代
フ
ル
ニ
フ
イ
ジ
ッ
ク
ノ
名
ヲ
以
テ
ス
其
意
義
ノ
尤
能
ク
妥
当
セ
ル
ニ
由
テ
ナ
リ
偖
其
形
体
上
ニ
広
狭
大
小
ノ
異
ナ
ル
無
キ
コ
ト
能

ハ
ズ
然
レ
ト
モ
此
小
冊
子
ニ
論
ス
ル
所
ハ
唯
其
広
大
ナ
ル
者
ノ
ミ
ヲ
挙
テ
次
序
ヲ
遂
テ
後
章
ニ
載
ス 

S
om

e phenom
ena depend upon the peculiar kind of substance of w

hich the body m
anifesting them

 is com
posed, and consist in 

changes of its constitution; as w
hen sulphur, at a certain tem

perature, takes fire – that is, unities w
ith the oxygen of the atm

osphere, 

and form
s a suffocating gas, changing perm

anently its constitution and properties. T
he facts of this class form

 the separate science of 

C
hem

istry. O
rganised bodies – that is, plants and anim

als – also m
anifest a peculiar set of appearances w

hich are sum
m

ed up in the 

w
ord life. T

he consideration of vital phenom
ena belongs to the departm

ent of science called P
hysiology, som

etim
es B

iology. 

  B
ut there is a large and im

portant class of phenom
ena of a m

uch less special kind, and w
hich belong to m

atter in general, and to all 

bodies com
posed of it, w

hatever be their peculiar constitution, and w
hether organic or inorganic. T

hus, a stone, a piece of sulphur, a 

plant, an anim
al, all fall to the earth if unsupported, are all capable of being divided into sm

all parts, all reflect m
ore or less light, &

c. 

It is the investigation of universal law
s of this kind, w

here no change of constitution is concerned, that constitutes N
atural P

hilosophy, 

in its narrow
er sense; for w

hich the term
 P

hysics is now
 m

ore generally used, as being m
ore precise. O

f those physical phenom
ena, 

again, som
e have a higher generality than others, and it is these m

ost general law
s of the m

aterial w
orld that naturally fall to be 

discussed in this introductory treatise. T
hey m

ay be arranged under the heads of G
eneral P

roperties of M
atter, M

otion and F
orces, 

and H
eat. 

 

こ
こ
で
は
具
体
的
な
「
顕
象
」（p

hen
o
m

en
a

）
を
例
と
し
て
挙
げ
て
、
ど
の
学
問
分
野
に
属
す
る
の
か
を
述
べ
て
い
る
。「
物

理
学
」
を
定
義
す
る
に
際
し
て
、「ch

em
istry

 =
 

化
学
」
や
「p

h
y
sio

lo
g
y
 =

 

生
理
学
」
と
は
区
別
し
た
う
え
で
、
狭
義
の
「
ナ

チ
ユ
ラ
ル
フ
イ
ロ
ソ
フ
イ
ー
」
と
い
う
用
語
を
「
物
理
学
」
の
左
ル
ビ
で
ま
ず
導
入
し
、
よ
り
厳
密
に
用
い
る
と
き
に
は
「
フ
イ

ジ
ッ
ク
」（P

hy
sics

）
と
い
う
語
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
と
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
導
入
部
に
続
く
テ
ク
ス
ト
は
「
物
性
」

（G
en

eral P
ro

p
erties o

f M
atter

）、「
動
」（M

o
tio

n
 an

d
 F

o
rces

）、「
温
」（H

eat

）
の
三
部
構
成
で
、
分
子
運
動
、
ニ
ュ
ー
ト
ン

力
学
、
熱
力
学
な
ど
の
基
本
概
念
を
簡
略
な
図
を
用
い
て
解
説
し
て
お
り
、
物
理
の
基
礎
が
学
べ
る
啓
蒙
的
な
内
容
だ
。 

 

小
島
訳
『
物
理
学
』
と
関
連
し
た
分
野
と
し
て
は
後
藤
達
三
訳
・
久
保
吉
人
校
『
重
学
』（M

E
C

H
A

N
IC

S
 –

 M
A

C
H

IN
E

R
Y

）

が
あ
り
、
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
に
分
冊
本
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
冒
頭
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。 

 

天
造
人
作
ノ
諸
物
ニ
運
動
ト
用
力
ノ
法
ヲ
充
用
ス
ル
ハ
、
通
例
メ
カ
ニ
ツ
ク
ス
、
重学

或
ハ
メ
カ
ニ
カ
ー
ル
、
パ
ア
ヲ
ル
ス
、
器
械

力

或
ハ
エ
レ

メ
ン
ツ
、
オ
フ
、
マ
シ
ネ
リ
イ
器
械
ノ

本

源

等
ノ
部
ニ
論
ス
ル
物
理
学
ノ
一
部
ヲ
ナ
ス 

T
H

E
 application of the law

s of m
otion and forces to objects in nature, or contrivances in the arts, constitutes the branch of N

atural 

P
hilosophy usually treated under the head M

E
C

H
A

N
IC

S
, M

E
C

H
A

N
IC

A
L

 P
O

W
E

R
S

, or E
L

E
M

E
N

T
S

 O
F

 M
A

C
H

IN
E

R
Y

.  

  

「
メ
カ
ニ
ツ
ク
ス
」
の
後
に
割
注
で
「
重
学
」、「
メ
カ
ニ
カ
ー
ル
、
パ
ア
ヲ
ル
ス
」
の
後
に
割
注
で
「
器
械
力
」、「
エ
レ
メ
ン

ツ
、
オ
フ
、
マ
シ
ネ
リ
イ
」
の
後
に
割
注
で
「
器
械
ノ
本
源
」
と
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
音
訳
が
先
行
し
、
漢
語
と

カ
タ
カ
ナ
表
記
の
主
従
関
係
が
通
常
と
は
逆
転
し
て
い
る
。自
然
科
学
分
野
で
の
カ
タ
カ
ナ
語
優
勢
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
点
は
興

味
深
い
。「N

atu
ral P

h
ilo

so
p
h
y =

 

物
理
学
」
の
「
一
部
」（b

ran
ch

）
と
し
て
「
メ
カ
ニ
ク
ス
重学

」（M
E

C
H

A
N

IC
S

）
そ
の
他
を

紹
介
し
て
い
る
が
、「
重
学
」
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。 
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『
重
学
』
と
『
重
学
浅
説
』
の
関
係 

 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
『
重
学
』
と
漢
書
『
重
学
浅
説
』
は
ど
ち
ら
も
「
物
理
」
に
関
す
る
内
容
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
の

関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
こ
う
二
四

。 
ま
ず
『
重
学
浅
説
』
は
、
二
種
類
の
和
刻
本
（
官
版
・
民
間
版
）
が
明
治
初
期
に
広
く
流
通
し
て
、
初
学
者
に
読
ま
れ
た
も
の

で
あ
り
、
東
京
大
学
総
合
図
書
館
の
森
鷗
外
旧
蔵
書
に
も
『
重
学
浅
説
』
の
和
刻
本
（
奥
付
に
江
戸
・
京
都
・
大
阪
の
書
肆
を
列

記
し
た
民
間
版
）
が
入
っ
て
い
る
。
独
語
で
の
書
き
込
み
も
あ
り
、
鷗
外
が
少
年
時
に
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
よ
う
だ
。
驚
く
べ

き
こ
と
に
、
こ
の
『
重
学
浅
学
』
の
起
点
テ
ク
ス
ト
は
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
『
重
学
』
と
同
じC

h
a
m

b
ers's In

fo
rm

a
tio

n
 

fo
r th

e P
eo

p
le

（
た
だ
し
異
版
）
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
英
国
の
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
社
が
編
集
出
版
し
た
百
科
事
典
の
異
版
を
中

国
と
日
本
で
別
々
に
翻
訳
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
翻
訳
時
期
に
は
二
十
年
ほ
ど
の
隔
た
り
が
あ
る
も
の
の
、
不
思
議
な
巡
り
合

わ
せ
で
両
書
は
逢
着
す
る
。 

先
述
し
た
よ
う
に
『
重
学
』
は
、M

E
C

H
A

N
IC

S
 –

 M
A

C
H

IN
E

R
Y

を
日
本
語
に
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
り
、
後
藤
達
三
訳
・

久
保
吉
人
校
で
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
に
出
版
さ
れ
た
。
他
方
、『
重
学
浅
説
』
は
入
華
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
師
の
ワ
イ

リ
（A

lex
and

er W
y
lie 

漢
字
表
記
は
「
偉
烈
亞
力
」）
が
中
国
語
に
翻
訳
し
、
一
八
五
八
年
に
ロ
ン
ド
ン
伝
道
会
の
上
海
に
あ
る

出
版
機
関
（
墨
海
書
館
）
よ
り
刊
行
し
た
力
学
入
門
書
で
あ
る
。
も
と
は
ワ
イ
リ
の
編
集
す
る
月
刊
誌
『
六
合
談
叢
』
の
一
部
で

あ
っ
た
が
、
の
ち
に
は
単
行
出
版
も
さ
れ
た
よ
う
だ
。
書
誌
を
調
べ
た
八
耳
俊
文
に
よ
る
と
、『
重
学
浅
説
』
が
底
本
と
し
た
の

はC
h
a
m

b
ers's In

fo
rm

a
tio

n fo
r the P

eo
p
le

の
第
三
版
（
一
八
四
八
―
四
九
年
）
に
お
け
るM

E
C

H
A

N
IC

S
 –

 M
A

C
H

IN
E

R
Y

で
あ
る
と
い
う
二
五

。 

 

何
よ
り
も
「
化
学
」
史
の
観
点
か
ら
、『
重
学
』
と
『
重
学
浅
説
』
の
二
冊
は
重
要
と
な
る
。『
重
学
浅
説
』
は
「
化
学
」
と
い

う
こ
と
ば
の
日
本
へ
の
紹
介
に
も
関
係
す
る
の
で
あ
る
二
六

。『
重
学
浅
説
』
で
は
「
化
学
」
の
内
容
が
「
物
理
」
と
の
対
比
で
説

明
さ
れ
て
差
異
化
さ
れ
て
お
り
、『
重
学
』
に
も
同
様
の
説
明
が
あ
る
。『
重
学
』
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
、「
化
学
」
と
い
う
語
を
定

義
し
た
該
当
箇
所
を
抜
粋
し
て
お
く
。 

 

抑
々
メ
カ
ニ
ツ
ク
ス
及
ヒ
メ
カ
ニ
カ
ー
ル
、
パ
ア
ヲ
ル
ス
等
ノ
如
キ
数
語
ノ
根
本
、
メ
シ
イ
ン
器械

ナ
ル
辞
ノ
原
意
ヲ
尋
ヌ
ル
ニ
、
皆
工
芸
或

ハ
技
術
ノ
義
ニ
出
テ
ス
シ
テ
、
総
テ
一
功
効
ヲ
生
ス
ル
方
術
ノ
謂
ナ
リ
、
此
ノ
器
械
ト
ハ
一
功
効
ヲ
生
ス
ル
カ
為
メ
ニ
造
リ
タ
ル
器
具
ヲ

云
フ
、
又
百
物
ノ
体
裁
ニ
一
変
換
ヲ
生
セ
サ
ル
如
キ
力
ヲ
、
器
械
術
上
ノ
運
用
ト
称
ス
、
故
ニ
器
械
術
上
ノ
力
ハ
、
他
ノ
化
学
理
上
ノ
力
、

又
ハ
生
活
理
上
ノ
力
等
ト
大
ニ
異
ナ
リ
、 

T
he original signification of the w

ord m
achine – w

hich is the root of the variou
s term

s m
echanic, m

echanical, and so forth – w
as art, 

contrivance, ingenuity, or, in general, the m
eans of bringing about an effect; hence a m

achine, in its w
idest acceptation, is an engine or 

instrum
ent devised to produce an effect. T

he term
 m

echanical action is applied to the action of forces that produce no change in the 

constitution of bodies, and is therefore distinguished from
 chem

ical, vital, or any other species of action.  

 

仮
令
ハ
一
塊
ノ
石
灰
石
ヲ
搗
キ
テ
粉
砕
ス
ル
ニ
、
銕
鎚
ヲ
以
テ
ス
ル
モ
、
又
流
水
ノ
力
ヲ
仮
ル
モ
、
皆
是
器
械
ノ
作
用
タ
ル
ヲ
免
レ
ス
、

但
此
石
灰
石
ヲ
硫
酸
ニ
和
シ
テ
粉
砕
ス
ル
モ
ノ
ハ
、
化
学
理
上
ノ
作
用
タ
ル
ナ
リ
、
此
両
様
器
械
ノ
作
用
ニ
由
ル
モ
ノ
ハ
、
灰
石
ノ
原
質

猶
粉
末
ニ
存
ズ
、
化
学
作
用
ニ
藉
ル
モ
ノ
ハ
否
ラ
ス
、
其
原
質
硫
酸
ノ
功
用
ニ
テ
、
別
ニ
異
様
ノ
雑
合
物
ニ
変
化
ス
、 

F
or exam

ple, the pounding of a piece of lim
estone to pow

der is strictly m
echanical, w

hether it be effected by the blow
 of a ham

m
er, 

or by the silent agency of running w
ater; but the reduction of lim

estone to a sim
ilar state by sulphuric acid, is chem

ical. In the form
er 

case, all the elem
ents of the original lim

estone rem
ain in the pow

der; w
hereas in the latter, it is converted by the action o

f the acid into 

a very different com
pound. 
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五
．
学
校
制
度
の
な
か
の
自
然
科
学 

 

「
物
理
学
」
は
か
つ
て
、「
格
物
学
」「
格
致
学
」「
窮
理
学
」「
理
学
」
な
ど
と
称
さ
れ
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
特
定

の
学
問
分
野
と
い
う
よ
り
も
広
く
自
然
科
学
全
般
を
指
す
領
域
を
包
摂
し
て
い
た
し
、時
と
し
て
哲
学
的
内
容
に
か
か
わ
る
場
合

も
あ
っ
た
。
こ
の
名
残
り
は
明
治
初
め
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
。 

一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
に
昌
平
学
校
が
大
学
校
と
な
る
が
、
そ
の
通
達
に
お
い
て
自
然
科
学
は
「
西
洋
ノ
格
物
窮
理
開
化
日

新
ノ
学
」
で
あ
っ
た
。
一
八
七
〇
（
明
治
三
）
年
の
大
学
規
則
に
は
、「
星
学
、
動
物
学
、
化
学
、
数
学
」
な
ど
と
と
も
に
「
格

致
学
」
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
こ
の
大
学
規
則
に
基
づ
い
て
同
年
に
定
め
ら
れ
た
大
学
南
校
規
則
で
は
「
窮
理
学
」
が
、
大
学
東

校
規
則
で
は
「
格
物
学
」
が
用
い
ら
れ
た
。
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
の
学
制
で
は
、
大
学
の
学
科
に
「
理
学
」
と
「
化
学
」
が

並
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
が
、
一
八
七
七
（
明
治
十
）
年
に
法
理
文
三
学
部
で
設
立
さ
れ
た
東
京
大
学
で
は
、「
理
学
部
」
の
学
科
名

に
「
物
理
」
や
「
化
学
」
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る 

。
近
代
の
教
育
制
度
と
翻
訳
語
と
い
う
点
か
ら
、
こ
の
事
実
は
注

目
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
明
治
政
府
は
西
洋
列
強
を
手
本
と
し
て
開
化
政
策
を
進
め
る
た
め
に
、
西
洋
近
代
の
テ
ク
ス
ト
を
翻
訳
し

た
の
だ
が
、
翻
訳
語
と
し
て
の
近
代
日
本
語
の
成
立
と
定
着
は
知
の
制
度
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
帰
結
と
重
な
る
の
で
あ
る
。 

 

学
制
に
お
け
る
教
科
名 

 

廃
藩
置
県
後
ま
も
な
い
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
七
月
に
、「
大
学
ヲ
廃
シ
文
部
省
ヲ
被
置
候
事
」
と
い
う
太
政
官
布
告
で
創

設
さ
れ
た
文
部
省
は
、
文
明
開
化
政
策
の
な
か
で
近
代
的
学
校
教
育
制
度
を
模
索
し
て
い
た
。
文
部
省
が
定
め
た
学
校
教
育
の
教

科
は
、
教
育
行
政
に
と
ど
ま
ら
ず
そ
の
後
の
学
問
分
野
の
制
度
化
へ
と
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
章
の
テ
ー
マ
と

の
関
連
で
大
切
な
事
項
な
の
で
、「
物
理
」
と
「
化
学
」
に
注
目
し
て
、
学
校
教
育
科
目
名
の
変
遷
を
文
部
省
の
文
書
の
な
か
で

確
認
し
て
お
き
た
い
。 

そ
も
そ
も
「
物
理
」
と
い
う
こ
と
ば
の
出
自
は
儒
学
的
概
念
で
あ
っ
た
が
、natu

ral p
h
ilo

so
ph

y
やp

hy
sics

の
翻
訳
語
と
し
て

近
代
日
本
語
に
定
着
し
た
。「
化
学
」
は
幕
末
に
渡
来
し
た
漢
籍
の
な
か
で
、ch

em
istry

の
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
語
で

あ
る
。
だ
が
、
近
世
の
蘭
学
の
伝
統
で
はch

em
ie

を
音
訳
し
た
「
舎
密
」
用
い
ら
れ
て
普
及
し
て
い
た
し
、
明
治
初
期
に
も
一

般
的
で
あ
っ
た
。「
化
学
」
が
定
着
す
る
の
は
一
八
七
〇
年
代
後
半
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
、
つ
ま
り
明
治
十
年
代
半
ば
で
あ

る
。 近

代
日
本
の
学
校
制
度
と
し
て
は
ま
ず
、「
邑
に
不
学
の
戸
な
く
家
に
不
学
の
人
な
か
ら
し
め
ん
事
を
期
す
」（
太
政
官
布
告
第

二
百
十
四
号
）
と
い
う
「
被
仰
出
書
」（
前
文
）
の
文
言
で
よ
く
知
ら
れ
る
学
制
が
、
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
に
頒
布
と
な
る
。

こ
の
学
制
で
は
教
科
名
と
し
て
「
理
学
」「
化
学
」
な
ど
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。「
化
学
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
学
制
と
い
う
公

的
文
書
で
前
近
代
的
な
舎
密
学
と
い
う
名
称
か
ら
離
脱
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
発
令
時
の
学
制
で
定
め
ら
れ
た
教
科
名
（
文
部

省
布
達
第
十
三
号
別
冊
）
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
た
だ
し
、
文
部
省
布
達
第
二
十
二
号
と
第
二
十
四
号
で
誤
謬
訂
正
さ
れ
て
お

り
、「
理
学
」
か
ら
「
窮
理
学
」
へ
と
変
更
）。 

 

下
等
小
学
―
―
綴
字
、
習
字
、
単
語
、
会
話
、
読
本
、
修
身
、
書
牘
、
文
法
、
算
術
、
養
生
法
、
地
学
大
意
、
理
学
大
意
、
体
術
、
唱
歌 

上
等
小
学
―
―
史
学
大
意
、
幾
何
学
罫
画
大
意
、
博
物
学
大
意
、
化
学
大
意
、
外
国
語
学
、
記
簿
法
、
画
学
、
天
球
学 

下
等
中
学
―
―
国
語
学
、
数
学
、
習
字
、
地
学
、
史
学
、
外
国
語
学
、
理
学
、
画
学
、
古
言
学
、
幾
何
学
、
記
簿
法
、
博
物
学
、
化
学
、 

修
身
学
、
測
量
学
、
奏
楽 

上
等
中
学
―
―
国
語
学
、
数
学
、
習
字
、
外
国
語
学
、
理
学
、
罫
画
、
古
言
学
、
幾
何
代
数
学
、
記
簿
法
、
化
学
、
修
身
学
、
測
量
学
、 

経
済
学
、
重
学
大
意
、
動
植
地
質
鉱
山
学 

大
学
―
―
―
―
理
学
、
化
学
、
法
学
、
医
学
、
数
理
学 
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学
制
は
発
令
直
後
、
一
か
月
も
た
た
な
い
う
ち
に
二
度
も
誤
謬
訂
正
さ
れ
て
い
る
二
七

。
な
か
で
も
「
理
学
」
が
「
窮
理
学
」

に
変
更
さ
れ
て
い
る
の
は
、
福
澤
諭
吉
『
訓
蒙
窮
理
図
解
』
が
小
学
校
の
教
科
書
と
し
て
使
用
さ
れ
、
ま
た
啓
蒙
書
と
し
て
も
広

く
読
ま
れ
た
時
期
で
あ
り
、「
窮
理
」
と
い
う
語
が
一
般
的
に
広
く
認
知
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。 

 

学
制
頒
布
の
翌
年
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
の
学
制
二
編
追
加
（
文
部
省
布
達
第
五
十
七
号
）
に
は
、「
第
百
八
十
九
章 

外

国
教
師
ヲ
雇
ヒ
専
門
諸
学
校
ヲ
開
ク
モ
ノ
ハ
専
ラ
彼
ノ
長
技
ヲ
取
ル
ニ
ア
リ
其
取
ル
ヘ
キ
学
芸
技
術
ハ
法
律
学
医
学
星
学
数
学

物
理
学
化
学
工
学
等
ナ
リ
其
他
神
教
修
身
等
ノ
学
科
ハ
今
之
ヲ
取
ラ
ス
」
と
い
う
追
加
が
記
さ
れ
て
い
る
。
外
国
語
学
校
と
専
門

学
校
の
教
科
を
定
め
て
い
る
が
、
獣
医
学
校
・
商
業
学
校
・
農
業
学
校
・
工
業
学
校
・
鉱
山
学
校
・
諸
芸
学
校
・
理
学
校
・
医
学

校
・
法
学
校
な
ど
専
門
学
校
の
多
く
で
、「
物
理
」「
化
学
」
が
教
科
名
と
し
て
登
場
す
る
二
八

。
こ
の
時
期
か
ら
、
文
部
省
は
「
物

理
」
を
教
科
名
と
し
て
正
式
に
採
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
た
と
え
ば
、
教
科
書
と
し
て
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
に
出
版

さ
れ
た
片
山
淳
吉
『
物
理
階
梯
』
は
、
当
初
『
理
学
啓
蒙
』
と
い
う
書
名
で
あ
っ
た
が
、
急
遽
、
文
部
省
の
教
科
名
に
合
わ
せ
て

書
名
の
み
を
改
正
し
た
た
め
、
本
文
に
は
「
理
学
」「
窮
理
」「
格
物
」
な
ど
が
不
統
一
に
混
在
し
た
ま
ま
残
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ

の
本
は
「
物
理
」
の
教
科
書
と
し
て
全
国
で
使
用
さ
れ
続
け
て
、
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
の
改
正
増
補
版
で
本
文
の
用
語
も
「
物

理
」
に
修
正
さ
れ
て
落
ち
着
い
た
。 

一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
に
は
教
育
令
（
太
政
官
布
告
第
四
十
号
）
が
公
布
さ
れ
て
、
学
制
は
頒
布
か
ら
わ
ず
か
七
年
で
廃

止
と
な
る
。
こ
の
教
育
令
で
設
定
さ
れ
た
小
学
校
の
教
科
で
は
、「
読
書
習
字
算
術
地
理
歴
史
修
身
等
ノ
初
歩
ト
ス
土
地
ノ
情
況

ニ
随
ヒ
テ
罫
画
唱
歌
体
操
等
ヲ
加
ヘ
又
物
理
生
理
博
物
等
ノ
大
意
ヲ
加
フ
」
と
「
物
理
」
が
用
い
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
翌
年

の
教
育
令
改
正
（
太
政
官
布
告
第
五
十
九
号
）
に
基
づ
い
て
一
八
八
一
（
明
治
十
四
）
年
に
公
布
さ
れ
た
小
学
校
教
則
綱
領
（
文

部
省
達
第
十
二
号
）
で
は
、
学
制
の
内
容
を
抜
本
的
に
改
め
て
、
実
現
可
能
な
近
代
教
科
目
を
定
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
綱
領
で
小
学
校
が
初
等
科
・
中
等
科
・
高
等
科
に
分
け
ら
れ
て
、「
物
理
ハ
中
等
科
ニ
至
テ
之
ヲ
課
シ
」「
化
学
ハ
高
等
科
ニ
至

テ
之
ヲ
課
シ
」
と
説
明
さ
れ
た
点
が
重
要
だ
。
明
治
十
年
代
半
ば
に
は
、「
物
理
」「
化
学
」
が
教
科
名
と
し
て
定
着
し
た
感
が
あ

る
。 

 
 教

科
書
と
い
う
近
代 

明
治
初
期
は
翻
訳
教
科
書
の
時
代
だ
。
唐
沢
富
太
郎
は
「
教
科
書
が
日
本
人
を
作
っ
た
」
と
明
言
し
て
い
る
。
そ
し
て
近
代
日

本
に
お
け
る
教
科
書
の
歴
史
に
つ
い
て
、
一
八
七
二
―
七
九
（
明
治
五
―
十
二
）
年
を
「
翻
訳
教
科
書
（
開
化
啓
蒙
的
性
格
の
教

科
書
）」
の
時
代
、
一
八
八
〇
―
八
五
（
明
治
十
三
―
十
八
）
年
を
「
儒
教
主
義
復
活
の
教
科
書
（
儒
教
倫
理
復
活
の
反
動
的
教

科
書
）」
の
時
代
、
一
八
八
六
―
一
九
〇
三
（
明
治
十
九
―
三
十
六
）
年
を
「
検
定
教
科
書
（
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
育
成
の
教
科
書
）」

の
時
代
と
区
分
し
た
二
九

。 

学
制
頒
布
直
後
の
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
九
月
の
「
小
学
教
則
」（
文
部
省
布
達
番
外
）
で
は
、
多
数
の
翻
訳
教
科
書
が
指

示
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
上
等
小
学
校
の
「
理
学
輪
講
」
で
は
、「
博
物
新
編
和
解
同
補
遺
格
物
入
門
和
解
気
海
観
瀾
広
義
ノ

類
ヲ
独
見
シ
来
テ
輪
講
セ
シ
メ
教
師
兼
テ
器
械
ヲ
用
テ
其
説
ヲ
実
ニ
ス
」
と
の
説
明
が
あ
る
。
つ
ま
り
、『
博
物
新
編
和
解
』『
博

物
新
編
補
遺
』『
格
物
入
門
和
解
』『
気
海
観
瀾
広
義
』
が
「
理
学
」
の
輪
講
用
の
教
科
書
と
な
っ
た
の
だ
。
こ
れ
ら
の
翻
訳
教
科

書
は
蘭
学
の
伝
統
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

『
博
物
新
編
和
解
』
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
『
博
物
新
編
』
は
、
一
八
五
五
年
に
在
華
の
英
国
人
宣
教
医
師
ホ
ブ
ソ
ン
（
漢
字

表
記
は
「
合
信
」）
が
漢
文
で
編
ん
だ
科
学
書
で
あ
る
。
こ
れ
が
幕
末
の
日
本
に
も
伝
来
し
て
、
訓
点
や
注
釈
を
つ
け
た
も
の
が

数
種
類
出
版
さ
れ
て
広
く
読
ま
れ
た
。
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
に
出
さ
れ
た
小
幡
篤
次
郎
訳
『
博
物
新
編
補
遺
』
は
、
書
名
が

類
似
し
て
紛
ら
わ
し
い
の
だ
が
、『
博
物
新
編
』
と
直
接
の
関
係
は
な
く
、
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
兄
弟
編
の
教
育
叢
書
の
な
か
の

In
tro

d
u
ctio

n
 to

 th
e S

cien
ces

を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。『
格
物
入
門
』（
一
八
六
八
年
）
は
ア
メ
リ
カ
人
宣
教
師
マ
ー
テ
ィ
ン

（
漢
字
表
記
は
「
丁
韙
良
」）
の
科
学
書
で
あ
り
、『
格
物
入
門
和
解
』
は
和
刻
さ
れ
た
注
釈
書
で
あ
る
。
川
本
幸
民
『
気
海
観
瀾

広
義
』（
一
八
五
一
―
五
八
年
）
は
、
日
本
初
の
「
物
理
」
学
書
と
さ
れ
る
青
地
林
宗
『
気
海
観
瀾
』（
一
八
二
五
年
）
の
増
補
版
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で
、
そ
の
「
凡
例
」
に
は
、「「
ヒ
シ
カ
」
ハ
和
蘭
ニ
コ
レ
ヲ
「
ナ
チ
ュ
ー
ル
キ
ュ
ン
デ
」
ト
云
ヒ
、
先
哲
訳
シ
テ
理
学
と
云
フ
」

と
述
べ
た
件
が
あ
る
。
ま
た
、『
気
海
観
瀾
』
に
つ
い
て
も
「
理
科
綜
凡
中
ノ
抜
萃
」
と
し
て
言
及
し
、
一
八
八
六
（
明
治
十
九
）

年
の
小
学
校
令
で
の
教
科
名
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
「
理
科
」
と
い
う
語
も
こ
こ
に
登
場
し
て
い
る
三
〇

。
つ
ま
り
「
物

理
化
学
」
と
い
う
近
代
は
、
蘭
学
の
「
理
科
」
へ
と
容
易
に
反
転
可
能
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

制
度
と
し
て
の
訳
語
統
一 

幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
膨
大
な
西
洋
の
近
代
科
学
書
を
翻
訳
す
る
な
か
で
、
多
数
の
訳
語
が
氾
濫
し
、
訳
語
の
統
一
と

い
う
動
き
も
始
動
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
学
術
分
野
の
訳
語
会
が
続
々
と
結
成
さ
れ
て
、
専
門
用
語
の
辞
書
が
編
纂
さ
れ
た
。
た
と

え
ば
、
物
理
学
訳
語
会
、
化
学
訳
語
会
、
数
学
訳
語
会
、
工
学
訳
語
会
な
ど
が
明
治
十
年
代
に
積
極
的
に
活
動
し
て
い
る
三
一

。 

た
と
え
ば
「
物
理
」
に
関
し
て
は
、
一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
に
菊
池
大
麓
を
会
頭
と
し
て
結
成
さ
れ
た
物
理
学
訳
語
会
の

活
動
を
受
け
て
、
一
八
八
三
―
八
五
（
明
治
十
六
―
十
八
）
年
に
か
け
て
『
東
洋
学
芸
雑
誌
』
に
訳
語
会
の
議
決
が
掲
載
さ
れ
た
。

そ
し
て
一
八
八
八
（
明
治
二
十
一
）
年
に
は
、
物
理
学
訳
語
会
編
『
物
理
学
術
語
和
英
仏
独
対
訳
字
書
』（
博
聞
社
）
が
刊
行
さ

れ
て
い
る
。 

「
化
学
」
関
連
で
は
、
一
八
八
一
（
明
治
十
四
）
年
に
東
京
化
学
会
で
化
学
訳
語
委
員
を
選
び
、
化
学
訳
語
の
選
定
を
始
め
て

い
る
。
一
八
八
四
（
明
治
十
七
）
年
の
『
東
洋
学
芸
雑
誌
』
第
二
十
八
号
に
、
桜
井
錠
二
が
「
化
学
命
名
法
ヲ
一
定
ス
ル
論
」
に

お
い
て
、
化
学
用
語
の
特
に
化
合
物
の
訳
語
の
煩
雑
さ
が
混
乱
を
招
い
て
い
る
と
指
摘
し
て
化
学
命
名
法
の
統
一
を
説
い
た
。
ま

た
翌
年
一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
の
同
誌
第
四
十
五
号
に
は
内
藤
耻
叟
が
「
訳
文
原
語
ヲ
存
ス
ベ
シ
」
を
書
き
、「
西
洋
ノ
書

ヲ
訳
ス
ル
ニ
其
事
物
名
目
ノ
成
語
ニ
至
リ
テ
漢
字
及
ヒ
我
本
邦
語
ヲ
代
用
ス
ル
者
往
々
其
原
語
ノ
意
義
ヲ
誤
マ
リ
大
ニ
後
学
ヲ

惑
シ
ム
ル
者
ア
リ
」
と
論
じ
て
い
る
。
一
八
九
一
（
明
治
二
十
四
）
年
に
は
『
化
学
訳
語
集
』
が
刊
行
さ
れ
た
が
、
訳
語
の
選
定

に
難
航
し
た
理
由
と
し
て
、「
画
数
の
多
い
字
を
組
合
わ
せ
て
最
も
難
し
い
訳
語
を
作
ら
な
け
れ
ば
学
者
と
し
て
恥
と
す
る
が
如

き
風
潮
も
あ
っ
た
」
と
い
う
三
二

。
こ
の
た
め
に
『
化
学
訳
語
集
』
で
は
、C

h
em

istry

の
訳
語
と
し
て
「
化
学
」
と
「
舎
密
」
が

併
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
一
九
〇
〇
（
明
治
三
十
三
）
年
に
、
高
松
豊
吉
・
桜
井
錠
二
『
稿
本 

化
学

語
彙
』
が
英
独
日
対
訳
で
刊
行
さ
れ
た
。 

こ
の
よ
う
な
訳
語
統
一
と
い
う
動
き
は
多
様
な
専
門
辞
書
と
も
呼
応
し
、
知
の
制
度
化
に
接
続
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば

次
の
よ
う
な
辞
書
類
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
定
訳
が
規
範
化
し
、
つ
ま
り
は
翻
訳
の
等
価
と
い
う
幻
想
が
定
着
す
る
こ

と
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
三
三

。 

 

大
野
九
十
九
編
訳
『
解
体
学
語
箋
』
文
部
省
、
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年 

*

奥
山
虎
章
『
医
語
類
聚
』
初
版
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
、
増
訂
再
版
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年 

*

伊
藤
謙
『
薬
品
名
彙
』
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年 

宮
里
正
静
『
化
学
対
訳
辞
書
』
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年 

管
野
虎
太
『
羅
甸
七
科
字
典
』
一
八
七
七
（
明
治
十
）
年 

松
岡
馨
『
英
和
通
商
字
典
』
一
八
八
〇
（
明
治
十
三
）
年 

横
井
時
庸
『
機
関
名
称
字
類
』
一
八
八
〇
（
明
治
十
三
）
年 

井
上
哲
次
郎
『
哲
学
字
彙
』
初
版
一
八
八
一
（
明
治
十
四
）
年
、
再
版
一
八
八
四
（
明
治
十
七
）
年 

参
謀
本
部
『
五
国
対
照
兵
語
字
書
』
一
八
八
一
（
明
治
十
四
）
年 

岩
川
友
太
郎
『
生
物
学
語
彙
』
一
八
八
四
（
明
治
十
七
）
年 

*

工
学
協
会
『
工
学
字
彙
』
初
版
一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
、
第
二
版
一
八
八
八
（
明
治
二
十
一
）
年 

*

三
輪
桓
一
郎
『
和
英
仏
独
物
理
学
対
訳
字
書
』
一
八
八
八
（
明
治
二
十
一
）
年 

*

小
藤
文
次
郎
『
鉱
物
字
彙
』
一
八
九
〇
（
明
治
二
十
三
）
年 
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*

藤
沢
利
喜
太
郎
『
数
学
ニ
用
ヰ
ル
辞
ノ
英
和
対
訳
字
書
』
一
八
九
一
（
明
治
二
十
四
）
年 

松
村
任
三
『
和
漢
洋
対
訳
本
草
辞
典
』
一
八
九
二
（
明
治
二
十
五
）
年 

*

付
の
も
の
は
一
九
八
五
年
に
有
精
堂
よ
り
復
刻
版
が
刊
行 

 

明
治
期
に
は
他
に
も
夥
し
い
数
の
辞
書
類
が
刊
行
さ
れ
た
が
、
と
り
わ
け
分
野
に
特
化
し
た
専
門
辞
書
は
学
術
用
語
の
制
度
化

と
深
く
関
係
す
る
。
学
術
用
語
集
を
意
識
し
た
専
門
辞
書
の
登
場
は
、
訳
語
統
一
を
希
求
し
た
証
で
あ
る
。
西
洋
語
と
日
本
語
の

関
係
に
お
い
て
、
と
く
に
抽
象
語
や
専
門
用
語
を
一
対
一
の
等
価
関
係
で
固
定
す
る
た
め
に
は
、
学
校
制
度
と
と
も
に
辞
書
と
い

う
装
置
が
必
要
と
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。 
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一 
た
と
え
ば
「
化
学
」
と
い
う
語
の
出
自
に
つ
い
て
の
総
括
と
し
て
は
、
上
海
の
ロ
ン
ド
ン
伝
道
会
に
よ
る
月
刊
誌
『
六
合
叢
談
』
で
使
用
さ
れ

て
日
本
に
伝
わ
り
、「
舎
蜜
」
に
取
っ
て
代
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
が
、
沈
国
威
「
訳
語
「
化
学
」
の
誕
生
―
―
『
六
合
叢
談
』
に
見
え
る
近

代
日
中
語
彙
交
流
」
沈
国
威
編
著
『『
六
合
叢
談
』（
一
八
五
七
―
五
八
）
の
学
際
的
研
究
』（
白
帝
社
、
一
九
九
九
年
、
九
五
―
一
一
六
頁
）
に

お
い
て
、
詳
し
く
検
証
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
中
村
邦
光
は
、「
科
学
史
入
門―

―

日
本
に
お
け
る
「
物
理
」
と
い
う
術
語
の
形
成
過
程
」『
科
学

史
研
究
』（
第Ⅱ
期
第
四
十
二
巻
第
二
二
八
号
、
二
一
八
―
二
二
二
頁
）
に
お
い
て
、
儒
学
用
語
で
あ
っ
た
「
物
理
」
が
西
洋
語
の
翻
訳
語
と
し

て
採
用
さ
れ
た
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
。 

二 

蘭
学
関
係
の
辞
書
や
文
典
を
復
刻
集
成
し
た
松
村
明
・
古
田
東
朔
監
修
に
よ
る
「
近
世
蘭
語
学
資
料
」
全
三
十
七
巻
（
ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
九

七―

二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
を
参
照
。 

三 

福
澤
諭
吉
・
松
崎
欣
一
編
「
福
翁
自
伝
」『
福
翁
自
伝 

福
澤
全
集
緒
言
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
、
一
二
〇
―
一
二
二
頁
）。 

四 

沼
田
次
郎
『
幕
末
洋
学
史
』（
刀
江
書
院
、
一
九
五
一
年
、
二
〇
〇
―
二
二
〇
頁
）。 

五 

福
澤
の
前
掲
書
、
一
二
八
頁
。 

六 

加
藤
周
一
「
明
治
初
期
の
翻
訳
」
加
藤
周
一
・
丸
山
真
男
校
注
『
日
本
近
代
思
想
大
系
十
五 

翻
訳
の
思
想
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
、
三

五
二
頁
）。 

七 

実
際
に
日
本
物
理
学
会
が
挙
げ
て
い
る
の
は
『
電
気
篇
』
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
刊
行
の
和
装
二
冊
本
で
の
タ
イ
ト
ル

で
、
の
ち
に
『
電
気
及
磁
石
』
と
改
題
さ
れ
た
。 

八 

日
本
物
理
学
会
編
『
日
本
の
物
理
学
史 

上 

歴
史
・
回
顧
編
』（
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
、
七
七
頁
）。 

九 

「
気
象
学
」
の
語
源
に
つ
い
て
は
、
八
耳
俊
文
「「
気
象
学
」
語
源
考
」『
青
山
学
院
女
子
短
期
大
学
紀
要
』（
第
六
十
一
号
、
二
〇
〇
七
年
、

一
一
一
―
一
二
六
頁
）
に
詳
し
く
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
『
気
中
現
象
学
』
へ
の
言
及
も
あ
る
。 

一
〇 

亀
井
秀
雄
『
明
治
文
学
史
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
八
一
―
一
〇
一
頁
）
の
「
地
文
学
の
系
譜
」
で
は
、『
百
科
全
書
』
の
『
地
文
学
』

に
も
触
れ
な
が
ら
、
志
賀
重
昂
の
『
日
本
風
景
論
』
へ
と
傾
斜
す
る
近
代
日
本
の
自
然
観
を
論
じ
て
い
る
。 

一
一 

厳
密
に
言
え
ば
、「
物
理
」
と
「
物
理
学
」
は
異
な
り
、
学
問
分
野
と
し
て
の
「
物
理
学
」
と
、
学
校
教
育
に
お
け
る
「
物
理
」
と
い
う
使

い
分
け
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
板
倉
聖
宣
『
日
本
理
科
教
育
史
』（
第
一
法
規
出
版
、
一
九
六
八
年
）
を
参
照
さ
れ

た
い
。
た
だ
し
、
英
語
のphysics

（
あ
る
い
はnatural philosophy

）
の
訳
語
と
し
て
は
、「
物
理
」「
物
理
学
」
の
ど
ち
ら
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。 

一
二 

た
と
え
ば
、
後
藤
達
三
訳
『
訓
蒙 

窮
理
問
答
』、
内
田
晋
斎
『
窮
理
捷
径 

十
二
月
帖
』、
東
井
潔
全
『
窮
理
日
新 

発
明
記
事
』
な
ど
。 

一
三 

菅
原
国
香
「「
化
学
」
と
い
う
用
語
の
本
邦
で
の
出
現
・
使
用
に
関
す
る
一
考
察
」『
化
学
史
研
究
』（
第
三
十
八
号
、
一
九
八
七
年
、
二
九

―

四
〇
頁
）。 

一
四 

明
治
中
期
に
な
っ
て
も
、「
化
学
」
か
「
舎
密
」
の
間
で
の
ゆ
れ
は
決
着
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
東
京
化
学
会
の
一
八
八
五
（
明
治
十

八
）
年
二
月
例
会
で
は
、
化
学
を
舎
密
学
に
改
め
る
可
否
が
問
わ
れ
、
改
定
に
必
要
な
三
分
の
二
の
賛
成
が
得
ら
れ
ず
に
否
決
と
な
っ
た
。
一
八

九
一
（
明
治
二
十
四
）
年
に
出
さ
れ
た
『
化
学
訳
語
集
』
で
は
、「C

hem
istry 

化
学
、
舎
密
学
」「C

hem
ical 
化
学
的
、
舎
密
ノ
」
な
ど
と
両
方

を
併
記
し
て
折
り
合
い
を
つ
け
て
い
る
。 

一
五 

福
澤
諭
吉
・
松
崎
欣
一
編
「
福
澤
全
集
緒
言
」『
福
翁
自
伝 

福
澤
全
集
緒
言
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
、
四
五
六
頁
）。 

一
六 

牧
野
正
久
「
小
学
教
科
書
『
物
理
階
梯
』
翻
刻
版
調
査
の
報
告
―
―
明
治
初
期
に
お
け
る
出
版
の
成
長
と
変
容
の
事
例
」『
日
本
出
版
史
料
』

（
第
七
号
、
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
二
〇
〇
二
年
、
四
九
―
一
三
六
頁
）
お
よ
び
岡
本
正
志
「『
物
理
階
梯
』
物
性
論
に
見
ら
れ

る
物
理
学
の
基
礎
概
念
受
容
過
程
」
実
学
資
料
研
究
会
編
『
実
学
史
研
究Ⅶ

』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
一
年
、
一
五
七
―
一
八
一
頁
）
に
詳
し

い
。 

一
七 

川
本
清
一
訳
『
士
都
華
氏
物
理
学
』
は
、
東
京
大
学
理
学
部
よ
り
一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
の
刊
行
で
、
英
国
の
バ
ル
フ
ォ
ー
ル
・
ス
チ

ウ
ァ
ー
ト
（B

alfour S
tew

art

）
の
「
レ
ッ
ソ
ン
ス
、
イ
ン
、
エ
レ
メ
ン
タ
リ
、
フ
ィ
ジ
ッ
ク
ス
」（L

essons in E
lem

entary P
hysics

）
の
翻
訳
で

あ
る
。 

一
八 

杉
本
つ
と
む
『
日
本
英
語
文
化
史
の
研
究
』（
八
坂
書
房
、
一
九
八
五
年
、
四
六
七
―
五
六
三
頁
）。 

一
九 

坂
口
正
男
「
舎
密
開
宗
攷
」
田
中
実
・
坂
口
正
男
・
道
家
達
将
・
菊
池
俊
彦
『
舎
密
開
宗
研
究
』（
講
談
社
、
一
九
七
五
年
、
一
―
六
六
頁
）。 

二
〇 

『
小
学
化
学
書
』
は
、
英
国
の
科
学
者
た
ち
が
編
集
し
たScience P

rim
er

の
な
か
の
ロ
ス
コ―

（H
enry E

nfield R
oscoe

）
に
よ
るC

hem
istry

の
部
分
を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。 

二
一 

廣
田
鋼
蔵
『
明
治
の
化
学
者
―
―
そ
の
抗
争
と
苦
渋
』（
東
京
化
学
同
人
、
一
九
八
八
年
）
に
は
、
草
創
期
の
東
京
化
学
会
か
ら
理
化
学
研

究
所
創
立
に
い
た
る
化
学
界
の
内
情
と
化
学
用
語
統
一
の
経
緯
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。 

二
二 

広
瀬
秀
雄
「
洋
学
と
し
て
の
天
文
学
―
―
そ
の
形
成
と
展
開
」
広
瀬
秀
雄
・
中
山
茂
・
小
川
鼎
三
校
注
『
洋
学 

下
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七

二
年
、
四
一
九
―
四
四
〇
頁
）
お
よ
び
中
山
茂
「
近
代
科
学
と
洋
学
」（
同
書
、
四
四
一
―
四
六
一
頁
）
な
ど
参
照
。 

二
三 

東
京
帝
国
大
学
編
『
東
京
帝
国
大
学
五
十
年
史 

下
册
』（
東
京
帝
国
大
学
、
一
九
三
二
年
、
四
六
八
頁
、
九
四
一
―
九
四
三
頁
）。 

二
四 

橋
本
万
平
『
素
人
学
者
の
古
書
探
求
』（
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
二
年
）、
八
耳
俊
文
「『
重
学
浅
説
』
の
書
誌
学
的
お
よ
び
化
学
史
的
研
究
」

『
青
山
学
院
女
子
短
期
大
学
紀
要
』（
第
五
十
号
、
一
九
九
六
年
、
二
八
五
―
三
〇
七
頁
）。 

二
五 

八
耳
、
一
九
九
六
年
、
二
九
二
頁
。
な
お
、同
論
文
で
は
後
藤
訳『
重
学
』の
底
本
を「
第
四
版
第
一
巻（
一
八
五
七
）のM

echanics – M
achinery

」

と
確
認
し
た
旨
を
述
べ
て
い
る
。 

二
六 

菅
原
の
前
掲
論
文
、
三
四
頁
。 

二
七 

竹
中
暉
雄
『
明
治
五
年
「
学
制
」
―
―
通
説
の
再
検
討
』（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
三
年
）
に
詳
し
い
。 

二
八 

た
だ
し
、
農
業
学
校
の
予
科
「
物
理
学
」
に
は
「
窮
理
学
ト
云
フ
モ
ノ
」
と
注
釈
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
測
し
て
も
、「
物
理
」

よ
り
も
「
窮
理
」
の
方
が
一
般
的
に
は
馴
染
み
深
い
名
称
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

二
九 

唐
澤
富
太
郎
『
教
科
書
の
歴
史
―
―
教
科
書
と
日
本
人
の
形
成
』（
創
文
社
、
一
九
五
六
年
）。 

三
〇 

一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
の
小
学
校
令
（
勅
令
第
十
四
号
）
で
は
、
小
学
校
は
尋
常
小
学
校
（
義
務
教
育
）
と
高
等
小
学
校
に
分
け
ら
れ
、
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「
博
物
・
物
理
・
化
学
・
生
理
」
は
ま
と
め
て
「
理
科
」
と
い
う
高
等
小
学
校
の
教
科
と
な
っ
た
。 

三
一 

日
本
科
学
史
学
会
編
『
日
本
科
学
技
術
史
大
系 

第
一
巻 

通
史
一
』（
第
一
法
規
出
版
、
一
九
六
四
年
、
五
三
一
―
五
四
九
頁
）。 

三
二 
同
書
、
五
四
八
頁
。 

三
三 
豊
田
実
『
日
本
英
学
史
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
九
年
）、
杉
本
つ
と
む
『
日
本
英
語
文
化
史
の
研
究
』（
八
坂
書
房
、
一
九
八
五
年
）、

森
岡
健
二
『
改
訂
近
代
語
の
成
立 

語
彙
編
』（
明
治
書
院
、
一
九
九
一
年
）
な
ど
参
照
。
ま
た
、
内
務
省
図
書
局
が
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）

年
一
月
か
ら
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
六
月
ま
で
定
期
的
に
刊
行
し
て
い
た
「
出
版
書
目
月
報
」
第
一
号
か
ら
第
一
一
四
号
（
明
治
文
献
資
料

刊
行
会
編
『
明
治
前
期
書
目
集
成
』
所
収
）
に
は
、
毎
号
二
百
点
以
上
の
書
籍
が
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
十
月
刊
行
の

第
十
号
か
ら
は
出
版
書
目
が
分
類
さ
れ
、
辞
書
類
は
「
字
書
」
あ
る
い
は
「
字
書
・
語
学
」
の
項
に
類
別
さ
れ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。 
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第
九
章 

「
百
科
全
書
」
と
い
う
近
代
―
―
制
度
の
流
通
と
消
費 

  

一
．「
百
科
全
書
」
と
は 

 

分
厚
い
百
科
事
典
か
ら
知
識
を
得
る
と
い
う
作
法
は
、
も
は
や
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
グ
ロ
ー
バ
ル
に
情
報
化
さ

れ
た
現
代
社
会
に
暮
ら
す
私
た
ち
に
と
っ
て
、
時
代
遅
れ
の
百
科
事
典
ほ
ど
無
価
値
な
も
の
は
な
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続

す
れ
ば
瞬
時
に
最
新
デ
ー
タ
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
の
だ
か
ら
、
更
新
さ
れ
ず
に
古
く
な
っ
た
百
科
事
典
は
忘
れ
た
方
が
良
い
の
か

も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
改
め
て
発
問
し
て
お
き
た
い
。
文
部
省
『
百
科
全
書
』
と
は
、
そ
も
そ
も
は
百
科
事
典
だ
っ
た

の
か
。 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
つ
い
て
語
る
と
き
に
必
ず
参
照
さ
れ
る
べ
き
先
行
研
究
の
嚆
矢
、『
明
治
初
期
百
科
全
書
の
研
究
』

に
お
い
て
、
福
鎌
達
夫
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。 

 

西
周
や
福
沢
諭
吉
ら
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
、
文
字
通
り
百
科
全
書
的
な
、
多
岐
の
分
野
に
わ
た
る
言
論
活
動
と
は
別
に
、
こ
れ
と
あ
い

呼
応
し
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
そ
の
先
頭
を
き
っ
て
、
欧
米
新
知
識
の
摂
取
と
普
及
と
い
う
啓
蒙
運
動
の
推
進
に
一
役
買
っ
た
の
が
、
明
治

新
政
府
の
文
部
省
当
局
で
あ
り
、
明
治
四
年
創
設
以
来
十
余
年
間
に
同
省
直
属
の
翻
訳
機
関
で
多
数
の
人
材
を
擁
し
て
企
画
、
翻
訳
、
出

版
さ
れ
た
刊
行
物
中
最
も
大
が
か
り
な
も
の
の
一
つ
に
『
チ
ャ
ン
ブ
ル
の
百
科
全
書
』
の
名
で
世
に
喧
伝
さ
れ
た
百
科
事
典
が
あ
っ
た
と

い
う
事
実
は
、
今
日
で
は
殆
ど
世
人
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
一

。 

  

福
鎌
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、「
チ
ャ
ン
ブ
ル
の
百
科
全
書
」
と
は
忘
却
さ
れ
た
百
科
事
典
だ
。
こ
こ
で
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』

の
起
点
テ
ク
ス
ト
がC

h
a
m

b
ers’s In

fo
rm

a
tio

n
 fo

r th
e P

eo
p
le

で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
るen

cy
clop

ed
ia

で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
は

気
づ
い
て
お
こ
う
。
こ
の
点
は
、
明
治
中
期
に
出
版
さ
れ
た
『
日
本
社
会
事
彙
』
の
跋
文
の
な
か
で
、
田
口
卯
吉
（
鼎
軒
）「
日

本
社
会
事
彙
の
巻
末
に
書
す
」
も
指
摘
し
て
い
た
二

。 

 

今
や
泰
西
政
事
類
典
成
り
、
大
日
本
人
名
辞
書
成
り
、
日
本
社
会
事
彙
成
る
、
而
し
て
別
に
我
文
部
省
に
百
科
全
書
真
正
の
百
科
全
書
に
あ
ら
ず
チ
ヤ

ム
バ
ー
の
「
イ
ン
フ
ヲ
メ
ー
シ

ョ
ン
」

な

り

の
訳
あ
り
、
故
に
泰
西
の
政
事
及
ひ
経
済
の
事
項
を
知
ん
と
欲
す
る
者
は
、
宜
し
く
泰
西
政
事
類
典
に
就
て
見
る
べ
し
、
日
本
の
紀

伝
及
ひ
事
実
に
就
い
て
尋
ね
ん
と
欲
せ
ば
、
宜
し
く
人
名
辞
書
及
社
会
事
彙
に
就
い
て
見
る
べ
し
、
而
し
て
泰
西
の
歴
史
及
ひ
学
術
に
就

い
て
尋
ね
ん
と
欲
せ
ば
、
文
部
省
の
百
科
全
書
に
就
い
て
見
る
べ
し
、
此
四
書
は
実
に
日
本
の
百
科
全
書
な
り 

 

田
口
自
身
が
企
画
し
た
明
治
中
期
の
『
泰
西
政
事
類
典
』『
大
日
本
人
名
辞
書
』『
日
本
社
会
事
彙
』（
い
ず
れ
も
東
京
経
済
雑

誌
社
）
に
文
部
省
『
百
科
全
書
』
を
加
え
て
、「
此
四
書
は
実
に
日
本
の
百
科
全
書
な
り
」
と
位
置
づ
け
、
一
目
置
い
て
い
る
。

注
目
し
た
い
の
は
、「
我
文
部
省
に
百
科
全
書
」
に
続
く
割
注
に
お
い
て
、「
真
正
の
百
科
全
書
に
あ
ら
ず
チ
ヤ
ム
バ
ー
の
「
イ
ン

フ
ヲ
メ
ー
シ
ョ
ン
」
な
り
」
と
正
し
く
補
足
し
て
い
る
こ
と
だ
。
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
起
点
テ
ク
ス
ト
はen

cy
clop

ed
ia

で

は
な
く
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
配
列
さ
れ
た
近
代
的
辞
書
の
体
裁
は
取
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
代
の
ネ
ッ
ト

社
会
に
あ
っ
て
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
な
ど
さ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
情
報
」（in

fo
rm

atio
n

）
が
現
代
社
会
で
は
価

値
を
も
つ
。
問
題
は
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
体
系
化
さ
れ
て
制
度
と
な
り
、
社
会
の
な
か
で
流
通
し
消
費
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う

こ
と
だ
。 

明
治
期
の
代
表
的
知
識
人
の
ひ
と
り
西
周
は
、
一
八
七
〇
（
明
治
三
）
年
か
ら
七
三
（
明
治
六
）
年
頃
に
私
塾
育
英
舎
で
、
学

問
の
体
系
化
を
試
み
た
。
弟
子
の
永
見
裕
が
筆
記
し
た
講
義
録
の
冒
頭
で
、
西
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。 

 



 

 

142 

 

英
国
のE

ncyclopedia

な
る
語
の
源
は
、
希
臘
のΕ

γκυκλιος πα
ιδεια

な
る
語
よ
り
来
り
て
、
即
其
辞
義
は
童
子
を
輪
の
中
に
入
れ
て
教
育

な
す
と
の
意
な
り
。
故
に
今
之
を
訳
し
て
百
学
連
環
と
額
す
三

。 

 
英
語
のen

cy
clop

ed
ia

を
ギ
リ
シ
ャ
語
の
語
源
に
ま
で
遡
り
、「
童
子
を
輪
の
中
に
入
れ
て
教
育
な
す
」
と
理
解
し
た
う
え
で
、

西
は
「
百
学
連
環
」
と
訳
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
西
の
造
語
「
百
学
連
環
」
は
訳
語
と
し
て
優
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
、
結

局
は
定
着
し
な
か
っ
た
四

。
当
時
の
辞
書
、
た
と
え
ば
柴
田
昌
吉
・
子
安
峻
編
『
附
音
挿
図
英
和
字
彙
』（
一
八
七
三
年
）
で
は
、

E
n
cy

clo
p
ed

ia

を
「
節
用
集

セ
ツ
ヨ
ウ
シ
フ

、
学

術

ガ
ク
ジ
ユ
ツ

字 ジ

林 リ
ン

」、E
n
cy

clop
ed

ist

を
「
学
術
字
林
ノ
編
輯
者

ヘ
ン
シ
ウ
シ
ヤ

」
と
し
て
い
た
。
他
の
辞
書
に
お
い

て
も
、
こ
の
時
代
に
「
百
科
全
書
」
は
登
場
し
な
い
。「
百
科
全
書
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、en

cy
clop

ed
ia

の
訳
語
と
し
て
始
ま
っ

た
の
で
は
な
い
の
だ
。 

中
国
語
で
は
清
末
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、「
百
科
全
書
」
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
て
き
た
。
も
と
も
と
「
百
科
」
や
「
全
書
」

と
い
う
漢
語
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
組
み
合
わ
せ
てen

cy
clo

p
ed

ia

の
意
味
を
表
す
新
語
と
し
た
の
は
、
日
本
か
ら
の
影
響
で
あ

る
と
い
う
五

。
石
川
禎
浩
に
よ
れ
ば
、「
百
科
全
書
」
の
中
国
で
の
初
出
は
『
日
本
書
目
志
』（
一
八
九
八
年
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

康
有
為
編
の
書
籍
目
録
で
あ
り
、
大
部
分
が
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
分
冊
版
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
近
代
中
国
語
の
「
百
科
全

書
」
は
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
を
淵
源
と
す
る
の
だ
。 

ま
た
、
上
海
の
会
文
学
社
が
一
九
〇
三
年
に
刊
行
し
た
『
普
通
百
科
全
書
』（
全
百
巻
）
は
、
明
治
期
日
本
の
複
数
の
「
百
科

全
書
」
を
も
と
に
編
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
底
本
と
な
っ
た
の
は
、
冨
山
房
の
「
普
通
学
全
書
」（
全
三
十
一
冊
、
一
八
九
一

―
九
四
年
）
と
「
普
通
学
問
答
全
書
」（
全
二
十
一
冊
、
一
八
九
四
―
九
八
年
）、
博
文
館
の
「
帝
国
百
科
全
書
」（
全
二
百
冊
、

一
八
九
八
―
一
九
一
〇
年
）
な
ど
の
シ
リ
ー
ズ
叢
書
の
ほ
か
に
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
『
時
学
及
時
刻
学
』
と
『
気
中
現
象

学
』
も
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
だ
六

。
近
代
中
国
に
お
け
る
「
百
科
全
書
」
は
、
日
本
の
「
百
科
全
書
」
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け

た
の
で
あ
る
。 

日
本
に
話
を
戻
せ
ば
、
一
八
八
九
（
明
治
二
十
二
）
年
六
月
十
一
日
付
の
『
東
京
日
日
新
聞
』
に
は
、
博
文
館
の
「
実
地
応
用 

技
芸
百
科
全
書
」（
全
十
二
冊
、
一
冊
四
百
頁
）
と
「
実
用
教
育 

新
撰
百
科
全
書
」（
全
二
十
四
冊
、
六
千
百
頁
）
に
関
し
て
、

次
の
よ
う
な
広
告
が
載
っ
て
い
る
。 

 

学
術
ト
技
芸
ト
ハ
車
ノ
両
輪
ノ
如
シ
之
ヲ
以
テ
若
シ
其
一
方
ニ
ノ
ミ
偏
シ
テ
他
方
ニ
失
ス
ル
コ
ト
ア
ラ
バ
社
会
ノ
進
歩
発
達
ハ
到
底
之
ヲ

望
ム
可
ラ
ス
本
館
夙
ニ
茲
ニ
見
ル
所
ア
リ
曩
キ
ニ
新
撰
百
科
全
書
ヲ
公
ケ
ニ
シ
テ
大
ニ
文
学
進
歩
ノ
一
助
ヲ
ナ
シ
タ
リ
シ
ガ
今
又
茲
ニ
見

ル
所
ア
リ
新
タ
ニ
技
芸
百
科
ノ
書
ヲ
編
シ
前
キ
ノ
新
撰
百
科
全
書
ト
相
駢
ン
テ
完
全
ナ
ル
技
芸
教
育
ヲ
全
国
ノ
実
業
社
会
ニ
及
ボ
シ
以
テ

大
ヒ
ニ
国
家
富
強
ノ
泉
源
ヲ
固
フ
セ
ン
ト
ス
殊
ニ
価
格
ノ
非
常
低
廉
ナ
ル
ハ
本
館
特
有
ノ
技
倆
ナ
リ
大
方
ノ
花
客
乞
フ
一
読
ア
ラ
ン
コ
ト

ヲ 

  

文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
あ
と
に
は
、
い
く
つ
も
の
「
百
科
全
書
」
が
続
い
た
。 

一
八
九
五
（
明
治
二
十
八
）
年
二
月
か
ら
「
た
け
く
ら
べ
」
を
『
文
学
界
』
に
発
表
し
始
め
た
二
十
四
歳
の
樋
口
一
葉
が
同
年

五
月
の
日
記
「
水
の
上
に
つ
記
」
の
な
か
で
、「
博
文
館
が
百
科
全
書
の
礼
式
の
部
」
に
触
れ
て
い
る
七

。
博
文
館
の
「
帝
国
百

科
全
書
」
は
も
う
少
し
あ
と
、
三
年
後
の
出
版
な
の
で
、
こ
の
日
記
で
一
葉
が
言
及
し
て
い
る
の
は
博
文
館
の
「
実
地
応
用 

技

芸
百
科
全
書
」
か
「
実
用
教
育 

新
撰
百
科
全
書
」
の
一
冊
だ
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
葉
が
参
照
し
た
「
百
科
全
書
」

は
、
も
は
や
文
部
省
『
百
科
全
書
』
で
は
な
い
。 

世
紀
が
変
わ
っ
た
明
治
三
十
年
代
に
は
、
ま
た
別
の
「
百
科
全
書
」
を
め
ぐ
る
事
件
を
新
聞
が
報
じ
て
い
る
。
一
九
〇
三
（
明

治
三
十
六
）
年
十
月
十
五
日
付
『
読
売
新
聞
』
朝
刊
に
載
っ
た
「
百
科
全
書
の
詐
欺 

大
英
国
百
科
全
書
を
翻
訳
し
て
別
名
発
行
、

ゆ
す
り
販
売
の
共
謀
三
人
引
致
」
と
い
う
記
事
で
あ
る
。 
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百
科
全
書
の
詐
欺 

百
科
全
書
を
種
と
し
て
詐
欺
を
働
き
つ
ゝ
あ
る
曲
者
ハ
曾
て
記
す
所
あ
り
し
が
开
ハ
下
谷
区
西
町
一
番
地
渡
邊
政
四
郎
（
二
十
六
年
）
本

所
区
横
網
町
一
丁
目
廿
一
番
田
中
芳
次
郎
（
三
十
六
年
）
千
葉
県
香
取
郡
笹
川
村
六
百
七
十
二
番
地
五
十
嵐
三
郎
（
二
十
一
年
）
等
の
共

謀
と
判
明
し
た
る
が
右
の
三
名
ハ
大
英
国
百
科
全
書
を
飜
訳
し
て
大
日
本
百
科
全
書
と
名
け
神
田
な
る
正
則
英
語
学
校
の
橋
邊
政
男
と
云

へ
る
者
に
著
作
方
を
依
頼
し
田
中
方
を
壬
寅
社
と
号
し
て
発
行
所
と
定
め
各
華
族
を
訪
問
し
て
予
約
規
則
書
を
置
き
去
り
不
在
の
折
を
付

込
み
て
再
び
訪
問
し
留
守
居
の
者
に
迫
り
て
既
に
承
諾
と
な
り
居
る
事
な
れ
バ
と
予
約
書
の
調
印
を
取
り
一
冊
の
定
価
二
円
五
十
銭
と
定

め
て
強
請
り
廻
り
製
本
ハ
秀
英
舎
に
て
千
部
九
百
円
に
て
約
束
せ
し
な
ど
誠
し
や
か
に
吹
聴
し
て
神
田
区
鈴
木
町
坊
城
伯
爵
、
下
谷
区
中

根
岸
町
石
川
子
爵
家
を
始
め
千
八
百
名
よ
り
金
七
百
円
を
詐
取
せ
し
を
端
な
く
下
谷
署
の
探
知
す
る
所
と
な
り
一
昨
日
三
人
共
引
致
せ
ら

れ
目
下
尚
ほ
取
調
中 

 

こ
れ
は
、
一
九
〇
二
（
明
治
三
十
五
）
年
よ
り
丸
善
が
輸
入
元
と
な
っ
た
『
大
英
百
科
全
書
』（E

n
cyclo

p
æ

d
ia

 
B

rita
n
n
ica

）

の
予
約
販
売
が
好
調
で
あ
っ
た
こ
と
に
付
け
入
っ
た
詐
欺
事
件
で
あ
る
八

。
こ
の
「
百
科
全
書
」
は
一
七
六
八
年
か
ら
七
一
年
に

初
版
が
英
国
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
で
出
さ
れ
た
も
の
で
、当
時
の
新
聞
広
告
で
は
伊
藤
博
文
な
ど
著
名
人
の
購
入
を
謳
っ
て
華
々
し
く

宣
伝
し
て
話
題
と
な
っ
て
い
た
。 

も
っ
と
近
年
に
な
れ
ば
、
さ
ら
に
別
の
「
百
科
全
書
」
を
私
た
ち
は
深
く
知
る
こ
と
と
な
る
九

。
か
つ
て
桑
原
武
夫
は
、
フ
ラ

ン
ス
の
『
百
科
全
書
』
に
つ
い
て
の
研
究
報
告
を
次
の
よ
う
に
書
き
始
め
た
。 

 

歴
史
の
上
に
、
そ
の
名
の
み
が
高
く
し
て
、
実
は
ほ
と
ん
ど
読
ま
れ
な
い
名
著
と
い
う
も
の
は
少
な
く
な
い
が
、
デ
ィ
ド
ロ
＝
ダ
ラ
ン
ベ

ー
ル
の
「
百
科
全
書
」
こ
そ
、
そ
の
最
も
い
ち
じ
る
し
い
例
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
思
想
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
と
し
て
、
ま
た
誇

張
に
す
ぎ
る
表
現
で
は
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
勃
発
せ
し
め
た
弾
丸
の
一
つ
と
し
て
、「
百
科
全
書
」
の
名
を
知
ら
ぬ
も
の
は
な
い
。

し
か
も
、
今
日
こ
れ
を
読
む
人
は
皆
無
と
い
っ
て
よ
く
、
い
わ
ゆ
る
専
門
学
者
も
そ
の
例
外
を
な
さ
な
い
。「
百
科
全
書
」
は
、
そ
の
歴
史

的
な
ら
び
に
現
在
的
意
義
を
全
く
喪
失
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
た
だ
こ
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
は
巨
大
に
す
ぎ
る
の
で

あ
る
一
〇

。 

  

も
う
ひ
と
つ
の
「
百
科
全
書
」
と
し
て
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
を
再
び
こ
こ
に
重
ね
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
ろ
う
か
。
た
し

か
に
フ
ラ
ン
ス
の
『
百
科
全
書
』
は
、「
産
業
革
命
に
到
達
す
べ
き
社
会
を
代
表
す
る
思
想
の
総
括
的
表
現
と
し
て
、
い
わ
ば
そ

の
緩
や
か
な
大
河
と
し
て
、
近
代
の
主
流
を
な
す
こ
と
は
否
定
で
き
ず
、
こ
れ
を
無
視
す
る
か
ぎ
り
、
近
代
を
客
観
的
に
把
握
す

る
こ
と
は
で
き
ぬ
」
一
一

と
ま
で
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
十
八
世
紀
の
啓
蒙
思
想
を
集
大
成
し
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
用
意
し
た
。
他

方
で
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
は
そ
れ
ほ
ど
の
強
い
直
接
的
な
「
近
代
の
主
流
」
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
文
化
と
言
語
を
越
境
す
る
翻
訳
行
為
と
い
う
観
点
に
立
て
ば
、
十
八
世
紀
英
国
の
イ
ー
フ
レ
ム
・
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
に
よ
る

「
百
科
事
典
」
の
仏
語
版
を
デ
ィ
ド
ロ
に
依
頼
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
た
企
て
も
ま
た
、
同
じ
系
譜
上
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

十
九
世
紀
の
英
国
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
に
活
躍
し
た
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
兄
弟
に
よ
る
万
人
の
た
め
の
情
報
を
翻
訳
す
る
行
為
は
、近
代

日
本
語
の
大
事
件
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
文
明
開
化
を
切
望
し
て
い
た
知
的
な
思
考
を
制
度
的
に
構
築
す
る
こ
と
ば
に
と
っ
て
、

画
期
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
は
強
調
し
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
を
源
流
と
す
る
う
ね
り
は
や
が
て
、

近
代
日
本
の
知
の
制
度
を
濁
流
へ
と
巻
き
込
ん
で
い
く
の
だ
か
ら
。 

  

二
．『
百
科
全
書
』
の
視
覚
制
度 

 

西
洋
近
代
に
お
い
て
は
他
の
感
覚
か
ら
分
離
独
立
し
た
視
覚
が
優
位
と
な
っ
て
、
支
配
的
な
地
位
へ
と
押
し
上
げ
ら
れ
た
一
二

。
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明
治
初
期
に
訳
さ
れ
た
文
部
省『
百
科
全
書
』に
お
い
て
、視
る
制
度
が
日
本
で
ど
の
よ
う
に
立
ち
上
が
ろ
う
と
し
て
い
た
の
か
。

近
代
と
視
覚
は
重
要
な
テ
ー
マ
な
の
で
、
本
論
文
の
第
七
章
と
は
異
な
る
角
度
か
ら
視
点
を
変
え
て
論
じ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
は

近
代
の
書
物
を
読
む
た
め
の
視
覚
制
度
を
『
百
科
全
書
』
に
探
る
。 

 書
物
の
制
度―

―

「
目
次
」
と
「
索
引
」 

ド
イ
ツ
の
都
市
マ
イ
ン
ツ
出
身
の
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
（Jo

h
an

n
es G

en
sfleisch

 zu
r L

ad
en

 zu
m

 G
u
ten

berg

）
の
発
明
し
た
活

版
印
刷
機
は
、
書
物
の
大
量
生
産
時
代
を
招
来
し
た
。
そ
の
歴
史
は
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
（H

erb
ert M

arsh
all M

cL
u
h
an

）
の
『
グ
ー

テ
ン
ベ
ル
ク
の
銀
河
系
』
を
引
き
合
い
に
出
す
ま
で
も
な
く
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
一
三

。
た
だ
し
、
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
聖
書
に

は
「
頁
数
」
や
「
索
引
」
と
い
う
メ
タ
情
報
は
な
く
、
こ
れ
ら
を
書
物
の
制
度
と
し
た
の
は
、
十
五
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
で
活
躍
し
た
マ
ヌ
テ
ィ
ウ
ス
（A

ld
u
s P

iu
s M

an
u
tiu

s

）
の
業
績
だ
と
さ
れ
、
ま
た
彼
の
考
案
し
た
八
折
版
は
携
帯
可

能
な
サ
イ
ズ
と
し
て
当
時
の
学
者
の
間
で
流
行
し
て
、
ア
カ
デ
ミ
ア
と
出
版
事
業
の
新
た
な
結
び
つ
き
も
生
ま
れ
た
。
活
字
に
よ

っ
て
両
面
印
刷
さ
れ
た
洋
紙
を
洋
装
に
製
本
し
た
書
物
と
い
う
制
度
は
、
時
と
空
間
を
隔
て
た
近
代
日
本
で
ど
の
よ
う
に
現
象
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

紅
野
謙
介
は
書
物
の
意
匠
形
式
を
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
」（
ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
）
に
な
ぞ
ら
え
て
、「
思
考
と
感
性
の

生
成
変
化
を
言
葉
の
読
み
方
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
る
」
と
指
摘
し
た
一
四

。 

 

読
者
が
書
物
を
開
い
た
と
き
に
、
そ
こ
が
ど
の
位
置
に
あ
た
る
か
を
知
る
指
標
と
し
て
、
ペ
ー
ジ
（
ノ
ン
ブ
ル
）
の
印
刷
が
あ
る
。（
中
略
）

目
次
を
つ
け
、
ペ
ー
ジ
数
と
照
応
す
る
よ
う
に
と
と
の
え
、
読
み
た
い
箇
所
を
随
時
開
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
。
イ
ン
デ
ッ

ク
ス
を
つ
け
て
、
さ
ら
に
便
宜
を
は
か
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
は
自
由
な
ア
ク
セ
ス
を
可
能
に
す
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
同
時
に
そ
の

箇
所
が
何
ペ
ー
ジ
に
あ
た
る
か
を
た
え
ず
意
識
さ
せ
、
全
体
の
連
続
す
る
秩
序
の
な
か
で
位
置
付
け
る
線
条
性
を
う
み
だ
し
て
も
い
た
一
五

。 

  

和
装
本
の
読
書
で
も
再
読
や
検
索
は
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、
読
む
た
め
の
メ
タ
情
報
は
十
分
で
は
な
い
。
他
方
、
西

洋
近
代
の
「
読
ま
せ
る
機
械
」
で
あ
る
洋
装
本
に
は
、「
前
書
き
、
目
次
、
本
文
、
注
、
索
引
」
な
ど
の
書
物
の
制
度
が
入
念
に

実
装
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
分
節
化
を
促
す
と
同
時
に
、「
直
線
的
な
読
書
行
為
」
を
強
い
る
シ
ス
テ
ム
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

言
語
の
制
度
と
し
て
は
、「
人
称
、
時
制
を
初
め
、
明
快
な
主
―
述
関
係
の
構
文
を
規
範
と
す
る
統
辞
論
的
コ
ー
ド
が
そ
の
分
節

化
と
体
系
化
の
二
軸
を
支
え
た
」
こ
と
に
な
る
一
六

。 

二
葉
亭
四
迷
『
浮
雲
』
に
お
け
る
意
匠
と
し
て
の
「
目
次
」
の
新
し
さ
は
、
紅
野
に
よ
れ
ば
、「
目
次
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
。

章
タ
イ
ト
ル
を
本
文
前
に
列
記
す
る
こ
と
は
江
戸
戯
作
に
も
あ
っ
た
か
ら
だ
。
む
し
ろ
注
目
に
値
す
る
の
は
、「
各
章
の
ペ
ー
ジ

数
を
照
合
し
て
入
れ
て
い
る
こ
と
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
伝
統
的
な
「
目
録
」
と
の
違
い
は
、「
目
次
」
に
は
ペ
ー
ジ
数
が
付
い

て
い
る
点
に
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
全
体
の
内
容
を
見
渡
す
だ
け
で
な
く
、「
序
数
に
よ
る
連
続
性
を
受
け
入
れ
る
こ
と
」
が
で

き
、
各
章
が
「
再
読
・
参
照
可
能
な
パ
ー
ト
と
し
て
構
成
さ
れ
た
体
系
の
要
素
と
な
る
」
と
い
う
わ
け
だ
。『
浮
雲
』
の
主
人
公

内
海
文
三
が
ア
ル
バ
イ
ト
で
翻
訳
を
し
て
い
る
と
い
う
の
も
、
何
か
因
縁
め
い
て
い
る
。
西
洋
の
書
物
を
原
書
で
読
む
こ
と
が
で

き
る
立
場
に
い
た
文
三
は
、
ペ
ー
ジ
数
の
付
い
た
「
目
次
」
の
存
在
を
知
る
人
物
な
の
だ
っ
た
。 

 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
起
点
テ
ク
ス
ト
と
な
っ
たC

h
a
m

b
ers’s In

fo
rm

a
tio

n
 fo

r th
e P

eo
p
le

に
は
、
第
一
巻
と
第
二
巻
の
本

文
前
にC

O
N

T
E

N
T

S

と
し
て
、
九
十
二
項
目
の
一
覧
が
頁
数
と
と
も
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
各
項
目
の
本
文
中
の
章
立
て
は

「
目
次
」
と
し
て
別
立
て
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
他
方
で
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
で
は
、
早
い
時
期
か
ら
「
目
録
」

や
「
目
次
」
と
い
う
名
目
で
、
本
文
前
に
別
立
て
さ
れ
た
一
覧
が
付
け
ら
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
そ
の
様
式
は
各
編
で
統
一
さ
れ

て
は
お
ら
ず
、
有
隣
堂
版
で
は
ふ
ぞ
ろ
い
の
ま
ま
で
分
冊
本
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
合
本
に
な
っ
て
い
る
。
整
え
ら
れ
た
「
目
次
」

が
登
場
す
る
の
は
、
最
終
的
な
丸
善
版
の
合
本
ま
で
待
た
な
く
て
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
各
種
異
本
を

比
較
し
て
み
る
と
、
最
初
期
の
和
装
二
巻
で
出
さ
れ
た
零
本
か
ら
丸
善
版
の
合
冊
本
に
至
る
ま
で
、
明
治
初
期
の
十
年
の
間
で
書
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物
の
制
度
が
大
き
く
変
容
し
た
こ
と
が
顕
著
で
あ
る
。
本
を
読
む
た
め
の
制
度
の
出
来
事
を
も
記
憶
す
る
の
が
、
文
部
省
『
百
科

全
書
』
の
出
版
史
な
の
だ
。
小
森
陽
一
は
「
物
と
し
て
の
書
物
」
に
つ
い
て
、「
物
と
し
て
の
出
版
形
態
の
中
に
は
、
物
の
レ
ベ

ル
で
の
文
明
開
化
の
様
態
、
和
と
洋
の
混
在
す
る
在
り
方
が
刻
印
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
書
物
」
と
い
う
制
度
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
一
七

。 

テ
ク
ス
ト
の
メ
タ
情
報
と
し
て
の
頁
数
表
記
の
有
無
は
、
テ
ク
ス
ト
の
読
ま
れ
方
に
影
響
す
る
。
近
世
か
ら
引
き
継
い
だ
和
装

本
で
も
、「
丁
」
や
「
葉
」
と
い
う
文
字
が
二
頁
分
に
相
当
す
る
情
報
と
し
て
、
各
半
紙
の
折
り
目
に
記
載
さ
れ
て
い
た
。
し
か

し
当
時
、
そ
の
情
報
は
書
物
と
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
「
目
次
」
や
「
索
引
」
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
一
八

。
文
部
省
『
百

科
全
書
』
の
多
様
な
異
本
に
お
い
て
、
前
近
代
的
な
「
目
録
」
と
ペ
ー
ジ
数
の
付
い
た
近
代
的
「
目
次
」
が
混
在
す
る
あ
り
よ
う

は
興
味
深
い
。
最
終
的
な
丸
善
版
合
冊
本
に
お
い
て
頁
数
表
記
の
「
目
次
」
に
落
ち
着
い
た
結
末
は
、
西
洋
近
代
の
書
物
と
し
て

の
制
度
を
も
翻
訳
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。 

さ
て
、
近
代
書
物
の
「
目
次
」
と
並
ぶ
も
う
ひ
と
つ
の
制
度
と
し
て
、「
索
引
」
を
少
し
詳
し
く
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。
夏

目
漱
石
『
三
四
郎
』
で
は
、
美
禰
子
が
三
四
郎
に
こ
う
言
う
。「
あ
な
た
は
索
引
の
附
い
て
ゐ
る
人
の
心
さ
え
中
て
て
見
様
と
な

さ
ら
な
い
呑
気
な
方
だ
の
に
」。
こ
こ
で
の
「
索
引
」
は
何
か
を
探
し
出
す
装
置
と
し
て
、
他
者
の
内
心
を
検
索
す
る
比
喩
で
あ

る
。「
索
引
」
が
付
く
書
物
と
い
う
の
は
主
と
し
て
専
門
的
な
学
術
書
だ
か
ら
、
美
禰
子
と
い
う
人
物
は
そ
の
よ
う
な
書
物
を
知

る
世
界
に
生
き
る
イ
ン
テ
リ
女
性
な
の
だ
。こ
の
会
話
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、い
く
つ
か
の
条
件
が
揃
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
も
そ
も
「
索
引
」
と
い
う
検
索
装
置
は
、
明
治
期
の
書
物
に
お
い
て
制
度
化
さ
れ
て
い
た
の
か
。 

「
索
引
」
と
は
、
英
語ind

ex

の
訳
語
で
あ
る
。
中
国
語
で
は
音
訳
し
て
「
引
得
」
と
し
て
い
る
。
人
名
・
地
名
・
文
献
名
・

件
名
・
事
項
名
な
ど
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
抽
出
し
、
五
十
音
順
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
、
イ
ロ
ハ
順
な
ど
一
定
の
順
序
で
配
列
し
て
、

本
文
掲
載
の
頁
数
を
示
し
、
巻
末
に
掲
載
さ
れ
た
り
、
別
冊
と
し
て
総
索
引
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
一
九

。 

 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
先
立
つ
江
戸
期
の
西
洋
翻
訳
百
科
事
典
『
厚
生
新
編
』
に
つ
い
て
解
説
し
な
が
ら
、
杉
本
つ
と
む
は

近
代
以
前
の
日
本
に
お
け
る
百
科
事
典
の
特
色
を
説
明
し
て
い
る
。 

 

日
本
に
も
辞
典
と
し
て
、
中
世
に
日
本
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
、〈
イ
ロ
ハ
〉
グ
ル
ー
プ
に
語
彙
を
ま
と
め
、
検
索
し
や
す
く
し
た
『
節
用
集
』

な
ど
国
語
辞
典
が
編
集
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
文
明
十
六
年
（
一
四
八
四
）
成
立
の
『
温
故
知
新
書
』（
大
伴
広
公
、
三
冊
）
は
、
五
十
音

順
に
項
目
を
分
類
排
列
し
て
い
る
し
、『
文
明
本
節
用
集
』
も
文
明
年
間
（
一
四
六
九―

八
七
）
に
成
立
し
た
も
の
で
、
こ
れ
は
イ
ロ
ハ
順

に
部
を
分
け
、
各
部
を
語
の
意
義
に
よ
っ
て
さ
ら
に
数
門
に
分
け
て
い
る
。（
中
略
）
江
戸
時
代
、
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
出
版
の
本
格

的
百
科
事
典
『
和
漢
三
才
図
会
』（
寺
島
良
安
。
百
五
巻
）
に
よ
り
、
イ
ロ
ハ
順
に
も
項
目
を
並
べ
る
索
引
付
き
百
科
事
典
が
編
集
刊
行
さ

れ
た
二
〇

。 

 

さ
ら
に
江
戸
期
に
は
、
国
学
者
が
「
類
字
」「
類
語
」「
類
句
」「
類
標
」
な
ど
と
い
う
名
称
で
古
典
検
索
用
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を

個
人
的
に
作
成
し
た
も
の
も
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
格
的
な
「in

d
ex

 =
 

索
引
」
が
広
く
一
般
的
に
な
る
の
は
、
近
代
と

い
う
時
代
に
お
い
て
で
あ
る
。
も
っ
と
も
近
代
的
な
「
索
引
」
は
な
か
な
か
定
着
せ
ず
、
次
の
よ
う
な
「
索
引
」
を
め
ぐ
る
内
田

魯
庵
の
逸
話
も
残
さ
れ
て
い
る
。 

 

明
治
の
末
年
、
よ
う
や
く
列
強
に
伍
し
て
近
代
国
家
の
仲
間
入
り
が
で
き
、
出
版
文
化
の
分
野
で
も
大
量
出
版
が
一
般
化
し
た
頃
、
文
学

者
内
田
魯
庵
は
丸
善
に
在
り
広
く
東
西
の
知
識
を
注
入
し
て
出
版
や
読
書
文
化
の
問
題
に
、
啓
蒙
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
彼
は
、
当

時
某
出
版
社
が
古
書
復
刻
に
あ
た
り
、
索
引
を
つ
け
る
と
公
約
し
な
が
ら
数
年
も
放
置
し
た
あ
げ
く
、「
日
本
の
読
書
界
は
い
ま
だ
索
引
時

代
に
到
ら
ず
」
と
強
弁
し
、
世
間
一
般
も
こ
れ
を
怪
し
ま
な
い
の
に
対
し
、
〝
こ
れ
を
要
す
る
に
、〈
索
引
〉
へ
の
認
識
不
足
か
ら
来
る
も

の
で
あ
り
、
索
引
を
も
含
め
た
ビ
ブ
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
こ
そ
書
籍
界
の
地
理
書
で
あ
る
〟
と
、
読
書
人
の
注
意
を
喚
起
し
た
（
読
書
日
記 

明
治
四
十
二
年
十
月
「
学
燈
」）
―
―
が
こ
れ
と
て
決
し
て
古
い
過
去
の
物
語
で
は
な
い
二
一

。 
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「
索
引
」
と
い
う
制
度
に
よ
っ
て
書
物
の
検
索
が
容
易
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
索
引
」
は
読
者
へ
の
便
宜
を
図
っ
た
工
夫

で
あ
る
。
と
同
時
に
、
書
物
の
管
理
シ
ス
テ
ム
で
も
あ
る
。
探
し
も
の
へ
と
最
短
距
離
で
到
着
で
き
る
便
利
さ
と
引
き
換
え
に
、

途
中
で
見
る
は
ず
で
あ
っ
た
景
色
は
無
視
さ
れ
る
の
だ
。
だ
か
ら
、
お
の
ず
と
読
み
の
行
為
も
変
容
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、

「
索
引
」
を
用
い
た
検
索
が
と
り
わ
け
有
効
に
機
能
す
る
の
は
、
情
報
の
配
列
が
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
で
も
イ
ロ
ハ
順
で
も
な
い

書
物
に
お
い
て
で
あ
る
。 

 

田
口
卯
吉
（
鼎
軒
）
が
『
日
本
社
会
事
彙
』
の
跋
文
で
、「
真
正
の
百
科
全
書
に
あ
ら
ず
チ
ヤ
ム
バ
ー
の
「
イ
ン
フ
ヲ
メ
ー
シ

ョ
ン
」
な
り
」
と
し
て
い
た
の
は
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
が
大
項
目
に
分
類
さ
れ
たC

h
a
m

b
ers’s In

fo
rm

a
tio

n
 fo

r th
e P

eop
le

の
翻
訳
で
あ
り
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
配
列
さ
れ
たen

cy
clop

ed
ia

（
い
わ
ゆ
る
「
百
科
事
典
」）
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
あ

っ
た
。
こ
の
点
で
、
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
社
か
ら
ほ
ぼ
同
時
期
に
出
さ
れ
たC

h
a
m

b
ers's 

E
n
cyclo

pa
ed

ia

（
一
八
六
〇―

六
八
年
初

版
）
や
十
八
世
紀
の
イ
ー
フ
レ
ム
・
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
に
よ
るC

yclo
p
a
edia

と
は
異
な
る
。
だ
か
ら
、C

h
a
m

bers’s In
fo

rm
a
tio

n
 fo

r 

th
e P

eo
p
le

で
は
、
項
目
を
検
索
す
る
装
置
が
必
須
と
な
る
の
だ
。 

 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
起
点
テ
ク
ス
ト
（
全
二
巻
）
に
は
、
第
一
巻
と
第
二
巻
の
巻
末
に
そ
れ
ぞ
れIN

D
E

X
, G

L
O

S
S

A
R

Y
 

O
F

 T
E

R
M

S
, T

IT
L

E
S

, &
c. 

と
し
て
、「
索
引
」
が
つ
い
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
文
部
省
版
分
冊
本
、
有
隣
堂
版
合
冊
本
、

そ
の
他
民
間
書
肆
の
翻
刻
分
冊
本
に
は
「
索
引
」
は
見
当
た
ら
ず
、
索
引
」
の
登
場
は
丸
善
版
合
冊
本
ま
で
待
た
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
丸
善
版
の
最
終
に
「
総
索
引
」
が
別
冊
と
し
て
一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
に
出
版
さ
れ
た
の
だ
。
こ
の
別
冊
は
日
本
語

版
と
し
て
独
自
に
編
纂
し
た
内
容
で
あ
り
、
凡
例
に
六
頁
分
が
割
か
れ
、「
索
引
」
本
体
が
九
〇
頁
分
に
わ
た
る
。
凡
例
の
冒
頭

で
、「
此
索
引
ハ
百
科
全
書
中
概
ネ
日
用
須
知
ノ
各
件
ヲ
挙
ゲ
而
シ
テ
捜
索
ニ
便
セ
ン
タ
メ
以
呂
波
分
ニ
類
纂
セ
ル
者
ナ
リ
」
と

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
イ
ロ
ハ
順
に
配
列
さ
れ
て
巻
・
ペ
ー
ジ
数
の
記
載
が
あ
る
。
だ
が
、『
天
文
学
』
に
始
ま
る
各
編
ご
と
に

分
類
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
現
代
の
「
索
引
」
に
慣
れ
た
身
に
は
非
常
に
使
い
づ
ら
い
。 

 

明
治
十
八
年
一
月
『
百
科
全
書 

索
引
』
丸
善
商
社
出
版 
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不
思
議
な
「
索
引
」
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
索
引
」
と
は
何
か
を
考
え
る
と
、
そ
の
機
能
を
果
た
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

書
物
全
体
を
網
羅
的
に
検
索
す
る
た
め
の
「
索
引
」
と
し
て
使
え
な
い
の
だ
。
作
成
者
はin

d
ex

に
つ
い
て
十
分
に
理
解
し
て
い

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、と
も
か
く
も
西
洋
近
代
の
書
物
を
擬
態
し
た「
索
引
」と
い
う
制
度
を
導
入
し
て
み
た
の
で
あ
ろ
う
。

奥
付
に
は
「
定
価
金
五
十
銭
」
と
印
刷
さ
れ
て
い
る
の
で
、
別
売
り
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
ど
れ
ほ
ど
の
読
者
が
こ
の
「
索

引
」
を
利
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
戸
惑
う
読
者
の
情
景
が
思
い
浮
か
ぶ
ば
か
り
で
あ
る
。 

 

奥
付 

  

明
治
十
七
年
十
二
月
二
十
四
日
出
版
御
届 

明
治
十
八
年
一
月
出
版 

 

編
輯
兼
出
版
人 

東
京
府
平
民 

丸
屋
善
七 
東
京
府
下
日
本
橋
区
通
三
丁
目
十
四
番
地 

定
価
金
五
十
銭 

 
 美

術
と
い
う
制
度 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
お
け
る
「
目
次
」
と
「
索
引
」
と
い
う
近
代
書
物
の
装
置
を
眺
め
て
き
た
が
、
さ
ら
に
別
の
角
度
か

ら
近
代
の
視
る
制
度
を
論
じ
て
お
き
た
い
。
日
本
美
術
史
で
は
周
知
の
こ
と
だ
が
、「
美
術
」
と
い
う
こ
と
ば
は
翻
訳
語
と
し
て

の
近
代
日
本
語
の
宿
命
を
引
き
受
け
て
い
る
。
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
六
月
に
岩
倉
使
節
団
一
行
は
ウ
ィ
ー
ン
で
万
国
博
覧
会

を
見
学
し
て
お
り
、
帰
朝
後
の
『
米
欧
回
覧
実
記
』
に
お
い
て
、「
第
八
十
三
巻 

万
国
博
覧
会
見
聞
ノ
記 

下
」
に
次
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
二
二

。 

 

元
来
欧
州
ノ
画
法
ハ
、
全
ク
写
生
ヲ
主
ト
シ
、
真
景
真
貌
ヲ
写
出
シ
、
法
ヲ
天
然
ニ
ト
ル
モ
ノ
ニ
テ
、
山
水
風
景
ヲ
写
ス
ニ
モ
、
虚
構
ノ

図
取
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ナ
シ
、
必
ス
其
地
ニ
就
テ
、
実
景
ヲ
視
テ 

  

西
洋
画
を
鑑
賞
し
て
、「
写
生
」「
真
景
」「
真
貌
」
と
い
う
用
語
で
そ
の
特
徴
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

北
澤
憲
昭
の
一
連
の
著
作
に
よ
れ
ば
、「
美
術
」
と
い
う
語
は
、
奇
し
く
も
こ
の
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
の
ウ
ィ
ー
ン
万
国

博
覧
会
に
関
す
る
政
府
文
書
に
初
め
て
登
場
し
た
翻
訳
語
で
あ
る
二
三

。
前
年
の
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
一
月
の
太
政
官
布
告

に
添
付
さ
れ
た
「
澳
国
維
納
博
覧
会
出
品
心
得
」
の
第
二
条
に
あ
た
る
出
品
分
類
表
「
第
二
十
二
区
」
に
あ
る
の
が
初
出
だ
と
い

う
。
ド
イ
ツ
語
原
文
に
は
英
語
も
添
え
ら
れ
て
い
た
。 

 

D
arstellung der W

irksam
keit der K

unstgew
erbe-M

useen. 

R
epresentation of the Influence of M

useum
s of fine A

rts applied to Industry. 

 ド
イ
ツ
語
のK

un
stg

ew
erb

e

はK
un

st

とG
ew

erb
e

―
―
英
語
で
お
よ
そ
相
当
す
る
の
はart

とtrad
e

―
―
か
ら
成
る
単
語
で
、

む
し
ろ
「
工
芸
」
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
に
近
い
。
実
際
の
訳
文
は
、「
美
術
〈
西
洋
ニ
テ
音
楽
、
画
学
、
像
ヲ
作
ル
術
、
詩
学
等

ヲ
美
術
ト
云
フ
〉
ノ
博
覧
場

ム

ゼ

ウ

ム

ヲ
工
作
ノ
為
ニ
用
フ
ル
事
」
と
い
う
文
面
で
あ
り
、「
美
術
」
の
語
の
直
後
に
あ
る
注
釈
で
明
ら
か

な
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
「
美
術
」
は
音
楽
や
文
学
も
含
む
、
今
日
の
い
わ
ゆ
る
「
芸
術
」
の
意
味
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
「
美
術
」

は
視
覚
芸
術
に
限
ら
ず
、
今
日
の
「
芸
術
」
と
い
う
意
味
で
誕
生
し
た
の
だ
。
ち
な
み
に
「
芸
術
」
は
、
近
世
に
お
い
て
は
「
学

芸
・
技
術
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
ば
で
あ
る
が
、art

の
翻
訳
語
と
し
て
明
治
三
十
年
代
に
定
着
す
る
。 

翻
訳
語
の
「
美
術
」
と
い
う
こ
と
ば
が
現
在
の
よ
う
に
視
覚
芸
術
に
絞
り
込
ま
れ
た
要
因
に
つ
い
て
、
北
澤
は
「
近
代
化
の
推
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進
に
お
い
て
視
覚
が
重
要
な
働
き
を
す
る
と
い
う
認
識
が
、
明
治
の
早
い
時
期
に
成
り
立
っ
て
い
た
」
こ
と
を
挙
げ
、
当
初
は
今

日
の
「
芸
術
」
の
意
味
で
あ
っ
た
翻
訳
語
「
美
術
」
が
そ
の
意
味
を
変
容
さ
せ
て
い
く
過
程
、
つ
ま
り
「
美
術
が
視
覚
芸
術
に
絞

り
込
ま
れ
て
ゆ
く
過
程
に
は
、
近
代
化
に
お
け
る
視
覚
の
優
位
と
い
う
こ
と
が
大
き
く
作
用
し
て
い
た
」
と
す
る
二
四

。
だ
か
ら

た
と
え
ば
博
覧
会
は
、「
見
る
こ
と
の
文
明
開
化
」
の
場
と
し
て
、
明
治
政
府
が
文
明
開
化
政
策
を
進
め
る
う
え
で
の
装
置
と
し

て
積
極
的
に
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
翻
訳
語
と
し
て
の
「
美
術
」
の
意
味
が
絞
り
込
ま
れ
な
が
ら
、
そ
の
概
念
が
ど
の

よ
う
に
変
化
し
た
の
か
と
い
う
具
体
的
な
過
程
は
、
学
校
や
展
覧
会
そ
し
て
博
覧
会
な
ど
の
、「
美
術
」
を
め
ぐ
る
制
度
と
リ
ン

ク
す
る
。
博
覧
会
・
博
物
館
行
政
の
リ
ー
ダ
ー
だ
っ
た
大
久
保
利
通
が
、「
夫
人
心
ノ
事
物
ニ
触
レ
其
感
動
識
別
ヲ
生
ズ
ル
ハ
悉

ク
眼
視
ノ
力
ニ
由
ル
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、「
眼
視
ノ
力
」
に
注
目
し
た
の
は
こ
の
た
め
な
の
だ
。「
博
物
館
の
分
類
か
ら
「
書
画
」

と
い
う
語
が
消
え
る
の
は
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）、
博
物
館
が
帝
国
博
物
館
と
な
っ
た
と
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
芸
術
」

に
代
わ
っ
て
「
美
術
」
と
い
う
語
が
大
き
な
分
類
体
系
に
登
場
す
る
の
と
時
を
同
じ
く
し
て
い
た
」
と
北
澤
は
指
摘
す
る
二
五

。 

 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
お
い
て
「
美
術
」
は
、fin

e art

の
訳
語
と
し
て
出
現
す
る
。
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
の
川
本
清

一
訳
・
久
保
吉
人
校
『
人
心
論
』
はT

H
E

 H
U

M
A

N
 M

IN
D

と
い
う
項
目
の
翻
訳
で
あ
る
が
、
以
下
の
よ
う
な
文
脈
で
「
美
術
」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 

第
二
、
智
力 

智
力
ハ
他
ノ
官
能
ト
相
結
ヒ
テ
働
ク
ニ
多
少
ノ
度
ア
リ
学
術
ハ
此
力
ノ
独
行
専
発
ス
ル
最
良
ノ
例
ナ
リ
情
ノ
感
応
力
ト
相
結
フ
ト
キ
ハ

美
術
其
最
大
ナ
ル
成
果
ト
ナ
リ
又
実
用
ノ
目
的
ニ
テ
意
力
ノ
侍
婢
ト
ナ
ル
時
ハ
工
業
職
業
ノ
合
シ
高
尚
ナ
ル
モ
ノ
ト
ナ
ル 

T
H

E
 IN

T
E

L
L

E
C

T
 

Intellect m
ay w

ork in different degrees of com
bination w

ith the rem
aining functions of the m

ind. S
cience is the best exam

ple of its 

pure m
anifestation. W

hen blended
 w

ith E
m

otion, the m
ost interesting product is F

ine A
rt; as the handm

aid of V
olition, directed to 

practical ends, it yields the higher com
binations of Industry and B

usiness. 

 

美
術
ノ
感
応 

五
官
ノ
中
聴
視
ノ
感
覚
ト
上
文
ニ
記
ス
ル
感
応
ハ
美
術
ノ
由
テ
起
ル
基
ニ
シ
テ
其
他
之
ニ
関
係
ス
ル
モ
ノ
ア
レ
ト
モ
其
名
ヲ
挙
ク
ル
ニ
過

キ
サ
ル
ノ
ミ 

E
m

otions of F
ine A

rt 

T
he sensations of the tw

o higher senses, H
earing and S

ight, and the sim
ple em

otions above recited, enter into fine-art com
positions; 

w
hile there are a few

 additional sources of interest w
hich w

e can do little m
ore than nam

e. 

  

「
智
力
」（in

tellect

）
と
「
情
ノ
感
応
力
」（em

o
tio

n

）
が
融
合
し
て
、「fin

e art =
 

美
術
」
と
い
う
成
果
物
が
生
成
さ
れ
る
。

あ
る
い
は
、「
聴
視
ノ
感
覚
」（h

earin
g
 an

d
 sig

h
t

）
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
は
、「
美
術
」
は
明
ら

か
に
視
覚
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。
一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
の
菊
池
大
麓
訳
『
修

辞
及
華
文
』（R

H
E

T
R

IC
 A

N
D

 B
E

L
L

E
S

-L
E

T
T

R
E

S

）
の
一
節
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。 

 

富ビ
ウ

麗テ
ー 

文
体
ノ
富
麗
ハ
大
抵
其
文
章
ノ
前
後
調
和
適
合
シ
テ
照
応
ノ
互
ニ
整
齊
ス
ル
ヨ
リ
生
ス
ル
ノ
結
果
タ
ル
コ
ト
疑
フ
可
ラ
サ
ル
ナ
リ
」
盖
シ

全
文
ノ
其
論
旨
ニ
合
ス
ル
者
條
目
ノ
其
秩
序
ヲ
紊
サ
ヽ
ル
者
体
製
ノ
主
意
ニ
適
ス
ル
者
語
音
ノ
意
味
ニ
応
ス
ル
者
各
々
他
ノ
絢
爛
ノ
景
状

ト
玲
瓏
ノ
詞
韻
ト
ニ
相
契
合
シ
テ
正
ニ
始
テ
文
章
富
麗
ノ
源
ヲ
ナ
ス
ヘ
キ
ナ
リ
抑
々
文
章
亦
美
術
ノ
一
部
ニ
シ
テ
能
ク
其
妙
奥
ニ
達
ス
ル

ト
キ
ハ
富
麗
ハ
自
然
ニ
生
セ
サ
ル
ヲ
得
ス 

B
eauty 
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T
he beauties of style are unquestionably for the m

ost part the result of harm
ony, fitness, and keeping in the various parts of the 

com
position. T

he adaptation of the w
hole to its end, the order and harm

ony of all the particulars, the suiting of the style to the m
atter, 

and of the sound to the sense, all com
bined w

ith the choice of im
ages pictorially beautiful, and of w

ords and cadences m
usically 

m
elodious, are the leading particulars that constitute the beautiful in literary art. W

hen com
position, considered as a fine art, perfectly 

succeeds in its aim
, it m

ust needs (sic.) be beautiful. 

  

「
文
体
ノ
富
麗
」（th

e b
eau

ties o
f sty

le

）
を
論
じ
る
な
か
で
、
文
章
が
「fin

e art =
 

美
術
」
の
一
部
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
の
「
美
術
」
も
ま
た
、
視
覚
芸
術
よ
り
も
広
義
の
も
の
で
あ
る
。
文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
お
い
て
も
、「
美
術
」
はfin

e art

と
い
う
「
芸
術
」
を
広
義
に
指
標
す
る
翻
訳
語
で
あ
り
、「
文
学
」
さ
え
も
網
羅
す
る
こ
と
ば
で
あ
っ
た
の
だ
。 

狭
義
の
視
覚
芸
術
と
い
う
制
度
に
つ
い
て
は
、「
画
学
」
と
い
う
文
部
省
の
教
育
制
度
が
手
が
か
り
と
な
ろ
う
。
十
九
世
紀
の

図
画
教
育
は
、
幾
何
学
と
博
物
学
に
基
づ
い
て
体
系
化
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
直
線
、
曲
線
、
単
形
、
紋
形
、
日
常
器
物
、
植

物
、
動
物
、
人
間
、
風
景
な
ど
と
い
う
順
番
が
決
め
ら
れ
て
お
り
、
前
半
は
幾
何
学
、
後
半
は
博
物
学
に
相
当
す
る
。
日
本
の
初

期
図
画
教
育
は
西
洋
か
ら
取
り
入
れ
た
内
容
で
、
西
洋
画
的
な
物
の
見
方
・
イ
メ
ー
ジ
を
学
ぶ
場
で
あ
っ
た
。 

戦
後
の
日
本
で
は
一
九
四
七
年
に
出
さ
れ
た
学
校
教
育
法
施
行
規
則
に
よ
り
、
戦
前
の
「
図
画
」
と
「
工
作
」
を
統
合
す
る
「
図

画
工
作
」
と
い
う
新
教
科
が
小
・
中
学
校
に
で
き
た
が
、
こ
の
「
図
画
」
は
、
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
頒
布
の
学
制
に
お
け
る

「
画
学
」（
の
ち
に
「
図
画
」
に
改
称
）
に
遡
る
。
も
っ
と
も
幕
末
の
開
成
所
で
も
「
画
学
」
教
育
は
実
施
さ
れ
て
お
り
、
一
八

六
四
（
元
治
元
）
年
の
「
稽
古
規
則
覚
書
」
に
も
「
画
学
」
と
い
う
教
科
が
含
ま
れ
て
い
た
。 

 

そ
も
そ
も
「
画
学
」
と
は
、
西
洋
に
お
け
る
「
素
描
」（
英d

raw
ing

、
仏d

essin
な
ど
）
と
い
う
教
科
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
幕
府

が
導
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
西
洋
諸
国
で
は
十
八
世
紀
後
半
以
降
、「
素
描
学
校
」
が
設
置
さ
れ
、
十
九
世
紀
に
入
る
と
普
通
教

育
の
な
か
で
「
素
描
」
を
教
え
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
と
い
う
二
六

。
英
国
で
は
一
八
五
一
年
の
ロ
ン
ド
ン
万
国
博
覧
会
を
契
機

に
工
芸
に
対
す
る
図
画
の
重
要
性
を
自
覚
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。大
陸
諸
国
の
工
芸
意
匠
が
英
国
よ
り
も
優
れ
て
い
る
の
は

図
画
教
育
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
英
国
で
も
図
画
教
育
に
力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
時
を
同
じ
く
し
て
、
幕

末
明
治
初
期
の
日
本
で
も
西
洋
式
のd

raw
in

g

が
「
画
学
」
と
し
て
学
校
教
育
の
科
目
と
し
て
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

写
真
と
い
う
制
度 

単
眼
の
固
定
し
た
視
点
で
立
体
空
間
を
平
面
的
に
捉
え
る
線
遠
近
法
（
透
視
図
法
）
は
、「
暗
室
」
と
い
う
意
の
カ
メ
ラ
・
オ

ブ
ス
キ
ュ
ラ
（cam

era o
b
scu

ra

）
と
い
う
装
置
の
応
用
で
あ
る
。
こ
の
し
く
み
を
科
学
的
に
発
展
さ
せ
た
技
術
に
よ
る
「
写
真
」

と
い
う
「
コ
ー
ド
の
な
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
」（
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
）
に
よ
っ
て
、
近
代
の
視
覚
は
究
極
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
獲
得
し
た

の
だ
ろ
う
か
。 

西
洋
に
お
け
る
写
真
の
発
明
は
、
明
治
維
新
の
三
十
年
ほ
ど
前
に
遡
る
。
十
九
世
紀
前
半
に
複
数
の
発
明
家
に
よ
る
成
功
例
が

残
さ
れ
て
い
る
が
、
最
も
早
い
の
は
フ
ラ
ン
ス
の
ニ
エ
プ
ス
（Jo

sep
h N

icép
h
o
re N

iép
ce

）
が
写
し
た
風
景
写
真
で
あ
っ
た
（
現

存
す
る
最
古
の
作
品
は
一
八
二
六
年
）。
だ
が
彼
の
ヘ
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
（h

élio
g
rap

h
ie

）
の
手
法
で
は
画
像
が
不
鮮
明
で
あ
り
、

後
に
名
を
残
し
た
の
は
共
同
研
究
者
の
ダ
ゲ
ー
ル
（L

ou
is Jacq

u
es M

an
d
é D

ag
u
erre

）
が
一
八
三
九
年
に
公
表
し
た
実
用
的
な

写
真
技
法
で
あ
る
。
こ
の
ダ
ゲ
レ
オ
タ
イ
プ
（
銀
板
写
真
）
が
、
長
崎
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
経
由
で
一
八
四
八
（
嘉
永
元
）
年
、
幕

末
の
日
本
に
渡
来
し
た
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
二
七

。 

た
だ
し
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
キ
ュ
ラ
の
し
く
み
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
す
で
に
蘭
学
者
に
知
ら
れ
て
い
た
。

一
七
八
八
（
天
明
八
）
年
序
・
一
七
九
九
（
寛
政
十
一
）
年
刊
の
大
槻
玄
沢
（
磐
水
）『
蘭
説
弁
惑
』
や
一
七
九
八
（
寛
政
十
）

年
の
森
島
中
良
『
蛮
語
箋
』
な
ど
で
は
、「
写
真
鏡
」
と
し
て
登
場
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
八
四
八
（
嘉
永
元
）
年
の
箕
作
阮

甫
『
改
正
増
補
蛮
語
箋
』
で
は
、「
ド
ン
ク
ル
カ
ー
ム
ルd

on
k
er k

am
er

」（d
ark

 roo
m

）
を
「
写
真
鏡
」、「
ダ
ゲ
ユ
ロ
テ
イ
ペ
ン

d
ag

eu
ro

typ
en

」（d
agu

erreo
typ

e

）
を
「
印
象
鏡
」
と
し
て
差
異
化
し
て
い
る
の
だ
（
第
一
巻
「
器
財
」
の
項
、
四
十
丁
）。 
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近
代
日
本
の
写
真
揺
籃
期
に
お
い
て
銀
板
写
真
の
技
法
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
呼
称
を
得
て
い
る
。
明
治
の
事
物
起
源
を
集
成
し
た

石
井
研
堂
に
よ
る
と
、「
印
象
鏡
」
の
他
に
も
、
書
簡
な
ど
で
は
「
印
影
鏡
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
二
八

。
一
八
五
一
（
嘉

永
四
）
年
に
川
本
幸
民
は
銀
板
実
験
を
行
っ
て
お
り
、
一
八
五
四
（
安
政
元
）
年
の
川
本
幸
民
訳
『
遠
西
奇
器
述
』
で
は
、「
直

写
影
鏡
」
と
し
て
ダ
ゲ
レ
オ
タ
イ
プ
の
銀
板
写
真
術
が
図
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
八
六
二
（
文
久
二
）
年
の
上
野
彦
馬
『
舎

密
局
必
携
』
で
は
、
巻
末
の
附
録
に
「
撮
影
術
」「
撮
影
石
版
術
」
の
説
明
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
職
業
写
真
師
の
開
祖
と
言
わ

れ
る
長
崎
の
上
野
彦
馬
は
、
医
学
伝
習
所
で
ポ
ン
ぺ
か
ら
舎
密
学
の
指
導
を
受
け
た
人
物
で
あ
る
。 

西
洋
で
の
写
真
技
法
の
進
展
は
、
英
国
の
ア
ー
チ
ャ
ー
（F

red
erick

 S
co

tt A
rch

er

）
が
一
八
五
一
年
に
コ
ロ
ジ
オ
ン
・
プ
ロ
セ

ス
（
湿
板
写
真
）
を
、
そ
し
て
一
八
七
一
年
に
は
英
国
の
マ
ド
ッ
ク
ス
（R

ich
ard

 L
each

 M
add

o
x

）
が
ゼ
ラ
チ
ン
乾
板
を
発
表

す
る
に
至
る
。
日
本
で
は
安
政
年
間
か
ら
明
治
半
ば
ま
で
湿
板
写
真
が
普
及
し
、
そ
の
後
は
乾
板
時
代
へ
と
移
行
し
た
。
一
八
六

七
―
六
八
（
慶
応
三
―
明
治
元
）
年
の
柳
川
春
三
訳
述 

『
写
真
鏡
図
説
』
で
は
、
一
八
五
〇
、
六
〇
年
代
の
西
洋
各
国
の
複
数

の
書
物
を
参
考
に
し
て
、
湿
板
技
法
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
。 

「
写
真
鏡
」
と
訳
さ
れ
た
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
キ
ュ
ラ
は
主
に
風
景
を
映
し
た
が
、
ダ
ゲ
レ
オ
タ
イ
プ
は
人
の
姿
を
映
す
道
具
と

し
て
使
用
さ
れ
た
。
だ
か
ら
人
の
姿
と
い
う
意
味
の
「
影
」
を
用
い
て
、「
印
影
鏡
」
と
訳
さ
れ
た
の
で
あ
る
二
九

。
推
測
の
域
を

出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
湿
板
技
法
の
コ
ロ
ジ
オ
ン
・
プ
ロ
セ
ス
を
ダ
ゲ
レ
オ
タ
イ
プ
の
「
印
象
鏡
」「
印
影
鏡
」
と
区
別
す
る

た
め
に
、「
写
真
」
と
い
う
こ
と
ば
が
再
登
場
と
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
明
治
初
期
の
湿
板
時
代
に
は
プ

ロ
の
「
写
真
師
」
も
活
躍
し
、「
写
真
」
と
い
う
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
定
着
し
て
い
く
。
石
井
研
堂
も
述
べ
る
よ
う
に
、「
開
国
万
延

頃
よ
り
は
、
国
人
一
般
に
、
写
真
鏡
に
て
通
用
せ
り
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
三
〇

。 

 

そ
も
そ
も
「
写
真
」
と
は
、「
真
」
を
「
写
」
す
と
い
う
漢
字
二
字
か
ら
成
る
漢
語
で
あ
り
、
か
つ
て
は
「
写
生
」
や
「
写
実
」

の
意
味
と
も
通
じ
て
い
た
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
第
二
版
）
の
語
誌
に
よ
れ
ば
、「
本
来
は
神
仏
や
貴
人
な
ど
を
描
い
た
絵
」

を
指
し
、「
西
洋
の
画
法
が
蘭
学
者
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
か
ら
は
、
あ
り
の
ま
ま
に
描
く
と
い
う
技
法
す
な
わ
ち
「
写
生
」
の

意
味
で
も
、
ま
た
そ
の
技
法
で
描
か
れ
た
絵
を
指
す
こ
と
も
あ
っ
た
」
と
い
う
。
そ
し
て
、「
江
戸
時
代
末
期
に
あ
り
の
ま
ま
の

姿
が
機
械
に
よ
っ
て
写
さ
れ
た
画
像
が
舶
来
し
、
英
語p

ho
to

g
raph

 

の
訳
語
と
し
て
、「
写
真
」
が
こ
れ
に
転
用
さ
れ
た
」
と
す

る
の
が
一
般
的
な
説
明
で
あ
る
。
つ
ま
り
「ph

o
to

grap
h
 =

 

写
真
」
と
い
う
等
価
は
、
翻
訳
語
と
し
て
転
用
さ
れ
た
結
果
な
の
で

あ
る
。 

 

佐
藤
道
信
は
「
写
実
」「
写
真
」「
写
生
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
語
義
が
重
な
り
な
が
ら
ず
れ
て
い
る
点
を
論
じ
て
い
る
三
一

。

最
終
的
に
はph

o
to

g
rap

h
y

の
訳
語
と
し
て
定
着
し
た
「
写
真
」
は
か
つ
て
美
術
用
語
だ
っ
た
が
、
西
洋
の
「
絵
画
」（
も
っ
と
も
、

こ
の
こ
と
ば
は
明
治
初
年
に
は
な
か
っ
た
の
だ
が
）
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
意
味
す
る
用
語
と
し
て
は
他
に
も
、「
写
実
」
や
「
写
生
」

な
ど
が
共
存
し
て
い
た
時
代
が
あ
る
。
こ
の
な
か
で
美
術
用
語
と
し
て
最
も
新
し
い
の
は
「
写
実
」
で
あ
る
。「
写
実
」
は
古
く

漢
籍
に
も
そ
の
使
用
例
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
ア
ー
ト
の
概
念
と
し
て
は
明
治
期
日
本
で
成
立
し
た
。
近
代
語
と
し
て
の
「
写

実
」
と
い
う
語
の
定
着
は
、「
写
生
」
や
「
写
真
」
に
比
べ
て
遅
く
、
明
治
二
十
年
代
を
待
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
以
前

に
は
、「
写
真
」
あ
る
い
は
「
写
生
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
概
念
が
、「
写
実
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
中
国
に
お
い
て
「
写

真
」
は
唐
代
に
ま
で
遡
り
、
宋
代
の
「
写
生
」
よ
り
も
歴
史
は
古
い
と
い
う
。 

西
洋
画
の
「
写
実
」
的
手
法
は
、
す
で
に
一
七
九
九
（
寛
政
十
一
）
年
の
司
馬
江
漢
『
西
洋
画
談
』
に
お
い
て
、「
西
洋
諸
国

の
画
法
は
写
真
に
し
て
そ
の
法
を
異
に
す
」
と
あ
る
。
こ
の
年
は
大
槻
玄
沢
『
蘭
説
弁
惑
』
の
出
版
と
同
年
で
あ
り
、
視
覚
の
リ

ア
リ
テ
ィ
に
対
し
て
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
キ
ュ
ラ
と
西
洋
画
と
い
う
異
な
る
対
象
に
同
じ
「
写
真
」
と
い
う
語
が
同
時
に
用
い
ら

れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
、
と
佐
藤
は
指
摘
し
て
い
る
三
二

。 

絵
画
に
つ
い
て
の
「
写
生
」
や
「
写
真
」
に
は
、
視
覚
的
現
実
性
と
内
的
真
実
の
表
象
と
い
う
二
つ
の
意
味
合
い
が
含
ま
れ
て

い
た
。「
写
生
」
は
宋
代
の
『
宣
和
画
譜
』
あ
た
り
か
ら
多
出
し
て
、
日
本
で
も
江
戸
期
の
画
論
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

が
、
中
国
で
は
主
と
し
て
花
鳥
を
対
象
と
し
た
「
写
生
」
が
、
日
本
で
は
風
景
（
山
水
画
）
や
人
物
（
肖
像
画
）
に
も
使
わ
れ
て
、

さ
ら
に
「
生

し
ょ
う

写
う
つ
し

」
と
い
う
和
語
も
登
場
す
る
。 
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辻
惟
雄
は
「
真
景
（
真
山
水
）
論
」
と
し
て
山
水
画
に
お
け
る
リ
ア
リ
テ
ィ
を
論
じ
て
い
る
が
、
中
国
の
山
水
画
は
老
荘
思
想

に
お
け
る
「
道
」「
気
」「
真
」
の
形
象
化
を
目
指
し
、「
真
景
」
と
は
形
似
と
い
う
次
元
を
超
え
た
真
理
の
表
象
で
あ
る
と
す
る
三
三

。

日
本
で
は
「
真
景
」
は
、
江
戸
時
代
の
南
画
家
た
ち
が
使
用
し
始
め
た
用
語
で
、「
中
国
で
の
「
真
景
」
が
実
際
に
あ
る
特
定
の

場
所
を
意
味
し
な
い
の
に
対
し
て
、
日
本
で
は
南
画
家
が
み
ず
か
ら
実
見
し
た
実
景
が
描
か
れ
」、
そ
し
て
実
景
と
し
て
名
所
が

選
択
さ
れ
た
こ
と
で
、
日
本
の
「
真
景
」
は
「
中
国
画
法
に
即
し
た
名
所
絵
」
と
な
っ
た
。 

中
国
で
の
「
写
真
」
は
人
物
と
深
く
関
係
す
る
。
肖
像
画
に
は
迫
真
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
求
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
「
写
真
」（
あ

る
い
は
逆
転
し
て
「
真
写
」）
な
の
で
あ
る
。「
肖
像
画
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
そ
れ
ま
で
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
意
を
含
む
「
写
真
」
の

語
と
、
の
ち
のp

h
o
tog

rap
hy

の
訳
語
「
写
真
」
と
を
つ
な
ぐ
媒
体
」
と
な
っ
た
と
い
う
指
摘
に
は
説
得
力
が
あ
る
三
四

。「
写
実
」

の
語
が
定
着
し
て
い
く
の
は
明
治
二
十
年
代
を
待
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、「p

h
o
tog

rap
hy

 =
 

写
真
」
は
そ
れ
ま
で
に
か
な
り

普
及
し
て
い
た
こ
と
も
否
定
し
が
た
く
。
絵
画
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
「
写
真
」
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
が
次
第
に
難
し
く
な
っ
て
い

た
は
ず
だ
三
五

。 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
で
は
、「
写
真
」
と
い
う
こ
と
ば
が
明
ら
か
に
ゆ
ら
い
で
い
る
。
起
点
テ
ク
ス
ト
のE

N
G

R
A

V
IN

G
 –

 

P
H

O
T

O
G

R
A

P
H

Y

と
い
う
項
目
は
、
錦
織
精
之
進
訳
・
小
永
井
八
郎
校
『
彫
刻
及
捉
影
術
』
と
し
て
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年

に
刊
行
さ
れ
た
。「p

h
o
tog

rap
hy

 =
 

写
真
」
で
は
な
く
、「ph

o
to

grap
hy

 =
 

捉
影
術
」
な
の
だ
。 

 

捉
影
術 

捉
影
術
ニ
下
ス
所
ノ
名
称
一
ナ
ラ
ス
以
テ
其
種
類
ヲ
分
ツ
捉
影
術
ノ
原
名
ヲ
「
ホ
ト
グ
ラ
ヒ
ー
」
ト
云
フ
是
其
数
名
ヲ
総
称
シ
タ
ル
モ
ノ

ナ
リ
此
語
ハ
素
ト
希
臘
国
ノ
二
字
ヲ
綴
合
セ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
之
ヲ
直
訳
ス
レ
ハ
光
線
ニ
因
リ
テ
書
キ
画
ク
ト
云
フ
義
ナ
リ
凡
何
等
ノ
物
タ

リ
ト
モ
化
術
ノ
力
ヲ
藉
リ
テ
能
ク
其
外
面
ニ
薬
ヲ
施
シ
其
功
ヲ
致
サ
シ
メ
以
テ
真
景
ヲ
写
ス
コ
レ
ヲ
捉
影
術
ト
云
フ 

P
H

O
T

O
G

R
A

P
H

Y
 

T
he various nam

es w
hich it has received serve so far to define its nature. T

he w
ord photography is the m

ost general and 

com
prehensive of these; it is derived from

 tw
o G

reek w
ords, and m

eans, literally, ‘w
riting or draw

ing by light;’ and it em
braces all 

the processes by w
hich im

ages are obtained through the agency of light acting upon chem
ically prepared surfaces of w

hatever kind. 

 す
で
に
「
写
真
」
と
い
う
語
がp

ho
to

g
rap

hy

の
訳
語
と
し
て
広
く
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
あ
え
て
「
捉
影
」

と
い
う
こ
と
ば
を
翻
訳
者
が
意
図
的
に
選
択
し
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
同
時
代
に
「
捉
影
」
が
出
現
す
る
稀
有
な
例
は
、
内

田
正
雄
『
輿
地
誌
略
』
の
「
凡
例
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
内
田
は
一
八
六
二
（
文
久
二
）
年
か
ら
六
七
（
慶
応
三
）
年
ま
で
江
戸

幕
府
か
ら
派
遣
さ
れ
た
最
初
の
オ
ラ
ン
ダ
留
学
生
の
ひ
と
り
で
あ
り
、帰
国
後
は
開
成
所
や
大
学
を
経
て
文
部
省
に
出
仕
し
て
い

る
。
明
治
初
期
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
外
国
地
理
書
『
輿
地
誌
略
』
は
、
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
に
大
学
南
校
か
ら
初
編

三
冊
が
出
版
さ
れ
、
そ
の
五
年
後
に
内
田
が
亡
く
な
る
と
、
西
村
茂
樹
が
引
き
継
い
で
全
四
編
十
三
冊
を
完
成
さ
せ
た
。
世
界
各

国
の
地
理
風
俗
を
挿
絵
入
り
で
紹
介
す
る
内
容
で
あ
り
、
当
初
は
木
版
の
み
だ
っ
た
が
、
の
ち
に
は
銅
板
や
石
版
挿
絵
も
加
わ
っ

た
。
本
書
で
最
初
に
挿
絵
を
担
当
し
た
の
は
、
開
成
所
画
学
局
の
川
上
冬
崖
で
あ
る
。 

 

図
画
ノ
信
ズ
ベ
キ
者
ハ
捉

フ
ヲ
ト

影
画

グ
ラ
ヒ
ー

ニ
如
ク
ハ
無
シ
予
嘗
テ
欧
州
ニ
在
リ
ス
日
余
暇
ヲ
以
テ
各
国
ノ
捉
影
画
ヲ
聚
蓄
シ
其
数
幾
ン
ト
三
千
、

冊
数
二
十
ニ
満
ツ
今
其
中
ヨ
リ
摸
写
シ
テ
本
編
中
ニ
挿
入
ス
又
仏
国
ニ
於
テ
歳
々
刊
行
ス
ル
所
ノ
「
ル
ツ
ー
ル
、
ジ
ユ
モ
ン
ド
」
世
界
各

地
ノ
旅
行
記
ノ
類
ニ
出
ル
所
ハ
皆
実
際
経
験
ノ
画
ニ
シ
テ
多
ク
ハ
捉
影
画
ヨ
リ
摸
刻
ス
ル
者
ナ
リ 

 

『
輿
地
誌
略
』
全
体
の
説
明
に
続
き
、
図
版
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
一
節
で
あ
る
が
、「
捉
影
画
」
に
「
フ
ヲ
ト
グ
ラ
ヒ
ー
」

と
ル
ビ
を
付
け
て
い
る
。
こ
れ
以
外
の
同
時
代
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、「
捉
影
」
と
い
う
こ
と
ば
の
使
用
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

稀
に
「
捕
風
捉
影
」
と
い
う
成
語
で
出
現
す
る
程
度
で
あ
る
。
漢
籍
に
あ
る
「
捕
風
捉
影
」
は
、
風
や
影
を
と
ら
え
る
と
い
う
イ
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メ
ー
ジ
か
ら
も
想
像
で
き
る
よ
う
に
、
と
り
と
め
も
な
く
当
て
に
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
の
四
字
熟
語
で
あ
る
。「
捕
風
捉
雲
」

「
繋
風
捕
影
」
な
ど
も
同
類
の
成
語
だ
が
、
馬
場
辰
猪
原
著
、
山
本
忠
礼
・
明
石
兵
太
合
訳
『
条
約
改
正
論
』（
一
八
九
〇
年
）

に
お
け
る
「
嗚
呼
亦
捕
風
捉
影
の
言
な
ら
ざ
ら
ん
や
」
か
ら
は
、
捉
え
よ
う
の
な
い
空
し
さ
の
溜
息
さ
え
聞
こ
え
て
く
る
。 

他
方
で
「p

h
o
tog

rap
hy

 =
 

写
真
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
広
く
使
わ
れ
て
い
た
形
跡
が
あ
る
。
明
治
改
元
の
年
か
ら
日
本
各
地

に
写
真
館
が
急
増
し
、
併
せ
て
「
写
真
師
」
と
い
う
職
業
も
現
れ
た
時
代―

―

松
崎
晋
二
は
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
頃
東
京

で
写
真
館
を
開
業
し
た
ひ
と
り
で
あ
り
、一
八
七
四（
明
治
七
）年
に
は
台
湾
出
兵
に
日
本
初
の
従
軍
写
真
師
と
し
て
同
行
し
た
。

以
下
の
よ
う
な
新
聞
記
事
が
あ
る
三
六

。 

 

写
真
ノ
行
ハ
レ
テ
ヨ
リ
山
川
草
木
動
物
ノ
類
其
形
ヲ
蔽
フ
所
ナ
ク
数
万
里
外
ノ
物
ト
雖
ト
モ
数
千
年
前
ノ
人
ト
雖
モ
対
シ
テ
少
異
ア
ル
コ

ト
無
シ
中
橋
埋
立
地
ニ
住
ス
ル
松
崎
晋
二
ハ
久
シ
ク
之
ヲ
業
ト
ス
今
度
台
湾
ノ
役
陸
軍
省
ノ
命
ヲ
奉
ジ
去
ル
十
二
日
欣
然
ト
シ
テ
発
程
ス 

 

初
期
の
「
写
真
師
」
は
高
度
な
知
識
と
技
術
を
有
す
る
エ
リ
ー
ト
で
あ
り
、
松
崎
は
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
夏
に
は
天
皇
の

東
北
巡
幸
に
も
随
行
し
、
こ
の
頃
、
写
真
の
版
権
を
願
い
出
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
直
後
、
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
六
月
十
七

日
に
写
真
版
権
の
保
護
に
関
し
て
、「
写
真
条
例
」（
太
政
官
布
告
九
十
号
）
が
制
定
さ
れ
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
条
例

の
第
一
条
は「
凡
ソ
人
物
山
水
其
他
ノ
諸
物
象
ヲ
写
シ
テ
専
売
ヲ
願
ヒ
出
ル
者
ハ
五
年
間
専
売
ノ
権
ヲ
与
フ
ヘ
シ
之
ヲ
写
真
版
権

と
称
ス
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。「
写
真
条
例
」
は
『
東
京
日
日
新
聞
』（
第
千
三
百
六
拾
壹
号
、
明
治
九
年
六
月
十
九
日
付
）

の
一
面
ト
ッ
プ
「
太
政
官
記
事
」
に
も
全
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
こ
の
条
例
は
そ
の
後
、
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
の
写
真

版
権
条
例
で
改
正
さ
れ
、
一
八
九
九
（
明
治
三
十
二
）
年
の
著
作
権
法
の
制
定
で
廃
止
と
な
る
）。 

近
代
の
「
写
真
」
も
「
遠
近
法
」
に
基
づ
く
「
写
実
」
的
絵
画
も
ど
ち
ら
も
、
西
洋
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
視
線
で
あ
る
。
多
木

浩
二
は
「
天
皇
の
視
覚
化
」
を
論
ず
る
な
か
で
、「
こ
の
ふ
た
つ
の
視
線
が
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
時
期
に
、
同
時
に
日
本
人
の
視
覚

に
作
用
し
、
新
し
い
認
識
の
経
験
を
生
じ
さ
せ
て
い
た
」
こ
と
に
な
る
と
指
摘
す
る
三
七

。 

明
治
天
皇
の
一
般
に
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
肖
像
は
フ
ラ
ン
ス
式
軍
服
を
着
た
姿
で
、
こ
れ
は
一
八
八
八
（
明
治
二
十
一
）

年
に
撮
影
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
「
御
真
影
」
は
天
皇
を
直
接
カ
メ
ラ
で
撮
影
し
た
も
の
で
は
な
く
、
イ
タ
リ
ア

人
画
家
の
コ
ン
テ
画
を
写
真
撮
影
し
た
肖
像
で
あ
っ
た
。
原
画
を
描
い
た
の
は
キ
ヨ
ッ
ソ
ー
ネ
（E

d
o
ard

o
 
C

h
io

sso
n
e

）、
撮
影

し
た
の
は
写
真
師
の
丸
木
利
陽
で
あ
る
。 

一
八
三
二
年
生
ま
れ
の
キ
ヨ
ッ
ソ
ー
ネ
は
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
美
術
学
校
で
学
び
、
明
治
政
府
と
も
取
引
の
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル

ト
の
ド
ン
ド
ル
フ
・
ナ
ウ
マ
ン
社
で
の
紙
幣
や
証
券
製
造
を
経
て
、
大
蔵
省
の
招
き
で
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
に
来
日
し
た
御

雇
外
国
人
で
あ
る
。
大
蔵
省
紙
幣
寮
で
紙
幣
、
証
券
、
切
手
な
ど
の
意
匠
、
原
版
彫
刻
、
印
刷
製
版
の
技
術
を
指
導
す
る
の
が
来

日
の
主
目
的
で
あ
っ
た
。
画
家
と
し
て
は
凡
庸
で
あ
っ
た
キ
ヨ
ッ
ソ
ー
ネ
は
、
緻
密
な
描
写
を
得
意
と
す
る
職
人
的
才
能
に
恵
ま

れ
て
お
り
、
彼
の
描
く
肖
像
画
は
「
写
真
」
そ
っ
く
り
で
あ
る
と
評
判
だ
っ
た
。
と
い
う
よ
り
も
、「
写
真
」
に
は
不
可
能
な
こ

と
、
本
物
以
上
に
本
物
ら
し
く
、
か
つ
理
想
化
し
た
肖
像
画
を
描
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
写
真
」
と
「
写
実
」
的
絵
画
の
し

た
た
か
で
意
図
的
な
混
同
が
あ
り
、
人
為
的
な
虚
構
が
生
み
出
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。 

明
治
天
皇
の
全
国
巡
幸
は
明
治
二
十
年
代
に
入
る
と
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
が
、
そ
れ
と
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
、「
御
真
影
」
が

全
国
の
小
学
校
に
下
付
さ
れ
始
め
た
。
理
想
化
さ
れ
た
天
皇
の
肖
像
が
「
写
真
」
と
し
て
流
通
す
る
こ
と
で
、
大
日
本
帝
国
の
国

家
元
首
と
し
て
の
天
皇
の
視
覚
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
一
八
八
九
（
明
治
二
十
二
）
年
の
大
日
本
帝
国
憲

法
や
一
八
九
〇
（
明
治
二
十
三
）
年
の
教
育
勅
語
と
同
時
期
に
、「
御
真
影
」
の
初
等
教
育
機
関
へ
の
下
付
が
始
ま
っ
た
こ
と
に

な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
時
代
に
「
御
真
影
」
の
取
り
扱
い
は
徹
底
し
て
儀
礼
化
さ
れ
、
そ
こ
に
聖
性
が
生
ま
れ
た
の
だ
。
多
木
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
三
八

。 

 

維
新
以
来
、
天
皇
を
眼
に
見
え
る
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
き
た
政
治
の
技
術
が
、
近
代
化
の
過
程
で
紆
余
曲
折
を
経
て
写
真
に
達
し
、
今
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や
、
図
像
内
容
そ
の
も
の
よ
り
も
、
近
代
国
家
の
な
か
で
、
そ
の
写
真
を
使
い
つ
つ
、
天
皇
制
国
家
を
支
え
る
象
徴
的
身
体
と
し
て
感
じ

と
ら
せ
る
仕
掛
け
を
生
み
出
す
技
術
＝
政
策
に
変
容
し
よ
う
と
し
て
い
た
。 

  

「
写
真
」
と
い
う
複
製
技
術
に
よ
る
「
御
真
影
」
は
、
天
皇
の
存
在
を
全
国
で
反
復
す
る
支
配
の
メ
デ
ィ
ア
と
な
っ
た
。
コ
ン

テ
画
で
描
か
れ
た
肖
像
画
は
銅
版
画
で
複
製
す
る
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、「
御
真
影
」
は
「
写
真
」
と
し
て
認
識
さ

れ
、
天
皇
の
分
身
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
明
治
憲
法
に
お
け
る
天
皇
の
神
聖
不
可
侵
性
は
、「
真
」
を
「
写
す
」（
は
ず
の
）
装
置

が
必
要
で
あ
っ
た
。「
捉
影
」
が
「
影
」
を
「
捉
え
る
」
と
同
時
に
、「
な
い
こ
と
を
あ
る
よ
う
に
作
り
あ
げ
る
こ
と
の
た
と
え
」

（『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
）
に
も
な
る
と
い
う
不
都
合
は
忘
れ
て
し
ま
え
ば
よ
い
。 

リ
ア
リ
テ
ィ
を
そ
の
ま
ま
に
写
す
装
置
に
よ
る
「
写
真
」
が
聖
な
る
「
肖
像

シ
ン
ボ
ル

」
を
視
覚
化
し
た
の
で
あ
る
三
九

。
西
洋
絵
画
で

は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
降
、三
次
元
の
風
景
が
二
次
元
の
平
面
上
に
幾
何
学
的
な
奥
行
き
と
と
も
に
再
現
さ
れ
た
の
は
周
知
の
と
お

り
だ
。
日
本
で
は
近
世
の
浮
絵
や
秋
田
蘭
画
で
も
、
あ
る
種
の
遠
近
感
は
す
で
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
が
、
明
治
中
期
以
降
に

は
「
遠
近
法
」
と
し
て
図
画
教
育
な
ど
を
通
し
て
人
々
の
視
覚
を
制
度
化
し
た
四
〇

。
こ
こ
で
は
、
遠
近
法
が
固
定
さ
れ
た
消
失

点
を
も
つ
等
質
的
な
空
間
の
表
象
で
あ
り
、
も
と
も
と
「
写
真
」
が
「
写
生
」「
写
実
」
と
同
様
に
「
美
術
」
用
語
で
あ
っ
た
点

は
正
し
く
記
憶
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
四
一

。 

 

遠
近
法
と
い
う
制
度 

遠
近
法
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
る
が
、
ル
ネ
サ
ン
ス
に
起
源
を
も
つ
西
洋
近
代
の
線
遠
近
法
（
図
学
で
は
「
透
視
図
法
」）

を
、
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
（E

rw
in

 P
ano

fsk
y

）
は
「
象
徴

シ
ン
ボ
ル

形
式
」
と
し
て
提
示
し
、
多
木
浩
二
は
「
眼
の
隠
喩
」
と
呼
ん
だ
四
二

。
ま

た
柄
谷
行
人
に
よ
れ
ば
、
遠
近
法
と
い
う
近
代
西
洋
の
視
線
が
日
本
の
「
風
景
」
そ
の
も
の
を
発
見
し
た
こ
と
に
な
る
四
三

。
つ

ま
り
西
洋
近
代
の
遠
近
法
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
の
は
、
あ
り
の
ま
ま
の
現
実
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
近
代
に
誕
生
し
た
合
理
的
手

法
に
よ
る
「
視
の
制
度
」（
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
メ
ッ
ツ
）
で
も
あ
っ
た
の
だ
四
四

。 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
内
田
彌
一
訳
・
内
村
耿
之
介
校
『
画
学
及
彫
像
』（D

R
A

W
IN

G
 –

 PA
IN

T
IN

G
 –

 S
C

U
L

P
T

U
R

E

）

で
は
、
こ
の
手
法
に
つ
い
て
非
常
に
詳
細
に
説
明
し
て
い
る
。
だ
が
、「p

ersp
ectiv

e 
=

 

遠
近
法
」
と
い
う
等
価
は
成
立
し
て
い

な
い
。 

 

遠
景
写
法
ノ
事 

遠
景
ノ
写
法
ト
ハ
画
紙
ノ
平
面
ニ
種
々
ノ
風
景
ヲ
画
キ
看
者
ノ
眼
目
ヲ
シ
テ
天
然
ノ
如
キ
其
実
景
ヲ
弁
知
セ
シ
ム
ル
ノ
妙
法
ヲ
云
フ
故
ニ

此
法
ニ
隨
ヒ
テ
眼
目
ニ
遠
近
ノ
度
ヲ
馴
ラ
シ
以
テ
諸
物
ノ
実
形
ヲ
写
ス
ヲ
画
術
ノ
基
本
ト
ス 

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
E

 

P
erspective is the m

ethod by w
hich objects are represented on any flat surface, as a sheet of paper, so that they suggest the true 

appearance of nature to the eye. It is the basis of the art of draw
ing, training the eye to discern the visual effects of nature, and giving 

facility and correctness in their representation. 

  

こ
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
で
は
、p

ersp
ectiv

e

を
「
遠
景
写
法
」「
遠
景
ノ
写
法
」
と
訳
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
手
法
を
用
い

る
こ
と
で
風
景
画
が
「
看
者
ノ
眼
目
ヲ
シ
テ
天
然
ノ
如
キ
其
実
景
」（th

e tru
e ap

p
earan

ce o
f n

ature to
 the ey

e

）
に
な
る
と
説
明

す
る
。p

ersp
ectiv

e

の
原
理
と
は
、
観
察
者
の
視
界
を
「
自
然
」
の
ま
ま
に
描
く
手
法
で
あ
り
、
風
景
を
あ
り
の
ま
ま
に
再
現
し

た
と
想
定
す
る
近
代
絵
画
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
視
覚
モ
デ
ル
が
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
で
は
、
他
の
複
数
の
テ
ク
ス
ト
に
出
現
す
るp

ersp
ectiv

e

を
い
ず
れ
も
「
遠
近
法
」
と
は
訳
出
し
て
い

な
い
。
あ
く
ま
で
も
「
遠
景
」
を
描
く
手
法
と
し
て
の
理
解
で
あ
り
、「
遠
近
」
と
い
う
概
念
化
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、「p

ersp
ective 

=
 

遠
近
法
」
と
い
う
翻
訳
の
等
価
が
未
だ
成
立
し
て
い
な
い
の
だ
。
で
は
、
い
つ
頃
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
で
、
近
代
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日
本
語
の
「
遠
近
法
」
は
現
象
し
始
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、「
遠
近
法
」
と
い
う
こ
と
ば
の
出
現
と
、「
写
生
」
や
「
写
実
」
が
文
学
に
お
い
て
制
度
化
さ
れ
る
時

期
が
重
な
る
点
が
注
目
に
値
す
る
。 

工
部
大
学
校
に
付
属
し
て
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
に
創
設
さ
れ
た
工
部
美
術
学
校
で
は
、
西
洋
美
術
の
教
育
と
し
て
「
写
生
」

の
授
業
が
教
え
ら
れ
て
い
た
。工
部
美
術
学
校
は
岡
倉
天
心
や
フ
ェ
ノ
ロ
サ
な
ど
の
影
響
か
ら
日
本
画
を
再
評
価
す
る
国
粋
主
義

的
な
気
運
の
な
か
で
、
一
八
八
三
（
明
治
十
五
）
年
に
は
廃
校
と
な
る
。
そ
し
て
、
一
八
八
九
（
明
治
二
十
二
）
年
に
開
校
し
た

東
京
美
術
学
校
で
は
当
初
伝
統
的
な
日
本
美
術
を
志
向
し
た
が
、そ
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
も
や
は
り「
写
生
」が
含
ま
れ
て
い
た
。

そ
し
て
「
写
生
」
は
美
術
ば
か
り
で
な
く
、
正
岡
子
規
の
「
写
生
文
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
近
代
文
学
に
お
い
て
重
要
な
手
法

と
な
っ
て
い
く
。 

 

正
岡
子
規
「
棒
三
味
」
一
八
九
五
（
明
治
二
十
八
）
年
『
日
本
』
連
載 

○
洋
画 

の
長
所
は
写
生
に
あ
り
写
生
に
供
す
べ
き
材
料
は
無
限
な
り
故
に
洋
画
は
陳
腐
に
陥
る
の
弊
少
し
然
れ
ど
も
材
料
を
天
然
に
取

る
を
以
て
選
擇
宜
し
き
を
得
ざ
れ
ば
終
に
没
趣
味
の
画
を
為
す
を
免
れ
ず 

 

正
岡
子
規
「
写
生
、
写
実
」
一
八
九
八
（
明
治
三
十
一
）
年
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
第
二
巻
第
三
号 

○
写
生
と
写
実 

日
本
の
絵
画
界
に
て
写
生
と
い
ふ
事
の
や
か
ま
し
く
な
つ
た
の
は
百
年
許
前
の
事
で
、
こ
れ
は
い
く
ら
か
西
洋
画
の
影

響
を
受
け
た
も
の
と
見
え
る
。 

 

正
岡
子
規
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
第
四
巻
第
一
号
の
は
じ
め
に
」
一
九
〇
〇
（
明
治
三
十
三
）
年
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
第
四
巻
第
一
号 

最
も
骨
を
折
つ
た
の
は
写
実
的
の
小
品
文
で
あ
つ
た
。
写
実
の
文
章
は
近
来
非
常
に
流
行
し
て
、
小
説
は
大
抵
写
実
的
に
書
く
と
い
ふ
有

様
だ
か
ら
、
何
も
珍
し
く
は
無
い
、
が
そ
れ
を
人
事
に
で
も
天
然
界
の
現
象
に
で
も
何
に
で
も
応
用
し
て
一
篇
の
ま
と
め
た
文
章
と
し
た

処
に
は
い
く
ら
か
今
迄
と
違
ふ
た
点
も
あ
ら
ふ
。 

  

一
八
九
五
（
明
治
二
十
八
）
年
の
「
棒
三
味
」
で
子
規
は
、
洋
画
の
長
所
を
「
写
生
」
に
帰
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
八
九
八
（
明

治
三
十
一
）
年
の
「
写
生
、
写
実
」
で
も
西
洋
画
の
優
位
性
を
「
写
生
」
に
求
め
た
。
子
規
は
「
写
生
」
と
「
写
実
」
が
同
時
に

使
用
し
て
、「
写
生
が
出
来
ず
に
精
神
が
加
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
か
」
と
述
べ
た
う
え
で
、「
写
実
と
小
説
と
の
関
係
」
に
つ
な
げ

よ
う
と
し
て
論
を
結
ん
で
い
る
。
一
九
〇
〇
（
明
治
三
十
三
）
年
の
「
写
実
の
文
章
」
で
は
、
ま
さ
に
「
小
説
は
大
抵
写
実
的
に

書
く
」
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
「
写
実
」
主
義
が
広
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

子
規
の
「
写
生
文
」
は
、
工
部
美
術
学
校
で
教
育
に
当
た
っ
た
イ
タ
リ
ア
人
画
家
フ
ォ
ン
タ
ネ
ー
ジ
（A

n
to

n
io

 F
o
n
tan

esi

）

の
系
統
に
あ
る
中
村
不
折
か
ら
影
響
を
受
け
た
も
の
だ
が
、
フ
ォ
ン
タ
ネ
ー
ジ
自
身
は
「
写
生
」
を
「
風
景
写
生
」
の
意
味
で
用

い
て
お
り
、「
ス
ケ
ッ
チ
」
と
は
使
い
分
け
て
い
る
。「
ス
ケ
ッ
チ
」（
イ
タ
リ
ア
語sch

izzo

）
は
完
成
し
た
作
品
で
は
な
く
、
価

値
の
低
い
も
の
と
み
な
す
一
方
で
、「
写
生
」（
イ
タ
リ
ア
語d

iseg
n
o
 d

al v
ero

、
フ
ラ
ン
ス
語d

essin
 d

’ap
rès n

atu
re

）
と
し
て

の
風
景
画
は
、「
自
然
を
眺
め
れ
ば
誰
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
明
確
な
現
実
以
上
の
何
か
を
描
い
た
も
の
」
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
主
張
し
た
四
五

。
こ
の
意
味
で
の
「
写
生
」
が
「
写
実
」
的
表
現
と
な
る
の
で
あ
り
、「
真
」
を
「
写
」
す
と
い
う
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
に
接
合
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

東
京
美
術
学
校
は
一
八
八
七（
明
治
二
十
二
）年
に
設
立
さ
れ
て
、そ
の
二
年
後
に
開
校
の
運
び
と
な
っ
た
教
育
機
関
で
あ
る
。

文
部
省
の
図
画
取
調
掛
と
工
部
美
術
学
校
を
統
合
再
編
し
た
形
で
の
出
発
で
あ
っ
た
。東
京
大
学
を
卒
業
後
文
部
省
に
出
仕
し
て

い
た
岡
倉
覚
三
（
天
心
）
や
ア
メ
リ
カ
人
の
フ
ェ
ノ
ロ
サ
（E

rn
est F

ran
cisco

 F
en

o
llo

sa

）
を
中
心
に
、
日
本
の
伝
統
的
「
美
術
」

を
重
視
し
た
復
古
的
な
理
念
に
基
づ
く
開
学
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
、
同
時

代
に
「
美
学
」
や
「
美
術
」
に
関
す
る
テ
ク
ス
ト
が
数
多
く
書
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、「
遠
近
法
」
と
い
う
語
が
登
場
し
て
く
る
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の
も
、
こ
の
時
期
で
あ
る
。
具
体
例
を
引
用
し
て
み
る
四
六

。 

 

外
山
正
一
「
日
本
絵
画
の
未
来
」
一
八
九
〇
（
明
治
二
十
三
）
年 

何
故
ニ
日
本
画
ハ
西
洋
画
ニ
優
レ
ル
カ
。
曰
ク
、
西
洋
画
ハ
真
物
ニ
似
セ
ル
ヲ
旨
ト
ス
レ
ド
モ
、
日
本
画
ニ
至
テ
ハ
物
ノ
精
神
ヲ
写
ス
ヲ

旨
ト
セ
リ
ト
。
何
故
西
洋
画
ハ
日
本
画
ニ
優
レ
ル
カ
。
曰
ク
、
西
洋
画
ハ
濃
淡
自
在
ナ
リ
、
遠
近
ノ
写
法
完
全
ナ
リ
ト
。
蓋
シ
何
物
ノ
美

術
品
ト
雖
モ
、
真
物
ニ
由
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ハ
有
ラ
ザ
ル
ナ
ラ
ン
、
何
物
ノ
絵
画
ト
雖
モ
、
濃
淡
写
景
ノ
ミ
ヲ
以
テ
尽
ク
セ
リ
ト
ス
ベ
キ
モ
ノ

ハ
有
ラ
ザ
ル
ナ
ラ
ン
。
今
ノ
絵
画
ヲ
談
ズ
ル
者
ハ
、
実
ニ
五
里
霧
中
ニ
在
リ
ト
曰
ハ
ズ
ン
バ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。 

 

森
鷗
外
「
外
山
正
一
氏
の
画
論
を
駁
す
」
一
八
九
〇
（
明
治
二
十
三
）
年 

今
の
西
派
画
家
に
し
て
果
し
て
西
洋
の
文
明
の
東
洋
文
明
の
上
に
超
出
し
た
る
を
以
て
画
も
亦
応
に
然
る
べ
し
と
の
み
い
ひ
又
濃
淡
遠
近

法
の
精
細
な
る
を
以
て
を
の
れ
ら
が
特
有
技
倆
な
り
と
お
も
ひ
た
ら
む
か 

 

久
米
邦
武
「
太
平
記
は
史
学
に
益
な
し
」
一
八
九
一
（
明
治
二
十
四
）
年
『
史
学
会
雑
誌
』
に
連
載 

総
て
物
形
ハ
距
離
の
遠
く
な
る
に
従
ひ
て
次
第
に
小
く
見
る
は
、
一
定
の
寸
法
あ
り
、
理
学
・
画
学
・
眼
科
医
等
は
精
く
暗
記
す
る
な
り
、

千
尺
以
上
も
隔
り
た
る
扇
面
の
月
を
ば
、
い
か
で
見
分
ら
る
ゝ
べ
き
や
、
箇
様
の
嘘
談
を
聞
慣
れ
ば
、
い
つ
か
画
家
の
画
題
に
も
上
り
て
、

遠
近
法
を
失
ふ
べ
し
、
故
に
之
を
論
辨
し
お
く
も
無
益
に
は
非
ざ
ら
ん
か
、 

 

高
山
樗
牛
「
日
本
画
の
過
去
将
来
に
就
い
て
」
一
九
〇
二
（
明
治
三
十
五
）
年
『
太
陽
』 

凡
そ
絵
画
に
於
け
る
写
実
法
は
、
精
密
に
観
察
す
れ
ば
頗
る
複
雑
な
る
項
目
に
分
た
る
べ
し
と
雖
も
、
今
は
仮
に
形
似
、
設
色
、
遠
近
法
、

明
暗
法
の
四
項
に
分
ち
て
考
察
す
る
を
以
て
足
れ
り
と
せ
む
。（
中
略
）
遠
近
法
の
欠
乏
は
更
に
著
し
き
事
実
な
り
と
す
。
第
一
視
覚
上
よ

り
見
る
も
、
日
本
画
に
於
て
は
通
例
視
点
な
る
も
の
無
し
、
観
る
と
こ
ろ
は
唯
当
面
の
物
象
雑
然
と
し
て
陳
々
相
依
る
あ
る
の
み
。
山
水

画
の
如
き
も
、
極
め
て
少
数
な
る
画
家
の
製
作
を
外
に
し
て
、
前
後
の
透
視
甚
だ
杜
撰
に
し
て
、
地
平
線
及
び
是
に
対
す
る
視
線
の
集
散

に
関
す
る
観
念
の
如
き
は
殆
ど
其
の
痕
跡
を
見
ず
と
云
ふ
も
不
可
無
し
。 

 

森
鷗
外
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
一
九
〇
九
（
明
治
四
十
二
）
年
『
ス
バ
ル
』 

M
ichelangelo

の
壁
画
の
人
物
も
、
大
胆
な
遠
近
法
を
使
つ
て
か
い
て
あ
る
と
は
い
ふ
が
、
こ
ん
な
絵
の
人
物
に
は
、
そ
れ
と
は
違
つ
て
、

隨
分
無
理
な
姿
勢
が
取
ら
せ
て
あ
る
の
だ
か
ら
、
小
さ
い
子
供
に
、
ど
こ
に
手
が
る
あ
る
や
ら
辨
へ
に
く
か
つ
た
の
も
無
理
は
無
い
。 

  

一
八
九
〇
（
明
治
二
十
三
）
年
に
帝
国
大
学
教
授
の
外
山
正
一
が
行
っ
た
講
演
「
日
本
絵
画
の
未
来
」
を
受
け
て
、
森
鷗
外
の

反
駁
に
よ
る
論
争
（
い
わ
ゆ
る
画
題
論
争
）
が
起
こ
っ
た
。
外
山
は
洋
画
派
が
結
成
し
た
明
治
美
術
会
の
幹
事
で
も
あ
り
、
こ
の

講
演
は
明
治
美
術
会
第
二
大
会
で
の
も
の
で
あ
る
。文
部
大
臣
の
榎
本
武
揚
を
は
じ
め
政
府
高
官
も
列
席
し
た
政
治
色
の
強
い
会

合
で
あ
っ
た
。
前
年
の
大
日
本
帝
国
憲
法
発
布
の
も
と
、
第
一
回
帝
国
議
会
が
開
か
れ
た
年
で
あ
り
、「
ま
さ
に
国
家
レ
ベ
ル
で

美
術
の
未
来
を
語
る
に
ふ
さ
わ
し
い
場
」
で
あ
っ
た
の
だ
四
七

。
こ
の
と
き
外
山
が
用
い
た
「
西
洋
画
」
と
「
日
本
画
」
と
い
う

対
比
は
、
講
演
が
東
京
朝
日
新
聞
に
も
掲
載
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
明
治
二
十
年
代
に
こ
の
二
項
対
立
が
定
着
す
る
う
え
で
重
要

な
出
来
事
で
あ
る
。
と
同
時
に
「
遠
近
法
」
と
い
う
語
の
か
な
り
早
い
出
現
が
、
こ
の
講
演
に
端
を
発
し
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。

ま
ず
外
山
が
「
遠
近
ノ
写
法
」
と
述
べ
た
の
に
対
し
、
鷗
外
が
「
遠
近
法
」
と
い
う
こ
と
ば
で
反
駁
す
る
。
活
字
メ
デ
ィ
ア
に
よ

り
講
演
の
内
容
は
一
般
の
人
々
も
広
く
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
し
、
鷗
外
は
同
年
に
『
舞
姫
』『
う
た
か
た
の
記
』
も
発
表
し
て

お
り
作
家
と
し
て
の
知
名
度
も
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
影
響
力
は
小
さ
く
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
画
題
論
争
の
翌
年
、
一
八
九
一
（
明

治
二
十
四
）
年
に
は
久
米
邦
武
が
「
理
学
・
画
学
・
眼
科
医
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
画
題
と
し
て
の
歴
史
を
取
り
上
げ
て
「
遠
近

法
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。 
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森
鷗
外
と
坪
内
逍
遥
と
の
間
で
展
開
さ
れ
た
没
理
想
論
争
も
同
時
代
の
出
来
事
で
あ
る
。ド
イ
ツ
留
学
か
ら
帰
国
し
た
鷗
外
は

ド
イ
ツ
観
念
論
の
ハ
ル
ト
マ
ン
美
学
を
紹
介
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
唯
物
論
的
な
美
学
と
対
立
し
た
の
だ
。
ロ
マ
ン
主
義
的
な
鷗
外

と
写
実
主
義
的
な
逍
遥
と
の
間
の
有
名
な
没
理
想
論
争
は
、一
八
九
一（
明
治
二
十
四
）年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
こ
と
だ
っ
た
。

鷗
外
の
「
遠
近
法
」
は
そ
の
後
、
一
九
〇
九
（
明
治
四
十
二
）
年
の
『
ス
バ
ル
』
七
号
に
掲
載
さ
れ
発
禁
処
分
と
な
っ
た
当
時
の

問
題
作
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
に
も
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
「
遠
近
法
」
と
春
画
を
対
比
し
て
い
る

場
面
だ
が
、
小
説
に
使
用
さ
れ
る
ま
で
に
こ
の
語
が
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。 

と
こ
ろ
で
、
明
治
初
年
に
す
で
に
「
美
学
」
の
内
容
に
言
及
し
て
い
た
の
は
、
啓
蒙
思
想
家
と
し
て
著
名
な
西
周
で
あ
る
。
西

は
幕
末
に
オ
ラ
ン
ダ
に
留
学
し
た
経
験
を
持
ち
、
新
政
府
に
出
仕
し
た
。
と
同
時
に
私
塾
育
英
舎
で
も
「
百
学
連
環
」
を
講
義
し

て
、
そ
の
な
か
で
「A

esth
etics

佳
趣
論
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
の
だ
。
さ
ら
に
西
は
「
美
妙
学
説
」
を
説
き
、「
美
妙
学

エ
ツ
セ
チ
ツ
ク

」

「
美

術

ハ
イ
ン
ア
ー
ト

」
な
ど
に
つ
い
て
も
論
じ
た
。
明
治
十
年
代
に
入
る
と
、
文
部
省
編
輯
局
か
ら
は
一
八
八
三
―
八
四
（
明
治
十
六
―

十
七
）
年
に
中
江
兆
民
訳
『
維
氏
美
学
』
が
刊
行
さ
れ
、
そ
れ
を
読
ん
だ
坪
内
逍
遥
が
「
美
と
は
何
ぞ
や
」
を
一
八
八
六
（
明
治

十
九
）
年
に
『
学
芸
雑
誌
』
に
発
表
す
る
。
ま
た
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
『
美
術
真
説
』
は
一
八
八
二
（
明
治
十
五
）
年
に
行
わ
れ
た
講

演
録
で
あ
り
、
そ
の
国
粋
主
義
的
な
論
調
は
、
逍
遥
の
批
判
す
る
と
こ
ろ
と
も
な
っ
て
い
た
。 

高
山
樗
牛
は
一
八
九
六
（
明
治
二
十
九
）
年
に
兆
民
訳
『
維
氏
美
学
』
を
批
判
し
、「
今
日
よ
り
是
を
見
れ
ば
、
其
選
択
の
無

謀
、
訳
文
の
粗
笨
は
、
当
時
の
人
が
如
何
に
斯
学
の
歴
史
及
び
意
義
に
昧
か
り
し
か
を
証
す
る
の
一
標
章
た
る
に
過
ぎ
ず
」
と
述

べ
、
鷗
外
も
「
我
国
の
文
学
美
術
に
は
、
殆
何
の
影
響
を
も
お
よ
ぼ
さ
な
か
つ
た
」
と
ま
で
言
い
切
っ
た
こ
と
が
あ
る
四
八

。
ま

た
、
樗
牛
は
「
今
の
写
生
の
是
非
を
説
き
、
写
意
の
可
否
を
論
ず
る
も
の
、
多
く
は
一
面
に
偏
す
。
写
生
に
縁
り
て
写
意
を
達
す

る
、
即
ち
是
れ
美
術
の
第
一
義
な
る
を
知
ら
ざ
る
も
の
ゝ
如
し
」
と
し
て
、「
写
生
」
と
「
写
意
」
を
ド
イ
ツ
哲
学
の
フ
ィ
ヒ
テ

と
シ
ェ
リ
ン
グ
に
擬
し
て
論
じ
た
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
は
鷗
外
が
反
論
し
て
い
る
四
九

。 

 

こ
の
よ
う
に
「
遠
近
法
」
と
い
う
近
代
日
本
語
は
、
明
治
期
日
本
の
「
美
術
」
を
め
ぐ
る
論
議
を
背
景
に
出
現
し
、
次
第
に
定

着
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

 画
学
と
い
う
教
育
制
度 

 

十
九
世
紀
の
図
画
教
育
は
、
幾
何
学
と
博
物
学
に
基
づ
い
て
体
系
化
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
直
線
、
曲
線
、
単
形
、
紋
形
、

日
常
器
物
、
植
物
、
動
物
、
人
間
、
風
景
な
ど
と
い
う
順
番
が
決
め
ら
れ
て
お
り
、
前
半
は
幾
何
学
、
後
半
は
博
物
学
に
相
当
す

る
。日
本
の
初
期
図
画
教
育
は
西
洋
か
ら
取
り
入
れ
た
内
容
で
、西
洋
画
的
な
物
の
見
方
・
イ
メ
ー
ジ
を
学
ぶ
場
で
あ
っ
た
の
だ
。 

戦
後
の
日
本
で
は
一
九
四
七
年
に
出
さ
れ
た
学
校
教
育
法
施
行
規
則
に
よ
り
、
戦
前
の
「
図
画
」
と
「
工
作
」
を
統
合
す
る
「
図

画
工
作
」
と
い
う
新
教
科
が
小
・
中
学
校
に
で
き
た
が
、
こ
の
「
図
画
」
は
、
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
頒
布
の
学
制
に
お
け
る

「
画
学
」（
の
ち
に
「
図
画
」
に
改
称
）
に
遡
る
。
も
っ
と
も
幕
末
の
開
成
所
で
も
「
画
学
」
教
育
は
実
施
さ
れ
て
お
り
、
一
八

六
四
（
元
治
元
）
年
の
「
稽
古
規
則
覚
書
」
に
も
「
画
学
」
と
い
う
教
科
が
含
ま
れ
て
い
た
。 

 

近
代
日
本
の
「
美
術
」
教
育
を
論
じ
た
金
子
一
夫
は
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
『
画
学
及
彫
像
』
を
明
治
の
「
美
術
」
史
に

位
置
付
け
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。 

 

『
西
画
指
南
』
と
し
て
訳
さ
れ
た
ボ
ル
ン
のT

he Illustrated D
raw

ing B
ook

は
芸
術
的
絵
画
と
い
う
よ
り
は
正
確
な
描
写
技
術
や
透
視
画

的
表
現
に
つ
い
て
の
記
述
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
チ
ャ
ン
ブ
ル
の
本
は
、
は
っ
き
り
と
美
術
と
し
て
の
絵
画
を
目
指
し

て
い
る
。
絵
づ
く
り
の
方
法
を
体
系
的
に
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
の
体
系
的
な
内
容
が
訳
さ
れ
て
出
版
さ
れ
た
の
は
、『
画
学

及
彫
像
』
が
初
め
て
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
の
意
味
で
日
本
の
近
代
洋
画
に
大
き
く
寄
与
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
明
治
九
年

末
に
工
部
美
術
学
校
が
開
校
さ
れ
、
イ
タ
リ
ア
人
フ
ォ
ン
タ
ネ
ー
ジ
に
よ
る
本
格
的
な
洋
画
教
育
が
始
ま
っ
た
た
め
、
当
時
の
洋
画
研
究

者
の
多
く
は
そ
ち
ら
を
注
目
し
て
こ
の
訳
書
に
は
あ
ま
り
注
意
し
な
か
っ
た
の
で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
五
〇

。 
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こ
こ
で
の
「
チ
ャ
ン
ブ
ル
の
本
」
と
は
『
画
学
及
彫
像
』
を
指
す
。
起
点
テ
ク
ス
ト
で
あ
る

D
R

A
W

IN
G

 
–
 
PA

IN
T

IN
G

 
–
 

S
C

U
L

P
T

U
R

E

の
な
か
か
らD

R
A

W
IN

G

の
部
分
を
増
補
し
て
、Ch

am
b
ers’s E

d
u
catio

n
al C

o
u
rse

と
い
う
シ
リ
ー
ズ
のS

econ
d
 

B
o
o
k o

f D
ra

w
in

g

も
チ
ャ
ン
バ
ー
ズ
社
か
ら
一
八
七
七
年
に
出
さ
れ
た
が
、
こ
の
書
籍
は
明
治
期
の
図
画
教
育
で
活
用
さ
れ
た

一
冊
で
あ
っ
た
。『
画
学
及
彫
像
』
は
広
範
に
わ
た
る
西
洋
の
絵
画
と
彫
刻
を
解
説
し
て
お
り
、
金
子
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。 

 

ル
ネ
サ
ン
ス
以
後
の
絵
画
の
巨
匠
、
ギ
リ
シ
ャ
の
彫
刻
家
な
ど
の
美
術
史
的
な
内
容
に
つ
い
て
も
、『
画
学
及
彫
像
』
が
初
め
て
の
訳
だ
と

思
わ
れ
る
。
た
だ
残
念
な
こ
と
に
、
流
派
（school

）
を
「
画
学
校
」
と
訳
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
家
が
そ
こ
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
よ
う
に

訳
し
て
い
る
。（
中
略
）
絵
画
づ
く
り
に
つ
い
て
の
体
系
的
な
内
容
が
訳
出
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
五
一

。 

 

一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
に
『
画
学
及
彫
像
』
を
訳
し
た
内
田
彌
一
に
は
、
音
楽
、
画
学
、
博
物
学
関
係
の
著
訳
書
が
い
く
つ

か
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
国
会
図
書
館
に
は
、
内
田
彌
一
訳
『
小
学
教
本 

日
用
植
物
篇
』（
一
八
八
三
年
）、
内
田
彌
一
訳
「
博

物
全
誌 

動
物
篇
』（
一
八
八
三
年
）、
ル
ー
ゼ
ル
・
ホ
ワ
イ
チ
ン
・
メ
ー
ソ
ン
著
／
内
田
彌
一
訳
『
音
楽
捷
径
』（
一
八
八
三
年
）、

エ
ル
・
ダ
ブ
リ
ュ
ー
・
メ
イ
ソ
ン
著
／
内
田
彌
一
訳
『
音
楽
指
南
』（
一
八
八
四
年
）、
内
田
彌
一
著
『
音
楽
独
学
び
』（
一
八
八

八
年
）、『
音
楽
階
梯
』（
一
八
九
〇
年
）、
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
カ
リ
ー
著
／
内
田
彌
一
訳
『
楽
典
初
歩
』（
一
八
九
五
年
）
な
ど
が
所

蔵
さ
れ
て
い
る
。
論
文
と
し
て
は
「
画
学
ノ
由
来
」（『
大
日
本
教
育
会
雑
誌
』
第
六
十
二
号
―
六
十
六
号
、
一
八
八
七
年
）
な
ど

も
執
筆
し
て
い
る
。 

眼
が
捉
え
る
イ
メ
ー
ジ
の
表
象
の
方
法
は
、
西
洋
近
代
の
は
じ
ま
り
と
連
動
す
る
視
覚
モ
デ
ル
で
あ
る
。「
視
る
」
こ
と
を
特

権
化
し
た
近
代
は
何
を
も
た
ら
し
た
の
か
。
対
象
世
界
を
視
覚
的
に
認
識
し
て
、
あ
り
の
ま
ま
の
現
実
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
欲

望
は
西
洋
で
は
ル
ネ
ッ
サ
ス
以
後
に
絶
頂
期
を
迎
え
、
科
学
技
術
に
よ
っ
て
複
製
装
置
が
発
明
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
視
覚
の
近

代
に
つ
い
て
、
日
本
に
お
い
て
は
翻
訳
の
問
題
系
を
合
わ
せ
て
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。 

 

あ
り
の
ま
ま
と
は
、「
自
然
」
な
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
柳
父
章
は
「〈
自
然
〉
の
ま
ま
に
〈
自
然
〉
を
写
す
」
こ
と
を
、「
翻

訳
語
の
魔
術
」
と
い
う
視
点
か
ら
論
じ
て
い
る
五
二

。
た
と
え
ば
、
一
八
八
九
（
明
治
二
十
二
）
年
の
森
鴎
外
と
巌
本
善
治
の
論

争
、
一
九
〇
七
（
明
治
四
十
）
年
の
田
山
花
袋
『
蒲
団
』
に
代
表
さ
れ
る
日
本
近
代
文
学
の
「
自
然
主
義
」、
丸
山
真
男
の
『
日

本
政
治
思
想
史
研
究
』
に
お
け
る
「
自
然
か
ら
作
為
へ
」
な
ど
を
、
翻
訳
語
「
自
然
」
が
引
き
起
こ
し
た
混
乱
と
し
て
い
る
の
だ
。

形
容
詞
や
副
詞
と
し
て
も
伝
統
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
「
自
然
」（「
ジ
ネ
ン
」
と
も
読
む
）
と
、
西
洋
語
（
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語

で
はn

atu
re

、
ド
イ
ツ
語
で
はN

atu
r

だ
が
、
い
ず
れ
も
古
代
ギ
リ
シ
ャ
語p

hy
sis

を
訳
し
た
ラ
テ
ン
語n

atu
ra

か
ら
派
生
し
た

こ
と
ば
）
の
翻
訳
語
で
あ
る
名
詞
「
自
然
」
の
意
味
が
、
近
代
日
本
語
と
し
て
の
「
自
然
」
に
は
混
在
し
て
い
る
と
主
張
す
る
の

で
あ
る
。n

atu
re

も
漢
語
「
自
然
」
も
「
人
為
」
と
対
立
す
る
と
い
う
共
通
点
を
持
つ
も
の
の
、
前
者
が
人
為
と
対
立
し
つ
つ
両

立
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
全
く
両
立
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
の
違
い
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
翻
訳
語
「
自
然
」
が

そ
の
差
異
を
隠
蔽
し
て
い
る
の
だ
。
私
た
ち
は
普
段
こ
の
よ
う
な
点
に
気
づ
か
な
い
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
「
思
考
の
歪
み
」
が

も
た
ら
さ
れ
る
、
と
柳
父
は
鋭
く
指
摘
す
る
。 

 

「p
h
o
tog

rap
hy

 
=

 

写
真
」
と
い
う
翻
訳
の
等
価
を
自
明
と
す
る
限
り
、
見
過
ご
し
て
し
ま
う
も
の
が
あ
る
。「
光
」（ph

o
to

）

で
「
描
写
す
る
」（g

rap
h
y

）
リ
ア
リ
テ
ィ
が
、
あ
り
の
ま
ま
の
「
真
を
写
す
」
と
見
做
さ
れ
る
と
き
、
理
想
化
さ
れ
た
肖
像
画

へ
の
視
線
に
は
制
度
化
さ
れ
た
消
失
点
が
す
で
に
固
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
。p

ersp
ectiv

e

に
は
「
も
の
の
見
方
」
と
い
う
意
味
も

あ
る
。「
遠
近
法
」
と
い
う
近
代
西
洋
の
「
も
の
の
見
方
」
は
、
デ
カ
ル
ト
的
「
自
然
」
科
学
の
認
識
体
系
で
あ
る
。
あ
り
の
ま

ま
の
「
自
然
」
の
ま
な
ざ
し
で
は
な
い
の
だ
。
も
と
も
と
ラ
テ
ン
語
のpersp

icere

は
「
透
か
し
み
る
」
の
意
で
あ
り
、persp

ecīv
u
s

は
「
光
学
」
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。 

  

三
．
制
度
と
し
て
の
学
知 
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近
代
国
家
は
近
代
的
な
知
の
枠
組
み
を
創
出
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。そ
の
よ
う
な
時
代
の
要
請
の
な
か
で
、文
部
省『
百
科
全
書
』

と
い
う
大
規
模
な
国
家
的
翻
訳
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
始
ま
っ
た
。
近
代
知
の
制
度
と
い
う
点
で
、
現
代
の
「
家
政
学
」「
農
学
」「
経

済
学
」「
考
古
学
」「
建
築
学
」（
も
ち
ろ
ん
明
治
初
期
に
は
こ
の
よ
う
な
名
称
で
制
度
化
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
）
へ
と
受

け
継
が
れ
た
内
容
を
扱
う
テ
ク
ス
ト
群
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
お
こ
う
。
学
知
の
制
度
化
と
文
部
省
『
百
科
全
書
』
が
ど
の
よ
う
に

接
合
す
る
の
か
。 

 

家
政
学
―
―
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
「
主
婦
」 

三
・
一
一
以
降
の
日
本
社
会
は
「
家
族
の
絆
」
に
つ
い
て
の
語
り
で
飽
和
し
て
い
る
。
い
ま
の
日
本
で
「
家
族
」
は
私
た
ち
が
、

そ
の
絆
を
真
っ
先
に
確
か
め
合
う
べ
き
自
明
の
準
拠
集
団
だ
と
さ
れ
る
の
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、「
家
族
」
と
い
う
語
は

fam
ily

の
翻
訳
語
で
あ
り 

、
近
代
日
本
が
西
洋
か
ら
輸
入
し
た
概
念
で
あ
っ
た
五
三

。 

明
治
初
期
の
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
時
代
、「
家
属
」
と
「
家
族
」
は
い
ま
だ
混
在
し
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
秋
山
恒
太
郎

訳
・
久
保
吉
人
校
『
接
物
論
』（P

R
A

C
T

IC
A

L
 M

O
R

A
L

IT
Y

 –
 S

P
E

C
IA

L
 S

O
C

IA
L

 A
N

D
 P

U
B

L
IC

 D
U

T
IE

S

）
に
は
次
の
よ

う
な
箇
所
が
あ
る
。 

 

家
族
ノ
関
係 

婚
姻
ノ
事
タ
ル
ヤ
実
ニ
社
交
上
ニ
於
ケ
ル
極
メ
テ
霊
妙
極
メ
テ
緊
要
ナ
ル
諸
構

造

中

イ
ン
ス
チ
チ
ユ
ー
シ
ヨ
ン

ノ
一
ニ
シ
テ
家
族
ヲ
為
ス
所
以
ノ
基
礎
タ
リ
夫

レ
家
族
ナ
ル
モ
ノ
ハ
即
共
ニ
双
親
ノ
為
メ
ニ
統
轄
セ
ラ
レ
タ
ル
一
ノ
小
国
民
ニ
シ
テ
就
中
倫
彛
ノ
正
理
ヲ
以
テ
一
家
ノ
主
人
タ
ル
父
親
若

ク
ハ
乃
夫
ノ
庇
保

ガ
ー
ジ
ア
ン

ト
主

宰

シ
レ
ク
シ
ヨ
ン

ト
ノ
下
ニ
ア
ル
者
ト
ス 

FA
M

ILY
 R

E
L

A
T

IO
N

S
H

IP
 

T
he m

arriage state is the foundation of one of the m
ost sacred and im

portant institutions in society – that of a fam
ily. A

 fam
ily is a 

little com
m

onw
ealth, jointly governed by th

e parents, but under the m
ore special guardianship and direction of the husband and father, 

w
ho is m

orally and legally the head of the house. 

 

家
属
ニ
関
シ
テ
ノ
義
務 

婚
姻 

婚
姻
ナ
ル
モ
ノ
ハ
天
地
自
然
ノ
理
ニ
出
テ
造
物
主
ノ
命
ス
ル
所
ノ
モ
ノ
ナ
リ
仮
令
茲
ニ
一
ノ
無
頼
人
ア
リ
テ
ソ
ノ
然
ラ
サ
ル
コ

ト
ヲ
疑
フ
ベ
ク
モ
決
シ
テ
不
然
ノ
理
ヲ
明
徴
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
可
シ
其
故
ハ
人
類
ナ
ル
モ
ノ
ハ
特
ニ
群
居
ノ
性
ヲ
有
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ

ズ
又
必
相
配
シ
相
偶
セ
ザ
ル
ヲ
得
ザ
ル
モ
ノ
ナ
リ
然
ラ
バ
則
婚
姻
ハ
最
貴
重
ナ
ル
稟
賦
即
極
メ
テ
高
尚
ナ
ル
感
覚
ト
並
ビ
立
テ
相
戻
ラ

ザ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
コ
ノ
感
覚
ア
レ
バ
必
婚
姻
ア
ラ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
婚
姻
ア
レ
バ
以
テ
感
覚
ナ
カ
ル
可
ラ
ズ
且
ツ
婚
姻
ハ
早
ク
人
類
創
造
ノ

初
ニ
萌
芽
シ
人
類
ノ
生
々
ヲ
不
朽
ニ
伝
フ
ベ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
過
去
現
在
未
来
ノ
血
胤
ヲ
自
己
一
身
ニ
系
統
ス
ル
モ
亦
之
ヲ
以
テ
ス
ル
ナ

リ 

D
U

T
IE

S
 IN

 O
U

R
 D

O
M

E
S

T
IC

 R
E

L
A

T
IO

N
S

 

M
arriage. – T

his institution is agreeable to a law
 of nature, and is an ordinance of the C

reator. T
here are profligates w

ho have doubted 

this; but they have exhibited no reason on their side. It is obvious that m
an is not only a gregarious, but a pairing anim

al. M
arriage is 

consistent w
ith the finest of his feelings – the m

ost notable of his faculties. It began w
hen m

an began. It is ordered to perpetuate the 

succession of the hum
an fam

ily. It connects him
 w

ith generations w
hich are gone, w

ith that w
hich is passing aw

ay, and w
ith th

ose 

w
hich are to com

e. 

  

ど
ち
ら
の
テ
ク
ス
ト
も
「m

arriag
e =

 

婚
姻
」
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
か
ら
の
抜
粋
で
あ
り
、「fam

ily
 =

 

家
族
」
が
出
現
す

る
一
方
で
、「
家
属
」
がd

o
m

estic

の
訳
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、fam

ily

が
明
確
に
訳
出
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
こ



 

 

159 

 

と
が
わ
か
る
。「
家
族
」
と
い
う
こ
と
ば
の
ゆ
ら
ぎ
が
翻
訳
テ
ク
ス
ト
か
ら
明
確
に
読
み
取
れ
る
。 

「
家
族
」
概
念
と
相
即
す
る
の
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
役
割
規
範
で
あ
り
、「fam

ily
 =

 

家
族
」
に
お
け
る
「
良
妻
賢
母
」
や
「
主

婦
」
と
い
う
女
性
像
で
あ
る
五
四

。
こ
の
よ
う
な
近
代
日
本
の
家
族
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
、
家
政
学
と
い
う
制
度
か
ら
考
え
て
み
よ

う
。 文

部
省
『
百
科
全
書
』
の
『
家
事
倹
約
訓
』『
養
生
篇
』『
食
物
篇
』『
食
物
製
方
』『
衣
服
及
服
式
』
は
衣
食
住
に
関
す
る
翻
訳

テ
ク
ス
ト
群
で
あ
り
、
近
代
家
政
学
の
内
容
に
も
つ
な
が
る
。
常
見
育
男
は
、
明
治
期
の
翻
訳
家
政
書
と
し
て
の
永
田
健
介
訳
・

長
川
新
吾
校
『
家
事
倹
約
訓
』
を
取
り
上
げ
て
、「
文
部
省
が
家
政
科
用
教
科
書
と
し
て
翻
訳
し
た
最
初
の
文
献
」
と
述
べ
て
い

る
五
五

。
ま
た
、
田
中
ち
た
子
と
田
中
初
夫
は
、「
家
事
倹
約
訓
は
教
科
書
と
し
て
女
学
校
や
師
範
学
校
な
ど
の
教
科
書
に
も
採
用

さ
れ
ま
し
た
。
明
治
初
年
の
家
事
家
政
学
の
発
展
に
と
っ
て
は
大
き
な
役
割
を
に
な
っ
た
も
の
で
す
。
そ
れ
が
当
時
の
我
国
の
文

化
水
準
と
は
か
け
は
な
れ
て
高
度
な
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
そ
の
教
え
る
と
こ
ろ
は
と
に
も
か
く
に
も
学
校
を
通
じ
て
次
第
に

一
般
大
衆
の
間
に
浸
透
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
明
治
の
あ
の
大
発
展
を
こ
の
方
面
か
ら
も
担
う
こ
と
が
出
来
た

の
だ
と
い
う
こ
と
が
出
来
ま
し
ょ
う
」
と
解
説
し
て
い
る
五
六

。 

常
見
や
田
中
ら
の
指
摘
は
、『
文
部
省
日
誌
』『
文
部
省
年
報
』
な
ど
当
時
の
文
部
省
か
ら
出
て
い
る
資
料
に
お
い
て
も
、
文
部

省
『
百
科
全
書
』
の
『
家
事
倹
約
訓
』
が
明
治
期
の
学
校
教
育
の
現
場
で
、
主
に
女
学
生
を
対
象
と
し
た
教
科
書
と
し
て
使
用
さ

れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
英
国
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
が
、
翻
訳
テ
ク
ス
ト
を
通
し
て
明
治
期
日
本
の
女
子
教

育
に
与
え
た
影
響
は
小
さ
く
な
い
の
だ
。 

近
世
の
家
政
書
、
た
と
え
ば
貝
原
益
軒
『
家
道
訓
』（
一
七
一
二
年
）
や
石
田
梅
岩
『
斉
家
論
』（
一
七
七
四
年
）
な
ど
が
武
士

の
作
法
を
中
心
に
男
性
向
け
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
明
治
初
期
の
翻
訳
家
政
書
が
女
性
向
け
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
近
代
日
本
に

お
け
る
家
政
の
在
り
方
を
抜
本
的
に
変
容
さ
せ
た
。
永
田
訳
『
家
事
倹
約
訓
』
はH

O
U

S
E

H
O

L
D

 H
IN

T
S

を
起
点
テ
ク
ス
ト
と

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
か
ら
「
家
務
」
に
お
け
る
「
主
婦
」
の
役
割
に
関
す
る
部
分
を
見
て
み
よ
う
。 

 

家
務
ヲ
弁
ス
ル
事 

一
家
ノ
主
婦
タ
ル
モ
ノ
ハ
凡
テ
其
家
ノ
出
納
ヲ
日
々
算
計
シ
無
益
ノ
費
ナ
キ
ヤ
ウ
注
意
ス
ル
ヲ
其
任
ト
ス
此
事
ハ
実

ニ
家
務
中
ノ
最
モ
緊
要
ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ
然
ル
ニ
之
ヲ
怠
ル
主
婦
ハ
恐
ラ
ク
其
心
放
恣

ワ
ガ
マ
ヽ

嬾
惰

ブ
シ
ヤ
ウ

ナ
ル
カ
又
ハ
其
教
育
ノ
悪
キ
ナ
ル
ベ
シ
夫
レ
適

宜
ナ
ル
方
ヲ
設
ケ
テ
家
費
ノ
出
納
ヲ
算
計
ス
ル
ト
キ
ハ
聊
カ
煩
ハ
シ
キ
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
シ 

H
ousekeeping. – E

very good housew
ife is expected to keep a regular and continuous account of her incom

e and expenditure. T
his is 

indeed perhaps the m
ost essential in the routine of dom

estic duties, and she m
ust possess an ill-regulated m

ind, or have had an 

insufficient education, w
ho neglects it. W

hen properly set about, and m
ethodically m

anaged, there is little or no trouble in keeping the 

household accounts. 

 

『
家
事
倹
約
訓
』
の
全
体
が
カ
バ
ー
す
る
内
容
は
衣
食
住
の
な
か
で
も
主
と
し
て
住
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
引
用
し
た

の
は
家
計
簿
の
管
理
が
「h

ou
sew

ife =
 

主
婦
」
の
役
割
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。「
其
家
ノ
出
納
ヲ
日
々
算
計
」

（to
 k

eep
 a reg

u
lar an

d
 con

tin
u
o
us acco

u
n
t o

f h
er in

co
m

e and
 ex

p
en

d
itu

re

）
が
、「
家
務
中
ノ
最
モ
緊
要
ナ
ル
モ
ノ
」（th

e m
o
st 

essen
tial in

 th
e ro

u
tin

e o
f d

o
m

estic d
u
ties

）
で
あ
り
、
そ
れ
が
で
き
な
い
主
婦
は
、「
其
心
放
恣
嬾
惰
」（ill-reg

u
lated

 m
ind

）

あ
る
い
は
「
其
教
育
ノ
悪
キ
」（insu

fficien
t ed

u
catio

n

）
た
め
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。 

家
政
が
女
性
の
担
当
と
な
る
の
は
、
英
国
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
社
会
的
な
特
徴
で
あ
る
。
日
本
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
谷
口

彩
子
は
、「
か
つ
て
は
お
も
に
男
性
を
読
者
対
象
と
し
て
い
た
家
政
書
が
、
女
性
を
対
象
と
し
た
も
の
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
く

の
は
、
欧
米
で
は
十
八
～
十
九
世
紀
以
降
、
日
本
で
は
明
治
期
以
降
」
と
指
摘
し
て
い
る
五
七

。
ま
た
、
小
林
久
美
と
片
岡
美
子

に
よ
れ
ば
、「
大
英
帝
国
下
に
お
け
る
家
庭
科
教
育
」
は
、
労
働
に
拘
束
さ
れ
ず
に
妻
や
母
と
し
て
家
庭
に
留
ま
る
こ
と
を
「
女

性
の
理
想
像
」
と
し
た
の
だ
。
と
り
わ
け
ボ
ー
ア
戦
争
後
は
、「
文
明
化
の
使
命
を
有
す
る
帝
国
臣
民
を
生
み
、
育
て
上
げ
る
「
帝

国
の
母
」
に
相
応
し
い
家
庭
科
教
育
が
求
め
ら
れ
た
」
の
で
あ
る
五
八

。
明
治
期
の
家
政
学
書
は
、
こ
の
よ
う
な
西
洋
近
代
の
性
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役
割
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
翻
訳
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。 

ち
な
み
に
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
の
柴
田
昌
吉
・
子
安
峻
編
『
附
音
挿
図
英
和
字
彙
』
で
は
、「F

am
ily, n

. 

家
属

か
ぞ
く

、
親
族

シ
ン
ル
イ

、

宗
族

イ
ツ
ケ

、
血

族

ケ
チ
ミ
ヤ
ク

、
種
類

シ
ユ
ル
ヰ

、
門
地

イ
ヘ
ガ
ラ

」、「H
o
u
sek

eep
ing

, n
. 

家

事

ク
ラ
シ
カ
タ

、
家 カ

務 ム

」、「H
o
u
sew

ife, n
. 

内

室

オ
カ
ミ
サ
ン

、
家

事

ク
ラ
シ
カ
タ

ニ
巧
手

コ
ウ
シ
ヤ

ナ
ル
婦
人

ヲ
ン
ナ

、

縫 ヌ
イ

具
箱

ダ
ウ
グ
イ

」
と
立
項
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
ま
だ
、「
家
族
」
も
「
主
婦
」
も
登
場
し
て
い
な
い
。 

家
政
学
の
教
科
書
と
し
て
小
学
校
や
師
範
学
校
で
使
用
さ
れ
た
も
う
一
冊
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
錦
織
精
之
進
訳
・
清
水

世
信
校
『
養
生
篇
』
は
、P

R
E

S
E

R
V

A
T

IO
N

 O
F

 H
E

A
L
T

H

を
起
点
テ
ク
ス
ト
と
す
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
翻
訳
テ
ク

ス
ト
に
は
現
代
に
通
じ
る
環
境
教
育
の
萌
芽
的
な
内
容
も
含
ま
れ
て
い
る
。
野
田
満
智
子
は
錦
織
訳
『
養
生
篇
』
に
つ
い
て
、「
当

時
の
イ
ギ
リ
ス
の
大
都
市
の
環
境
汚
染
や
労
働
者
達
の
健
康
状
態
の
改
善
を
課
題
と
し
た
啓
蒙
色
の
濃
い
内
容
と
な
っ
て
お
り
、

わ
が
国
に
お
け
る
環
境
教
育
の
先
駆
と
な
っ
て
い
る
」
と
し
て
、
産
業
革
命
以
後
の
公
害
問
題
を
先
駆
的
に
取
り
上
げ
た
点
を
評

価
す
る
の
で
あ
る
五
九 

。
そ
の
冒
頭
を
挙
げ
て
お
こ
う
。 

 

夫
人
ノ
身
体
ハ
其
質
幼
ヨ
リ
康
健
ニ
シ
テ
偶
然
傷
害
ノ
其
身
ニ
及
ブ
コ
ト
ナ
ク
バ
養
生
法
則
ニ
従
ヒ
テ
ヨ
ク
其
身
ヲ
護
ス
ル
ト
キ
ハ
白
髪

老
顔
ニ
至
ル
ト
雖
モ
其
健
全
ナ
ル
コ
ト
従
前
ニ
異
ナ
ラ
ズ 

H
U

M
A

N
 being, supposing him

 to be soundly constituted at first, w
ill continue in health till he reaches old age, provided that certain 

conditions are observed, and no injurious accident shall befall. 

  

冒
頭
で
の
導
入
部
に
続
い
て
、「
空
気
ノ
部
」（A

IR

）
に
つ
い
て
の
記
述
が
始
ま
る
。
人
々
の
健
康
に
と
っ
て
空
気
の
重
要
性

を
真
っ
先
に
扱
う
あ
た
り
に
、
産
業
革
命
の
影
が
色
濃
く
感
じ
ら
れ
る
。 

 

考
古
学
―
―
モ
ー
ス
と
シ
ー
ボ
ル
ト
に
先
立
つ
「
ア
ル
ケ
オ
ロ
ジ
ー
」 

 

日
本
に
お
け
る
近
代
学
問
と
し
て
の
考
古
学
の
淵
源
は
、
モ
ー
ス
（E

d
w

ard
 S

y
lv

ester M
o
rse
）
の
『
大
森
介
墟
古
物
編
』（
矢

田
部
良
吉
口
訳
・
寺
内
章
明
筆
記
）
と
、
シ
ー
ボ
ル
ト
（H

ein
rich

 P
h
ilip

p
 v

o
n
 S

ieb
o
ld

）
の
『
考
古
説
略
』（
吉
田
正
春
訳
）
に

遡
る
と
さ
れ
る
の
が
定
説
だ
六
〇

。
日
本
に
お
け
る
先
駆
的
な
人
類
学
者
の
坪
井
正
五
郎
は
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
の
学
会

誌
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
六
一

。 

 

我
が
国
に
在
て
は
古
を
尚
び
古
を
好
み
古
を
弄
ぶ
人
々
の
眠
を
覚
ま
し
た
る
彼
の
モ
ー
ル
ス
氏
の
大
森
介
墟
編
と
本
会
々
員
ヘ
ン
リ
ー
、

フ
ヲ
ン
、
シ
ー
ボ
ル
ト
氏
の
考
古
説
略
の
二
書
が
人
類
学
に
関
し
た
る
出
版
物
の
嚆
矢
で
有
り
ま
す
る
去
ら
ば
我
国
に
斯
学
の
入
込
ん
だ

の
は
殆
ど
十
年
前
の
事
で
ご
ざ
り
ま
す 

 

東
京
大
学
教
授
で
あ
っ
た
モ
ー
ス
の
論
考
が
大
学
の
紀
要
第
一
号
に
お
け
る
巻
頭
へ
の
華
々
し
い
掲
載
で
有
名
に
な
っ
た
の

に
対
し
、
シ
ー
ボ
ル
ト
は
外
交
関
係
で
活
躍
し
て
い
た
せ
い
か
、
実
際
に
は
学
界
か
ら
の
注
目
度
は
相
対
的
に
低
か
っ
た
と
い
う

非
対
称
は
あ
っ
た
も
の
の
、こ
の
外
国
人
ふ
た
り
の
名
は
早
く
も
明
治
中
期
に
は
定
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。そ
れ
に
対
し
て
、

彼
ら
の
二
冊
に
先
立
ち
刊
行
さ
れ
て
い
た
一
冊
の
翻
訳
書
の
影
は
限
り
な
く
薄
い
。 

『
大
森
介
墟
古
物
編
』
と
『
考
古
説
略
』
は
ど
ち
ら
も
一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
の
刊
行
だ
が
、
そ
の
二
年
ま
え
に
、
文
部

省
『
百
科
全
書
』
の
一
編
と
し
てA

R
C

H
Ӕ

O
L

O
G

Y

を
翻
訳
し
た
、
柴
田
承
桂
訳
・
久
保
吉
人
校
『
古
物
学
』
が
出
さ
れ
て
い

る
。
刊
行
年
か
ら
見
れ
ば
モ
ー
ス
や
シ
ー
ボ
ル
ト
の
代
表
作
よ
り
も
早
く
、
つ
ま
り
『
古
物
学
』
は
日
本
で
初
め
て
の
西
洋
近
代

考
古
学
を
紹
介
し
た
書
物
と
な
る
。「
日
本
に
体
系
的
な
考
古
学
と
と
も
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
考
古
学
の
時
代
区
分
で
あ
る
ト
ム
セ

ン
の
三
時
代
区
分
法
が
初
め
て
紹
介
さ
れ
る
」
と
い
う
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
六
二

。
デ
ン
マ
ー
ク
の
考
古
学
者
ト
ム
セ
ン

（C
h
ristian

 Jü
rg

en
sen

 T
h
o
m

sen

）
の
時
代
区
分
と
は
、
石
器
時
代
・
青
銅
器
時
代
・
鉄
器
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。 

翻
訳
を
担
当
し
た
柴
田
承
桂
は
高
名
な
薬
学
者
で
、
森
鷗
外
の
小
説
『
雁
』
で
は
洋
行
帰
り
の
大
学
教
授
と
し
て
、
語
り
手
の
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医
学
生
「
僕
」
と
主
人
公
「
岡
田
」
と
の
会
話
に
実
名
で
登
場
す
る
。
当
時
は
そ
れ
ほ
ど
の
著
名
人
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
考
古
学

の
専
門
家
で
は
な
か
っ
た
。 

 
時
を
経
て
昭
和
初
期
、
和
田
千
吉
は
日
本
の
考
古
学
界
を
回
顧
し
な
が
ら
、「
ア
ー
ケ
オ
ロ
ジ
ー
が
我
邦
に
伝
へ
ら
れ
公
に
さ

れ
た
の
は
、
明
治
十
年
文
部
省
が
百
科
全
書
九
十
二
篇
を
邦
文
に
て
印
行
し
た
と
き
で
あ
つ
て
、
こ
の
中
に
古
物
学
と
云
ふ
一
篇

が
一
冊
と
し
て
印
行
せ
ら
れ
て
居
る
。
こ
れ
は
ア
ー
ケ
オ
ロ
ジ
ー
が
柴
田
承
桂
氏
に
よ
り
て
古
物
学
と
訳
せ
ら
れ
た
、
此
書
は
諸

外
国
の
事
実
の
み
で
、
ア
ー
ケ
オ
ロ
ジ
ー
を
邦
文
に
て
紹
介
さ
れ
た
最
初
の
も
の
で
あ
ら
う
」
と
し
て
い
る
が
、
翻
訳
を
担
当
し

た
柴
田
承
桂
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
の
言
及
は
な
い
六
三

。
こ
の
点
に
関
し
て
角
田
文
衛
は
、「
日
本
の
薬
学
界
で
は
あ
ま
り
に
も

有
名
な
柴
田
承
桂
の
名
も
、
学
門
の
領
域
を
異
に
す
る
た
め
、
考
古
学
界
で
は
知
ら
れ
ず
に
ゐ
た
」
と
推
測
し
て
い
る
六
四

。
た

だ
し
角
田
も
柴
田
承
桂
に
つ
い
て
は
詳
細
に
説
明
し
て
い
る
反
面
、『
古
物
学
』
の
底
本
は
不
明
と
し
、「
お
そ
ら
く
柴
田
博
士
が

留
学
中
に
ベ
ル
リ
ン
で
購
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
」
と
ド
イ
ツ
語
か
ら
の
翻
訳
だ
と
誤
解
し
て
い
る
面
が
あ
る
。 

 

さ
て
、
実
際
の
テ
ク
ス
ト
を
見
て
お
こ
う
。
冒
頭
部
で
基
本
的
な
定
義
を
す
る
箇
所
を
抜
き
出
し
て
み
る
。 

 

ア
ル
ケ
オ
ロ
ジ
ー
古
物

学

ト
云
ヘ
ル
語
ハ
、
其
原
意
十
分
明
確
ニ
シ
テ
且
ツ
其
含
蓄
ス
ル
所
モ
頗
ル
広
大
ナ
リ
ト
雖
モ
、
近
世
ニ
至
ル
迄
ハ
、

其
用
ヲ
限
リ
テ
、
只
希
臘
羅
馬
ノ
技
術
ヲ
論
ス
ル
所
ノ
学
科
ノ
ミ
ニ
命
シ
タ
リ
、
然
レ
ト
モ
其
真
正
ノ
字
義
ハ
、
汎
ク
上
古
ノ
事
物
ヲ
講

明
ス
ル
ノ
意
ヲ
薀
有
ス
ル
ガ
故
ニ
、
現
今
ハ
則
チ
是
語
ノ
最
モ
広
大
ナ
ル
意
義
ニ
因
ツ
テ
、
之
ヲ
用
ヰ
、
往
昔
ノ
遺
蹟
遺
物
ニ
憑
拠
シ
テ
、

上
古
ノ
沿
革
史
記
ヲ
演
繹
ス
ル
所
ノ
学
科
ヲ
総
称
シ
テ
、
古
物
学
ト
呼
做
ス
ニ
至
レ
リ
、 

T
H

E
 term

 A
rchӕ

ology, though sufficiently definite and com
prehensive in its original m

eaning, w
as confined, until a com

paratively 

recent period, to the study of G
reek and R

om
an art. T

he w
ord, how

ever, literally signifies the description of ancient things; and it has 

now
 been universally adopted in its largest sense to give nam

e to the science w
hich deduces history from

 the relics of the past. 

  

明
治
初
期
の
文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
お
い
て
、A

rch
ӕ

o
lo

g
y

の
訳
語
は
「
考
古
学
」
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
冒

頭
で
は
ま
ず
「
ア
ル
ケ
オ
ロ
ジ
ー
」
と
音
訳
し
た
後
に
「
古
物
学
」
と
い
う
割
注
を
挿
入
し
、
二
回
目
に
は
「
古
物
学
」
の
み
を

単
独
で
用
い
て
い
る
。
斎
藤
忠
の
『
日
本
考
古
学
史
』
で
は
、「A

rchaeo
lo

g
y

を
そ
の
語
義
通
り
に
古
物
学
と
訳
し
た
こ
と
」
を

翻
訳
者
の
柴
田
が
「
い
か
に
も
科
学
者
ら
し
く
几
帳
面
」
で
あ
り
、「
自
然
科
学
者
が
忠
実
に
翻
訳
し
た
の
は
幸
い
で
あ
っ
た
」

と
高
く
評
価
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
考
古
学
の
定
義
や
、
そ
の
本
質
・
領
域
に
つ
い
て
も
述
べ
、
こ
こ
に
は
じ
め
て
科
学
と
し
て

の
考
古
学
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
」
と
す
る
の
で
あ
る
六
五

。 

こ
の
テ
ク
ス
ト
の
二
年
後
に
出
版
さ
れ
た
モ
ー
ス
の
『
大
森
介
墟
古
物
編
』
で
は
「
人

類

学

ア
ウ
ス
ロ
ポ
ロ
ヂ
ー

、
古
物
学

ア
ル
チ
ヨ
ロ
ヂ
ー

、
人
種
学

エ
ス
ノ
ロ
ヂ
ー

等
ノ

合
社
新
誌
各
処
ニ
起
リ
テ
此
学
愈
其
面
目
ヲ
新
ニ
ス
ル
ニ
至
レ
リ
」
と
し
て
、
ル
ビ
付
き
「
古
物
学
」
が
用
い
ら
れ
た
の
だ
が
、

同
じ
年
の
シ
ー
ボ
ル
ト
『
考
古
説
略
』
で
は
「
考
古
学
ハ
欧
州
学
課
ノ
一
部
」
と
な
っ
て
、
こ
こ
に
「
考
古
学
」
と
い
う
名
称
の

出
現
に
遭
遇
す
る
。
た
だ
し
、
漢
語
の
「
考
古
」
そ
の
も
の
は
中
国
宋
代
か
ら
す
で
に
使
用
例
が
あ
る
し
、
同
時
代
に
は
微
妙
な

使
い
分
け
が
認
め
ら
れ
る
六
六

。 

 

考
古
学
ノ
世
ニ
明
ラ
カ
ナ
ラ
サ
ル
ヤ
久
シ
。
曩
ニ
漸
ク
古
物
学
の
一
派
欧
米
各
国
ニ
起
リ
シ
ヨ
リ
古
代
ノ
工
様
ヲ
今
日
ニ
徴
ス
ヘ
キ
者
ハ

普
ク
之
ヲ
採
集
シ
テ
博
物
館
ニ
貯
蔵
シ
或
ハ
之
か
為
メ
特
ニ
列
品
室
ヲ
設
ル
等
競
テ
下
手
セ
サ
ル
ハ
ナ
キ
ニ
至
レ
リ 

 

こ
れ
は
一
八
七
七
（
明
治
十
）
年
十
二
月
の
文
部
省
伺
「
府
下
大
森
村
ニ
於
テ
発
見
ノ
古
物
天
覧
ノ
儀
上
申
」
か
ら
の
一
節
で

あ
る
が
、「
考
古
学
」
な
る
も
の
を
西
洋
の
「
古
物
学
」
と
対
比
し
て
用
い
て
い
る
。
文
脈
か
ら
ア
ル
ケ
オ
ロ
ジ
ー
の
訳
語
は
「
考

古
学
」
で
は
な
く
、「
古
物
学
」
で
あ
る
点
は
明
ら
か
だ
。
そ
も
そ
も
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
に
大
学
南
校
物
産
局
が
招
魂
社

の
境
内
で
物
産
会
を
開
い
て
以
来
、
明
治
政
府
に
と
っ
て
は
「
博
覧
会
」
や
「
博
物
館
」
に
展
示
し
保
存
す
べ
く
「
古
器
旧
物
」

は
重
要
な
宝
物
に
な
っ
て
い
た
六
七

。
漢
語
由
来
の
「
考
古
学
」
を
一
旦
は
切
断
す
る
た
め
に
は
、
ア
ル
ケ
オ
ロ
ジ
ー
と
し
て
の
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「
古
物
学
」
の
介
在
が
意
味
を
持
つ
。 

日
本
初
の
西
洋
ア
ル
ケ
オ
ロ
ジ
ー
を
翻
訳
紹
介
し
た
の
が
薬
学
の
専
門
家
で
あ
っ
た
た
め
に
、考
古
学
者
に
は
周
知
さ
れ
な
か

っ
た
嫌
い
が
あ
る
。
柴
田
承
桂
は
『
古
物
学
』
の
ほ
か
に
も
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
『
地
質
学
』『
果
園
篇
』『
太
古
史
』
の

翻
訳
を
担
当
し
て
い
る
。
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
に
政
府
の
貢
進
生
と
な
り
、
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
か
ら
文
部
省
派
遣
の

留
学
生
と
し
て
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
有
機
化
学
を
修
め
る
と
と
も
に
、
専
門
外
の
法
学
、
歴
史
学
、
考
古
学
な
ど
も
意
欲
的
に
学
ん

だ
こ
と
も
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
で
担
当
し
た
諸
編
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
帰
国
後
は
東
京
医
学
校
製
薬
教
場
（
東
京

大
学
薬
学
部
の
前
身
）
の
教
授
、
内
務
省
衛
生
局
御
用
掛
、
東
京
・
大
阪
両
司
薬
場
長
な
ど
を
歴
任
し
た
。 

と
こ
ろ
で
、
近
代
日
本
の
地
学
史
を
ま
と
め
た
土
井
正
民
は
、
地
学
に
関
す
る
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
テ
ク
ス
ト
群
に
言
及

し
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
六
八

。 

 

柴
田
承
桂
訳
『
地
質
学
』
は
、
地
質
系
統
や
地
層
の
形
成
過
程
の
説
明
な
ど
、
き
わ
め
て
現
代
的
で
あ
る
。
と
く
に
古
生
界
に
つ
い
て
は

「
カ
ン
ブ
リ
ア
ン
」「
シ
ル
リ
ア
ン
」「
旧
赤
砂
岩
」「
石
炭
系
」
な
ど
の
区
分
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
岩
相
上
の
特
徴
が
示
さ
れ

て
い
る
。
一
方
、
鈴
木
良
輔
訳
『
鉱
物
編
』
で
は
、
金
石
を
「
宇
宙
問
ニ
存
在
ス
ル
無
機
万
物
ノ
総
称
ニ
シ
テ
動
植
二
物
ニ
対
シ
テ
ヲ
言

フ
ナ
リ
」
と
し
、｢

地
皮
中
ヨ
リ
獲
ル
所
ノ
モ
ノ
」
と
し
て
土
類
・
石
類
・
塩
類
・
鉱
類
に
区
分
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
泥
岩
・
砂
岩
・

溶
岩
・
花
商
岩
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
て
、
ま
だ
鉱
物
と
岩
石
と
が
混
在
し
て
い
る
。
錦
織
精
之
進
訳
『
金
類
及
錬
金
術
』
は
金
・
銅
・
鉄

な
ど
の
有
用
金
属
を
主
と
し
、
そ
れ
ら
の
産
状
や
鉱
石
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。 

  

文
部
省
『
百
科
全
書
』
が
明
治
初
期
の
出
版
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
柴
田
の
翻
訳
し
た
『
古
物
学
』
に
お
け
る
ト
ム

セ
ン
の
考
古
学
遺
跡
の
三
時
代
区
分
、「
地
質
学
」
に
お
け
る
古
生
界
の
地
質
区
分
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
内
容
は

か
な
り
早
い
時
期
の
西
洋
的
学
知
の
紹
介
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。 

 

農
学
―
―
殖
産
興
業
の
近
代 

 

明
治
期
の
勧
農
政
策
を
語
る
ま
で
も
な
く
、
農
業
は
新
政
府
に
よ
る
殖
産
興
業
の
一
環
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。

そ
し
て
、
農
業
関
連
の
書
籍
も
着
実
に
集
積
さ
れ
て
い
っ
た
。
と
り
わ
け
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
に
は
内
務
省
内
に
勧
農
寮
農

務
課
が
設
置
さ
れ
、
農
書
の
収
集
が
本
格
的
に
始
め
ら
れ
て
い
る
。
他
の
行
政
機
関
と
同
様
に
、
政
府
内
の
組
織
は
改
変
を
繰
り

返
し
た
が
、
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
に
は
勧
農
局
報
告
課
の
編
纂
に
よ
る
『
農
書
要
覧
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
十
八
丁
ほ

ど
の
小
冊
子
で
、「
和
漢
ノ
農
書
」
や
「
西
洋
ノ
翻
訳
農
事
ニ
切
実
ナ
ル
モ
ノ
」
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
こ
で
西
洋
翻
訳
書
と
し

て
取
り
上
げ
ら
れ
た
三
十
八
冊
の
な
か
に
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
次
の
十
五
編
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

農
学 

蜜
蜂
篇 

釣
魚
篇 

魚
猟
篇 

食
物
篇 

食
物
製
方 

養
樹
篇 

植
物
生
理
学 

果
園
篇 

家
畜
篇 

牛
及
採
乳
法 

 

豚
兎
食
用
鳥
籠
鳥
篇 

人
口
救
窮
及
保
険 

土
工
術 

織
工
篇 

地
質
学 

 

こ
こ
で
『
農
学
』
と
『
家
畜
篇
』
に
つ
い
て
は
、
少
し
補
足
の
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。 

起
点
テ
ク
ス
ト
第
四
版
を
翻
訳
し
た
松
浦
謙
吉
訳
『
農
学
』
の
刊
行
は
一
八
八
三
（
明
治
一
六
）
年
、
底
本
を
第
五
版
に
変
え

て
翻
訳
し
た
丸
善
版
の
玉
利
喜
造
訳
『
農
学
』
は
一
八
八
四
（
明
治
十
七
）
年
の
刊
行
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
八
七
八
（
明
治

十
一
）
年
一
月
に
出
版
さ
れ
た
『
農
書
要
覧
』
が
編
纂
さ
れ
た
時
点
で
は
、
ど
ち
ら
の
『
農
学
』
も
実
際
に
は
翻
訳
出
版
さ
れ
て

は
い
な
い
。
た
だ
し
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
の
分
冊
本
か
ら
す
で
に
「
百
科
全
書
篇
名
」
と
し
て
総
目
録
が
掲
載
さ
れ
て
い

た
の
で
、『
農
学
』
の
刊
行
予
告
は
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
予
め
タ
イ
ト
ル
の
み
は
知
る
こ
と
が
で
き
た
。 

ま
た
『
家
畜
篇
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
は
な
い
。
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
一
月
以
前
の
出
版

に
限
定
し
た
「
家
畜
」
関
連
の
も
の
に
は
、
一
八
七
七
（
明
治
十
）
年
の
錦
織
精
之
進
訳
・
平
田
宗
敬
校
『
馬
』
が
あ
る
。
総
目
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録
上
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
れ
ば
、
他
に
も
一
八
八
二
（
明
治
十
五
）
年
の
吹
田
鯛
六
訳
『
羊
篇
』
や
一
八
八
四
（
明
治
十
七
）
年
丸

善
版
の
勝
嶋
仙
之
介
訳
『
牧
羊
篇
』
な
ど
も
該
当
し
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
農
書
と
し
て
関
心
が
高
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。 

 
文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
関
係
し
た
多
数
の
翻
訳
者
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
自
ら
の
専
門
分
野
と
は
異
な
る
内
容
を
担
当
し

て
い
た
も
の
も
多
い
。
こ
の
た
め
に
「
随
分
多
い
中
に
は
、
分
ら
な
い
も
の
が
出
来
ま
し
た
」
と
い
う
批
判
す
ら
な
さ
れ
て
い
る

六
九

。 し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
批
判
は
鵜
呑
み
に
は
で
き
な
い
。
特
に
丸
善
版
で
は
専
門
家
に
翻
訳
を
依
頼
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
か

ら
だ
。
丸
善
版
の
『
農
学
』
を
翻
訳
し
た
玉
利
喜
造
も
そ
の
よ
う
な
人
選
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
彼
は
薩
摩
藩
士
の
家
に
生
ま
れ
、

津
田
仙
の
学
農
社
に
学
ん
だ
七
〇

。
そ
の
後
、
駒
場
の
農
学
校
（
東
京
大
学
農
学
部
の
前
身
）
の
第
一
期
生
と
し
て
一
八
八
〇
（
明

治
十
三
）
年
に
卒
業
し
、
母
校
に
奉
職
し
た
。
こ
の
農
学
校
は
一
八
八
二
（
明
治
十
五
）
年
に
駒
場
農
学
校
と
改
称
、
彼
は
そ
の

助
教
に
抜
擢
さ
れ
た
。
玉
利
は
一
八
八
四
（
明
治
十
七
）
年
に
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ュ
ー
オ
ル
レ
ア
ン
ス
万
国
博
に
派
遣
さ
れ
、
そ
の

後
も
引
き
続
き
留
学
の
機
会
を
得
て
い
る
。
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
に
帰
国
し
た
後
は
、
東
京
農
林
学
校
（
後
に
は
帝
国
大

学
農
科
大
学
）
の
教
授
、
盛
岡
高
等
農
林
学
校
（
岩
手
大
学
農
学
部
の
前
身
）
と
鹿
児
島
高
等
農
林
学
校
（
鹿
児
島
大
学
農
学
部

の
前
身
）
の
初
代
校
長
な
ど
を
歴
任
し
た
。
一
八
九
九
（
明
治
三
十
二
）
年
に
は
日
本
初
の
農
学
博
士
と
な
る
。
玉
利
に
は
農
学

者
と
し
て
の
論
文
や
著
作
も
多
い
七
一

。 

丸
善
版
の
『
農
学
』
は
、
一
八
八
四
（
明
治
十
七
）
年
の
下
巻
第
四
冊
に
入
っ
て
お
り
、
玉
利
が
農
学
校
を
卒
業
し
た
直
後
の

時
期
と
な
る
。
二
十
代
後
半
の
若
さ
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
専
門
性
と
い
う
点
で
は
適
任
で
あ
っ
た
。
文
部
省
『
百
科
全
書
』
に

お
い
て
、
専
門
分
野
の
学
者
が
翻
訳
を
担
当
し
た
と
い
う
典
型
的
な
事
例
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。 

他
に
も
農
業
分
野
で
著
名
な
人
物
で
は
、
後
藤
達
三
が
い
た
。
彼
は
文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
お
い
て
は
、
農
業
分
野
と
は
無

関
係
の
『
重
学
』（M

E
C

H
A

N
IC

S
 –

 M
A

C
H

IN
E

R
Y

）
を
翻
訳
し
た
が
、
の
ち
に
農
政
官
僚
と
し
て
農
業
結
社
や
大
日
本
農
会

な
ど
で
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
。
友
田
清
彦
は
、
明
治
の
農
業
結
社
に
お
け
る
後
藤
の
役
割
を
論
じ
て
、「
明
治
前
期
に
お
け
る

典
型
的
な
農
業
啓
蒙
家
」
で
あ
る
と
す
る
七
二

。 

明
治
前
期
の
産
業
啓
蒙
書
と
し
て
は
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
は
農
業
に
限
ら
ず
、
殖
産
興
業
時
代
に
求
め
ら
れ
た
産
業
全
般

を
網
羅
し
て
お
り
、
農
業
関
係
書
、
工
業
関
係
書
、
商
業
関
係
書
に
分
類
で
き
る
。
ま
た
、
錦
織
精
之
進
訳
・
久
保
吉
人
校
『
釣

魚
篇
』
の
よ
う
に
、
趣
味
と
し
て
の
魚
釣
り
を
本
格
的
に
扱
っ
た
も
の
も
あ
る
七
三

。 

 

経
済
学
―
―
確
立
期
に
お
け
る
「
チ
ャ
ン
ブ
ル
」 

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
わ
が
国
の
経
済
学
は
西
洋
か
ら
の
輸
入
学
問
で
あ
る
。
一
八
六
七
（
慶
応
三
）
年
の
神
田
孝
平

訳
『
西
洋
経
済
小
学
』、
に
す
で
に
「
経
済
」
の
語
は
出
現
す
る
が
、
帝
国
大
学
の
講
座
名
が
「
理
財
学
」
か
ら
「
経
済
学
」
へ

と
改
称
さ
れ
た
の
は
、
一
八
九
三
（
明
治
二
十
六
）
年
の
こ
と
で
あ
る
七
四

。
こ
の
よ
う
に
、
こ
と
ば
の
出
現
と
定
着
に
は
ギ
ャ

ッ
プ
が
あ
っ
た
。 

幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
の
邦
訳
経
済
学
書
に
関
し
て
、「
日
本
で
の
経
済
学
確
立
期
に
主
要
な
役
割
を
果
た
し
た
文
献
」

と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
で
経
済
思
想
に
関
す
る
主
要
な
翻
訳
書
が
先
ご
ろ
刊
行
さ
れ
た
が
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
な
か
に
、
堀
越
愛
国

訳
・
平
田
宗
敬
校
『
経
済
論
』
が
含
ま
れ
て
い
る
七
五

。
日
本
に
お
け
る
経
済
学
の
確
立
に
向
け
て
一
定
の
位
置
づ
け
が
認
め
ら

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
堀
越
訳
『
経
済
論
』
は
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
に
和
装
本
の
上
下
二
冊
で
刊
行
さ
れ
、
文

部
省
『
百
科
全
書
』
全
編
の
な
か
で
早
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
。
書
名
は
あ
く
ま
で
も
「P

O
L

IT
IC

A
L

 E
C

O
N

O
M

Y
 =

 

経
済
論
」

で
あ
り
、「eco
n
om

ics 
=

 

経
済
学
」
と
い
う
等
価
は
、
タ
イ
ト
ル
に
お
い
て
は
厳
密
に
は
成
立
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
本

文
を
見
て
お
こ
う
。 

 

経
済
学
ハ
、
人
間
交
際
ノ
学
ニ
シ
テ
、
貨
財
ノ
法
則
ヲ
講
究
シ
、
教
示
ス
ル
ヲ
以
テ
、
其
趣
意
ト
為
ス
、 

P
O

L
IT

IC
A

L
 E

C
O

N
O

M
Y

 is a social science, having for its object to investigate and teach the law
s of w

ealth. 
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「
経
済
学
」
と
い
う
学
術
分
野
を
定
義
し
た
冒
頭
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「P

O
L

IT
IC

A
L

 E
C

O
N

O
M

Y
 =

 

経
済
学
」
で
あ
り
、

「
人
間
交
際
ノ
学
」（so

cial scien
ce

）
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

ち
な
み
に
、
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
兄
弟
編
のP

o
litica

l E
co

n
o
m

y fo
r U

se in
 S

cho
o
ls, an

d
 fo

r P
riva

te In
stru

ctio
n

は
、
福
澤
諭
吉

の
『
西
洋
事
情 
外
編
』（
一
八
六
七
年
）
の
下
地
と
な
っ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
福
澤
の
「
題
言
」
に
は
、「
英
人
チ
ャ
ン
ブ
ル

氏
所
撰
の
経
済
書
を
訳
し
、
傍
ら
諸
書
を
鈔
訳
し
、
増
補
し
て
三
冊
と
為
し
、
題
し
て
西
洋
事
情
外
篇
と
云
ふ
」
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
社
の
経
済
書
は
、
こ
の
福
澤
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
を
通
し
て
幕
末
維
新
期
の
日
本
中
で
広
く
読
ま
れ
た
こ
と

に
な
る
。
の
ち
の
『
福
翁
自
伝
』
で
も
、
福
澤
は
「
チ
エ
ー
ン
バ
ー
の
経
済
論
」
に
言
及
し
て
お
り
、
英
国
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
に

活
躍
し
た
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
兄
弟
に
よ
る
出
版
物
と
「
経
済
」
と
の
深
い
つ
な
が
り
が
感
じ
ら
れ
る
七
六

。 

 

私
が
チ
エ
ー
ン
バ
ー
の
経
済
論
を
一
冊
持
て
居
て
、
何
か
の
序
に
御
勘
定
方
の
有
力
な
人
、
即
ち
今
で
申
せ
ば
大
蔵
省
中
の
重
要
の
職
に

居
る
人
に
そ
の
経
済
書
の
事
を
語
る
と
、
大
造
悦
ん
で
、
ド
ウ
か
目
録
だ
け
で
も
宜
い
か
ら
是
非
見
た
い
と
所
望
す
る
か
ら
早
速
飜
訳
す

る
中
に
、
コ
ン
ペ
チ
シ
ョ
ン
と
云
う
原
語
に
出
遭
い
、
色
々
考
え
た
末
、
競
争
と
云
う
訳
字
を
造
り
出
し
て
之
に
当
箝
め
、
前
後
二
十
条

ば
か
り
の
目
録
を
飜
訳
し
て
之
を
見
せ
た
…
… 

 

ま
た
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
諸
編
を
担
当
し
た
翻
訳
者
が
関
係
し
た
明
治
前
期
の
経
済
書
に
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な

も
の
な
ど
が
含
ま
れ
る
。 

 

永
田
健
助
訳
『
宝
氏
経
済
学
』
一
八
七
七
年
（M

illicent G
arret F

aw
cett, P

olitical E
conom

y for B
eginners

） 

永
田
健
助
編
述
『
経
済
説
略
』
一
八
七
九
年
（『
宝
氏
経
済
学
』
の
要
約
版
） 

川
本
清
一
訳
『
彼
理
氏
著
理
財
原
論
』
一
八
八
〇
年
（A

rthur L
atham

 P
erry, E

lem
ents of P

olitical E
conom

y
） 

大
島
貞
益
訳
『
日
奔
斯
氏
貨
幣
論
』
一
八
八
三
年
（W

illiam
 S

tanley Jevons, M
oney and the M

echanism

） 

大
島
貞
益
訳
『
李
氏
経
済
論
』
一
八
八
九
年
（F

riedrich L
ist, D

as N
ationale System

 der P
olitischen O

econom
ie

） 

高
橋
是
清
訳
『
勤
業
経
済
学
』
一
八
八
五
年
（A

lfred M
arshall and M

ary P
aley M

arshall, T
he E

conom
ics of Industry

） 

吹
田
鯛
六
訳
『
労
働
問
題
』
一
八
九
三
年
（W

illiam
 S

tanley Jevons, T
he State R

elation to L
abour

） 

 

関
連
分
野
と
い
う
点
で
「
統
計
学
」
を
視
野
に
入
れ
れ
ば
、
堀
越
愛
国
訳
・
平
田
宗
敬
校
『
国
民
統
計
学
』
（S

O
C

IA
L

 

S
T
A

T
IS

T
IC

S

）
が
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
に
お
い
て
は
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
活
用
の
観
点
か
ら
、
あ
る
種
の
「
統
計
学
ブ

ー
ム
」
と
も
言
え
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
昨
今
で
あ
る
が
、「
統
計
学
」
と
い
う
こ
と
ば
は
明
治
初
期
に
成
立
し
た
翻
訳
語
で
あ

っ
た
。
一
八
五
六
年
に
パ
リ
で
モ
ロ
ー
・
ド
・
ジ
ョ
ン
ネ
（A

lex
an

d
re M

o
reau

 d
e Jo

nn
ès

）
が
著
し
たÉ

lém
en

ts d
e sta

tistiq
u
e

を
箕
作
麟
祥
が
翻
訳
し
た
『
統
計
学
』（
一
八
七
四
年
）
が
初
出
と
さ
れ
る
七
七

。
言
う
ま
で
も
な
く
、
箕
作
は
文
部
省
『
百
科
全

書
』
に
も
っ
と
も
貢
献
し
た
人
物
の
ひ
と
り
で
あ
る
。 

 

明
治
期
の
先
駆
的
経
済
学
者
と
し
て
著
名
な
大
島
貞
益
（
マ
ル
サ
ス
人
口
論
や
リ
ス
ト
経
済
論
の
紹
介
者
）
や
若
山
儀
一
（
生

命
保
険
の
先
駆
者
）
だ
け
で
な
く
、
政
界
や
財
界
で
広
く
活
躍
し
た
高
橋
是
清
や
永
井
久
一
郎
な
ど
も
、
そ
の
若
き
日
に
文
部
省

『
百
科
全
書
』
と
い
う
国
家
的
翻
訳
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
翻
訳
者
と
し
て
参
加
し
て
い
た
点
を
付
言
し
て
お
く
。
学
術
分
野
の
み
な

ら
ず
、
実
業
界
に
お
い
て
も
明
治
期
の
日
本
「
経
済
」
と
文
部
省
『
百
科
全
書
』
を
め
ぐ
る
関
係
は
多
層
的
に
交
差
す
る
の
で
あ

る
。 

 

建
築
学
―
―
築
城
か
ら
「
造
家
」
と
い
う
一
般
建
築
へ 

 

一
九
一
四
年
に
完
成
し
た
東
京
駅
を
設
計
し
た
辰
野
金
吾
は
、
一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
に
工
部
大
学
校
造
家
学
科
が
送
り
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出
し
た
最
初
の
卒
業
生
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
一
八
五
四
（
嘉
永
七
）
年
生
ま
れ
の
辰
野
は
、
ほ
か
に
も
日
本
銀
行
な
ど
多
く
の
設

計
を
手
掛
け
た
明
治
期
の
著
名
な
「
建
築
」
家
だ
が
、
そ
の
彼
は
「
造
家
」
学
科
の
首
席
卒
業
生
な
の
だ
七
八

。 

建
築
学
会
編
『
建
築
学
会
五
十
年
略
史
』（
一
九
三
六
）
に
よ
る
と
、
現
在
の
日
本
建
築
学
会
の
前
身
で
あ
る
造
家
学
会
が
一

八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
に
設
立
さ
れ
て
、
そ
の
機
関
誌
『
建
築
雑
誌
』
が
創
刊
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
一
八
九
七
（
明
治
三
十
）

年
に
は
建
築
学
会
へ
と
名
称
が
変
更
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
だ
け
を
見
る
と
、「
造
家
」
か
ら
「
建
築
」
へ
と
用
語
が
変
遷
し

た
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。 

こ
の
点
に
つ
い
て
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
関
藤
成
緒
訳
『
建
築
学
』
と
都
筑
直
吉
訳
「
造
家
法
」（
丸
善
版
）
が
反
証
と

な
る
。
前
者
はC

h
a
m

b
ers’s In

fo
rm

a
tio

n
 fo

r th
e P

eo
p
le

の
第
四
版
、
後
者
は
第
五
版
のA

R
C

H
IT

E
C

T
U

R
E

と
い
う
項
目
を

翻
訳
し
た
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
一
八
八
二
（
明
治
十
五
）
年
と
一
八
八
四
（
明
治
十
七
）
年
の
刊
行
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
建
築
」

が
「
造
家
」
に
先
立
つ
の
だ
。
両
書
の
目
次
を
比
べ
て
み
て
も
、
一
貫
し
て
「
建
築
」
と
「
造
家
」
を
使
い
分
け
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
。 

 関
藤
成
緒
訳
・
秋
月
胤
永
校
『
建
築
学
』 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都
筑
直
吉
訳
・
大
鳥
圭
介
校
閲
『
造
家
法
』 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

                       

 

「
建
築
」
と
い
う
漢
語
は
江
戸
の
蘭
学
者
ら
も
用
い
て
い
た
。
オ
ラ
ン
ダ
人
フ
ィ
ッ
セ
ル
（Jo

h
an F

red
erik

 v
an

 O
v
erm

eer 

ASSYRIAN ARCHITECTURE. 

EGYPTIAN ARCHITECTURE. 

GRECIAN STYLE. 

 Explanation of Term. 

 Orders. 

ROMAN STYLE. 

ANGLO-NORMAN STYLE. 

GOTHIC OR POINTED STYLE. 

 Definition of Parts. 

ITALIAN STYLE. 

SARACENIC, MOORISH, AND BYZANTINE STYLES. 

CHINESE STYLE. 

TUDOR – ELIZABETHAN – MODERN GOTHIC. 

MODERN BRITISH ARCHITECTURE. 

 Houses and Streets. 

MONUMENTAL COLUMNS. 

THE PRACTICE OF ARCHITECTURE – CONSTRUCTION. 

 亜西里ノ建築術 

 埃及ノ建築術 

 希臘ノ建築様式 

  名義ノ解 

  建築術ノ分科 

 羅馬建築ノ様式 

 英諾曼〔ｱﾝｸﾞﾛﾉﾙﾏﾝ〕建築ノ様式 

 峨特〔ｺﾞﾁﾂｸ〕式即尖頂様式 

  各部ノ名称 

 伊太利様式 

 サラセンモールス及ビサンチン様式 

 支那ノ様式 

 都鐸爾〔ﾁﾕﾄﾞﾙ〕式以利沙伯〔ｴﾘｻﾍﾞﾂﾄ〕式及近時峨特式 

 英国近世建築術 

  人家市街 

 紀念碑柱 

 建築学ノ実用及家屋ノ構造 

EGYPTIAN ARCHITECTURE. 

BABYLONIAN AND ASSYRIAN ARCHITECTURE. 

GREEK ARCHITECTURE. 

ROMAN ARCHITECTURE. 

GOTHIC ARCHITECTURE. 

BIZANTINE ARCHITECTURE.  

ITALIAN ARCHITECTURE. 

INDIAN ARCHITECTURE. 

PRACTICAL ARCHITECTURE. 

 埃及ノ造家法 

 巴比倫造家法、亜寒勒造家法 

 希臘ノ造家法 

 羅馬ノ造家法 

 「ゴチック」造家法 

 「ビサンチーン」造家法 

 伊太里造家法 

 印度造家法 

 造家学ノ実施 
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F
issch

er

）
が
一
八
三
三
年
に
著
し
たB

ijd
ra

g
e to

t d
e kenn

is va
n
 h

et Ja
p
a
n
sch

e rijk

は
、『
日
本
風
俗
備
考
』
と
し
て
幕
末
に
全

訳
さ
れ
て
い
る
。
天
文
方
の
山
路
諧
孝
が
監
修
し
、
杉
田
成
卿
・
箕
作
阮
甫
・
竹
内
玄
同
・
高
須
松
亭
・
宇
田
川
興
斎
・
品
川
梅

次
郎
と
い
う
蘭
学
者
た
ち
の
共
訳
で
あ
る
。
そ
の
中
の
一
節
に
「
太
閤
の
改
政
よ
り
後
は
、
江
戸
の
建
築
極
め
て
壮
大
に
し
て
」

と
あ
り
、「
建
築
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
幕
末
維
新
期
の
英
和
辞
書
を
詳
細
に
調
べ
た
菊
池
重
郎
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、

当
時
の
「
建
築
」
に
は
「
築
城
」
と
い
う
意
味
合
い
も
入
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
理
由
も
あ
り
、
工
部
省
関
係
者
の
立
場
と
し

て
はarch

itectu
re

の
訳
語
に
「
造
家
学
」
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
工
学
会
の
編
集
し
た
『
明
治
工
業
史 

建
築
篇
』
で
は
、
教

育
制
度
と
名
称
の
変
更
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。 

 

建
築
に
関
す
る
規
則
正
し
き
教
育
は
、
工
部
大
学
校
を
以
て
権
輿
と
す
。
さ
て
工
部
大
学
校
時
代
に
於
い
て
は
建
築
学
と
唱
へ
ず
し
て
、

造
家
学
の
名
称
を
用
ひ
た
り
。（
中
略
）
造
家
学
の
授
業
の
あ
り
た
る
は
明
治
八
年
よ
り
後
の
こ
と
な
り
。
爾
来
引
続
き
継
続
し
、
明
治
十

八
年
工
部
省
廃
せ
ら
る
ゝ
に
及
ん
で
、文
部
省
の
管
轄
と
な
り
、東
京
大
学
と
合
併
し
て
明
治
十
九
年
三
月
一
日
よ
り
帝
国
大
学
と
な
り
、

其
の
中
の
工
科
大
学
に
造
家
学
科
置
か
れ
た
る
な
り
。
後
明
治
三
十
年
よ
り
東
京
帝
国
大
学
の
一
部
と
な
れ
り
。
而
し
て
造
家
学
科
が
建

築
学
科
と
改
称
さ
れ
た
る
は
実
に
明
治
三
十
年
な
り
七
九

。 

  

工
部
省
が
廃
止
と
な
っ
た
後
も
、
工
部
大
学
校
の
学
科
名
と
し
て
は
し
ば
ら
く
の
間
、
帝
国
大
学
で
も
「
造
家
学
科
」
と
し
て

踏
襲
さ
れ
た
。
東
京
帝
国
大
学
の
造
家
学
科
が
建
築
学
科
と
な
っ
た
の
は
、
一
八
九
七
（
明
治
三
十
）
年
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ

う
に
、
こ
の
年
に
は
造
家
学
会
が
建
築
学
会
へ
と
改
称
し
た
。 

 

丸
善
版
『
造
家
法
』
の
校
正
を
担
当
し
た
大
鳥
圭
介
は
医
師
の
家
に
生
ま
れ
、
岡
山
の
閑
谷
校
や
大
阪
の
適
塾
を
経
て
、
江
戸

の
江
川
塾
で
兵
学
を
学
ん
で
幕
府
歩
兵
奉
行
と
な
っ
た
。
戊
辰
戦
争
で
は
榎
本
武
揚
に
従
い
五
稜
郭
で
降
伏
し
、
軍
務
局
糺
問
所

へ
投
獄
さ
れ
た
と
い
う
経
歴
の
人
物
で
あ
る
。
特
赦
に
よ
り
出
獄
後
は
新
政
府
に
出
仕
し
て
、
一
八
七
七
（
明
治
十
）
年
に
工
部

大
学
校
の
初
代
校
長
と
な
り
、
さ
ら
に
一
八
八
一
（
明
治
十
四
）
年
に
工
部
技
監
に
昇
進
、
一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
に
は
学

習
院
院
長
兼
華
族
女
学
校
校
長
と
し
て
教
育
職
を
歴
任
し
た
。
後
に
は
清
公
使
と
な
り
、
一
八
九
三
（
明
治
二
十
六
）
年
に
朝
鮮

駐
在
公
使
を
兼
務
、
日
清
戦
争
の
発
端
と
な
る
外
交
工
作
も
行
っ
た
こ
と
で
著
名
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
校
正
者
の
大
鳥
が
工
部
省

関
係
者
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
た
め
に
「
造
家
」
と
い
う
訳
語
が
選
択
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
言
え
よ
う
八
〇

。
文
部
省
『
百

科
全
書
』
に
お
け
る

arch
itectu

re

の
訳
語
を
分
析
し
た
菊
池
重
郎
も
、「
建
築
」
を
「
文
部
省
系
」、「
造
家
」
を
「
工
部
省
系
」

と
し
て
訳
語
を
対
立
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
検
証
し
て
い
る
八
一

。 

  

四
．
新
聞
広
告
に
よ
る
流
通
と
消
費 

 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
は
大
規
模
な
国
家
事
業
と
し
て
文
部
省
主
導
で
始
ま
っ
た
翻
訳
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
っ
た
が
、
最
初
の

分
冊
本
印
行
か
ら
お
よ
そ
十
年
を
経
た
合
冊
本
セ
ッ
ト
は
、有
隣
堂
や
丸
善
と
い
う
民
間
書
肆
へ
と
出
版
活
動
の
主
体
が
完
全
に

移
行
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
民
間
の
商
業
ベ
ー
ス
へ
と
軸
足
を
移
し
、
予
約
出
版
と
い
う
新
し
い
方
法
も
導
入
さ
れ
て

い
る
。
最
終
版
合
冊
と
な
る
以
前
に
も
、
学
制
頒
布
に
伴
う
教
科
書
の
必
要
性
も
あ
っ
て
、
分
冊
で
の
出
版
物
は
全
国
各
地
の
民

間
書
肆
に
よ
り
翻
刻
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
の
流
通
と
消
費
を
新
聞
広
告
か
ら
考
察
し
て
お
き
た
い
。 

 大
新
聞
と
小
新
聞 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
は
ど
の
よ
う
な
広
告
で
読
者
を
惹
き
つ
け
て
流
通
し
消
費
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
新
聞
と
い
う
メ
デ
ィ

ア
は
、
読
者
の
欲
望
を
い
か
に
し
て
誘
発
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
を
雄
弁
に
語
る
は
ず
だ
。
ま
ず
は
当
時
の
新
聞
に
つ
い
て
、

そ
の
読
者
層
に
よ
る
二
分
類
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
く
。 
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明
治
初
期
の
新
聞
は
、
紙
面
が
広
く
漢
字
カ
タ
カ
ナ
混
じ
り
の
漢
文
調
の
文
体
で
書
か
れ
た
大
新
聞
と
、
紙
面
が
狭
く
三
面
記

事
を
中
心
に
庶
民
向
け
に
総
ル
ビ
付
き
の
表
記
と
な
っ
て
い
た
小
新
聞
に
大
別
さ
れ
、対
象
と
す
る
読
者
層
も
明
確
に
区
分
さ
れ

る
。
当
時
の
代
表
的
な
読
者
層
観
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
投
書
が
参
考
に
な
る
。「
日
々
新
聞
ノ
如
キ
紙
幅
大
ニ
シ
テ
、
且
ツ

勿
論
其
議
論
高
尚
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
中
等
以
上
ノ
人
民
之
レ
ヲ
読
ミ
、
又
夫
ノ
仮
名
付
小
新
聞
ノ
如
キ
ハ
、
平
均
セ
バ
下
等
社
会
ノ

読
ム
所
ナ
ル
ベ
ケ
レ
」（『
東
京
日
日
新
聞
』
明
治
十
一
年
二
月
十
三
日
）。 

『
東
京
日
日
新
聞
』
を
は
じ
め
と
す
る
大
新
聞
（
ほ
か
に
は
『
郵
便
報
知
新
聞
』『
朝
野
新
聞
』『
毎
日
新
聞
』『
東
京
曙
新
聞
』

な
ど
）
は
「
中
等
以
上
ノ
人
民
」
で
あ
る
官
吏
や
教
員
な
ど
知
識
人
、
豪
農
や
豪
商
な
ど
上
層
の
読
者
を
対
象
に
政
治
・
経
済
を

中
心
と
し
た
記
事
が
載
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
小
新
聞
（
た
と
え
ば
『
読
売
新
聞
』『
朝
日
新
聞
』『
絵
入
自
由
新
聞
』『
東
京
絵

入
新
聞
』『
仮
名
読
新
聞
』
な
ど
）
は
「
下
等
社
会
」
へ
向
け
て
の
紙
面
で
あ
っ
た
。
小
新
聞
の
記
者
も
「
当
新
聞
は
専
ら
下
等

社
会
を
得
意
と
し
て
、
自
由
の
空
気
を
吸
込
ん
だ
お
方
や
民
権
家
の
お
目
に
触
る
品
で
は
有
ま
せ
ん
」（『
仮
名
読
新
聞
』
明
治
十

年
一
月
十
七
日
）
と
述
べ
て
い
る
。 

大
新
聞
の
『
東
京
日
日
新
聞
』
は
、
福
地
桜
痴
（
源
一
郎
）
入
社
後
に
政
府
の
御
用
新
聞
と
な
り
、
官
庁
で
優
先
的
に
購
読
さ

れ
て
官
吏
の
読
者
が
多
数
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
教
員
の
読
者
も
多
く
、
地
方
の
学
校
で
は
官
費
で
大
新
聞
を
購
読
し
て
、

官
費
で
各
地
に
設
置
さ
れ
た
新
聞
縦
覧
所
や
新
聞
解
話
会
で
音
読
し
た
り
解
説
し
た
り
す
る
の
は
、概
ね
教
員
の
役
目
で
も
あ
っ

た
。
他
方
、
小
新
聞
を
読
む
の
は
高
学
歴
の
エ
リ
ー
ト
で
は
な
い
。
小
新
聞
で
あ
っ
た
『
読
売
新
聞
』
の
創
刊
号
（
明
治
七
年
十

一
月
二
日
）
で
は
「
此
新
ぶ
ん
紙
は
女
童
の
を
し
へ
に
と
て
為
に
な
る
事
柄
を
誰
に
で
も
分
る
や
う
に
書
い
て
だ
す
」
と
う
た
い
、

『
朝
日
新
聞
』
が
大
阪
府
知
事
に
提
出
し
た
「
新
聞
紙
発
行
御
願
」
で
は
「
勧
善
懲
悪
ノ
趣
旨
ヲ
以
テ
俗
人
婦
女
子
ヲ
教
化
ニ
導

ク
」（
明
治
十
一
年
十
二
月
二
十
三
日
）
と
書
い
て
い
た
よ
う
に
、
小
新
聞
の
読
者
は
「
都
鄙
の
姉
幼
よ
り
権
助
於
三
丁
稚
子
伝
」

と
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
八
二

。 

 

新
聞
広
告
テ
ク
ス
ト 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
は
、
ど
の
よ
う
な
惹
句
で
消
費
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
。
そ
の
一
側
面
と
し
て
、
異
な
っ
た
読
者

層
を
対
象
と
し
た
大
新
聞
と
小
新
聞
の
広
告
を
手
が
か
り
に
、
出
版
物
と
し
て
の
流
通
状
況
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
み
た
い
。
大
新
聞

の
『
東
京
日
日
新
聞
』（【
日
日
】）
と
、
小
新
聞
の
『
読
売
新
聞
』（【
読
売
】）、『
朝
日
新
聞
』（【
朝
日
】）、『
絵
入
自
由
新
聞
』

（【
絵
入
】）
か
ら
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
関
す
る
広
告
を
抽
出
し
て
、
時
系
列
に
ま
と
め
て
み
た
八
三

。 

 

一
八
七
六
（
明
治
九
）
年 

四
月
十
日 

 
 

【
日
日
】『
養
生
篇
』
他
諸
編
続
々
翻
刻
、
丸
善 

一
八
七
七
（
明
治
十
）
年 

 

二
月
三
日 

 
 

【
日
日
】『
交
際
篇
』
東
洋
社 

 

四
月
十
六
日 

 
 

【
日
日
】『
医
学
篇
』
東
洋
社 

 

五
月
九
日 

 
 

【
日
日
】『
国
民
統
計
学
』
弘
令
社
ほ
か 

 

六
月
四
日 

 
 

【
日
日
】
改
正
増
補
『
商
業
編
』
瑞
穂
屋
卯
三
郎
、
和
泉
屋
市
兵
衛
、
雁
金
屋
清
吉 

 

六
月
二
十
七
日 
 

【
読
売
】
改
正
増
補
『
商
業
編
』
瑞
穂
屋
卯
三
郎
、
和
泉
屋
市
兵
衛
、
雁
金
屋
清
吉 

 

八
月
七
日 

 
 

【
読
売
】
改
正
増
補
『
商
業
編
』
瑞
穂
屋
卯
三
郎
、
和
泉
屋
市
兵
衛
、
雁
金
屋
清
吉 

 

十
二
月
九
日 

 
 

【
読
売
】
改
正
増
補
『
商
業
編
』
既
刻 

和
泉
屋
市
兵
衛
、
雁
金
屋
清
吉
、
瑞
穂
屋
卯
三
郎 

 

十
二
月
二
十
九
日 

【
日
日
】
改
正
増
補
『
商
業
編
』
既
刻 

和
泉
屋
市
兵
衛
、
雁
金
屋
清
吉
、
瑞
穂
屋
卯
三
郎 

一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年 

 

五
月
三
十
一
日 

 

【
日
日
】『
医
学
編
』
東
洋
社 

 

十
月
二
十
五
日 

 

【
日
日
】『
洋
教
宗
派
』『
回
教
及
印
度
教
仏
教
』
丸
善 



 

 

168 

 

一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年 

 

十
月
二
十
八
日 

 

【
日
日
】『
百
工
応
用
化
学
篇
』
丸
善
ほ
か 

 

十
一
月
十
九
日 

 

【
読
売
】『
百
工
応
用
化
学
篇
』
上
下
一
冊
、
丸
善
ほ
か 

一
八
八
〇
（
明
治
十
三
）
年 

 
四
月
十
八
日 

 
 

【
読
売
】
文
部
省
録
事 

明
治
十
二
年
六
月
の
第
三
号
報
告
以
降
に
刊
行
さ
れ
た
出
版
書
目
を
公
示
（
広
告
で
は
な
く
記
事
） 

 

十
月
二
十
三
日 

 

【
朝
日
】『
農
業
編
』
大
坂 

前
川
善
兵
衛 

 

十
月
二
十
四
日 

 

【
朝
日
】『
農
業
編
』
大
坂 

前
川
善
兵
衛 

 

十
月
二
十
六
日 

 
【
朝
日
】『
農
業
編
』
大
坂 

前
川
善
兵
衛 

 

十
月
二
十
九
日 

 

【
朝
日
】『
農
業
編
』
大
坂 

前
川
善
兵
衛 

 

十
一
月
二
日 

 
 

【
朝
日
】『
農
業
編
』
大
坂 

前
川
善
兵
衛 

 

一
一
月
三
日 

 
 

【
朝
日
】『
農
業
編
』
大
坂 

前
川
善
兵
衛 

一
八
八
一
（
明
治
十
四
）
年 

 

一
月
十
三
日 

 
 

【
日
日
】『
農
業
編
』
大
坂 

前
川
善
兵
衛 

 

四
月
二
十
七
日 

 

【
日
日
】
百
科
全
書 

各
種
、
有
隣
堂 

 

 

十
一
月
十
四
日 

 

【
日
日
】『
地
文
学
』『
地
質
学
』
有
隣
堂 

 

十
一
月
十
八
日 

 

【
読
売
】『
地
文
学
』『
地
質
学
』
有
隣
堂 

一
八
八
二
（
明
治
十
五
）
年 

 

九
月
二
十
日 

 
 

【
日
日
】『
建
築
学
』
中
外
堂 

 

十
一
月
十
七
日 

 

【
日
日
】『
人
心
論
』『
論
理
学
』
内
田
芳
兵
衛 

一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年 

 

三
月
三
日 

 
 

【
日
日
】『
羊
篇
』
柳
河
梅
次
郎 

 

七
月
十
六
日 

 
 

【
日
日
】
有
隣
堂
予
約
出
版
広
告
「
百
科
全
書
」
洋
装
脊
単
金
文
字
入 

全
部
分
類
合
本
二
十
冊 

 

八
月
二
日 

 
 

【
日
日
】
有
隣
堂
予
約
出
版
広
告
「
百
科
全
書
」
洋
装
脊
単
金
文
字
入 

全
部
九
十
二
篇
部
分
合
巻
三
冊
紙
数
大
凡
六
千
二
百 

枚
余 

 

九
月
一
日 

 
 

【
日
日
】
曩
ニ
諸
新
聞
ヲ
以
テ
広
告
仕
候
弊
舗
ニ
テ
予
約
出
版
仕
ル
百
科
全
書
外
二
種
共
予
約
期
前
既
ニ
一
千
名
満
員
ニ
相
成 

候
処
尚
陸
続
御
申
込
有
之
候
ニ
付
尚
ホ
五
百
部
ヲ
増
刷
仕
御
申
込
ニ
相
応
シ
可
申
候
ニ
付
九
月
二
十
日
限
御
申
込
ノ 

程
偏
ニ
奉
希
上
候
、
有
隣
堂
予
約
出
版
部 

 

九
月
二
日 

 
 

【
読
売
】
曩
に
諸
新
聞
を
以
て
広
告
仕
候
弊
舗
に
て
予
約
出
版
仕
る
百
科
全
書
外
二
種
共
予
約
期
前
既
に
一
千
名
満
員
に
相
成 

 
 

 

候
処
尚
陸
続
御
申
込
有
之
候
に
付
尚
ほ
五
百
部
を
増
刷
仕
御
申
込
に
相
応
じ
可
申
候
に
付
九
月
二
十
日
限
御
申
込
の 

 
 

 

程
偏
ニ
奉
希
上
候
、
有
隣
堂
予
約
出
版
部 

 

九
月
四
日 

 
 

【
読
売
】
曩
に
諸
新
聞
を
以
て
広
告
仕
候
弊
舗
に
て
予
約
出
版
仕
る
百
科
全
書
外
二
種
共
予
約
期
前
既
に
一
千
名
満
員
に
相
成 

 
 

 

候
処
尚
陸
続
御
申
込
有
之
候
に
付
尚
ほ
五
百
部
を
増
刷
仕
御
申
込
に
相
応
じ
可
申
候
に
付
九
月
二
十
日
限
御
申
込
の 

 
 

 

程
偏
ニ
奉
希
上
候
、
有
隣
堂
予
約
出
版
部 

 

九
月
二
十
二
日 
 

【
日
日
】『
人
心
論
』
内
田
芳
兵
衛 

 

十
月
十
八
日 

 
 

【
日
日
】『
農
学
』
中
外
堂 

 

十
月
二
十
七
日 

 

【
日
日
】
第
二
回
予
約
出
版 

百
科
全
書
、
有
隣
堂 

 

十
一
月
八
日 

 
 

【
日
日
】
百
科
全
書
第
一
回 

製
本
第
二
種
分
出
版
広
告
、
丸
善
商
社
書
店
予
約
出
版
掛 

 

十
一
月
十
五
日 

 

【
日
日
】
第
二
回
予
約
出
版 

百
科
全
書
、
有
隣
堂
予
約
出
版
部 

 

十
二
月
十
三
日 

 

【
日
日
】
百
科
全
書 

製
本
第
二
種
第
二
回
分
出
板
広
告
、
丸
善
書
店
予
約
掛 

一
八
八
四
（
明
治
十
七
）
年 
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六
月
十
一
日 

 
 

【
日
日
】
予
約
出
版
ノ
百
科
全
書
第
四
回
分
二
冊
刷
行
ニ
付
前
金
御
払
込
ノ
順
序
ヲ
以
テ
逓
送
仕
候
、
有
隣
堂
予
約
出
版
部 

 

六
月
十
七
日 

 
 

【
絵
入
】
予
約
出
版
の
百
科
全
書
第
四
回
分
二
冊
刷
行
に
付
前
金
御
払
込
の
順
序
を
以
て
逓
送
仕
候
、
有
隣
堂
予
約
出
版
部 

 

十
月
十
八
日 

 
 

【
日
日
】
予
約
出
版 

百
科
全
書 

第
五
回
分
印
刷
竣
功
候
ニ
付
曩
ニ
同
盟
諸
君
ニ
御
報
知
候
処
未
ダ
前
金
御
迴
送
無
之
向
キ 

 
 

 

モ
有
、
有
隣
堂
出
版
部 

一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年 

 

八
月
十
四
日 

 
 

【
日
日
】
百
科
全
書
再
版
広
告
「
再
版
／
百
科
全
書 

洋
装
背
華
金
字
入
体
裁
凡
テ
文
部
省
御
出
版
ノ
通 

全
部
九
十
二
巻
合 

 
 

 

本
二
十
冊 

定
価
金
二
十
円
予
約
正
価
金
十
二
円
」
有
隣
堂 

一
八
八
九
（
明
治
二
十
二
）
年 

 

一
月
三
日 

 
 

【
日
日
】
有
隣
堂
発
兌
書
目
之
内
家
禽
及
養
豚
書
目
「
豚
兎
食
用
鳥
篭
鳥
」
近
年
牧
畜
の
業
漸
く
開
け
就
中
飼
鶏
養
豚
は
最
も 

 
 

興
起
の
運
に
向
ひ
各
地
よ
り
書
目
等
頻
繁
御
照
会
に
付
茲
に
書
目
の
概
略
を
掲
げ
牧
畜
家
諸
君
に
報
ず 

 

限
ら
れ
た
デ
ー
タ
で
は
あ
る
が
、
一
八
七
六
か
ら
八
九
（
明
治
九
か
ら
二
十
二
）
年
ま
で
の
複
数
の
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
広
告

が
把
握
で
き
る
。
こ
の
な
か
で
最
も
早
い
新
聞
広
告
欄
へ
の
登
場
は
、
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
四
月
十
日
の
『
東
京
日
日
新
聞
』

に
載
っ
た
『
養
生
篇
』（P

R
E

S
E

R
V

A
T

IO
N

 O
F

 H
E

A
L
T

H
）
で
あ
る
。
実
際
の
文
面
は
こ
う
だ
。 

 

『
東
京
日
日
新
聞
』
明
治
九
年
四
月
十
日 

文
部
省
翻
刻 

百
科
全
書 

養
生
篇 

他
諸
編
続
々
翻
刻 

洋
製
小
本
一
冊 

此
書
ハ
元
来
文
部
省
ノ
御
蔵
版
ニ
テ
其
貴
重
ナ
ル
ハ
既
ニ
世
上
諸
君
子
ノ
遍
ク
知
ラ
ル
ヽ
所
今
般
弊
店
ニ
於
テ
同
省
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
更
ニ 

洋
紙
摺
洋
本
製
ニ
仕
立
看
客
ノ
為
メ
一
層
ノ
簡
便
ヲ
謀
レ
リ
願
ク
ハ
諸
君
子
此
書
ノ
貴
重
ニ
シ
テ
簡
便
ナ
ル
ヲ
賞
翫
シ
陸
続
求
需
ア
ラ
ン 

コ
ト
ヲ 

横
浜
弁
天
通
二
丁
目 

 
 

丸
屋
善
六 

大
坂
心
斎
橋
北
久
宝
寺
町 

丸
屋
善
八 

西
京
寺
町
通
リ
三
条
上
ル 

丸
屋
善
吉 

名
古
屋
本
町
八
丁
目 

 
 

丸
屋
善
七 

東
京
日
本
橋
通
三
丁
目 

 

丸
屋
善
蔵 

 

錦
織
精
之
進
訳
・
久
保
吉
人
校
『
養
生
篇
』
の
文
部
省
印
行
は
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
四
月
で
あ
り
、
文
部
省
で
『
百
科
全

書
』
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
始
ま
っ
た
最
初
期
に
和
装
二
巻
で
刊
行
さ
れ
た
分
冊
本
だ
。『
養
生
篇
』
は
そ
の
後
も
、
一
八
七
五
（
明

治
八
）
年
、
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
、
一
八
七
七
（
明
治
十
）
年
な
ど
複
数
回
に
わ
た
り
翻
刻
出
版
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
現
物

は
公
文
書
館
や
全
国
各
地
の
図
書
館
の
所
蔵
で
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

こ
の
『
東
京
日
日
新
聞
』
の
広
告
は
『
養
生
篇
』
の
翻
刻
さ
れ
た
「
洋
製
小
本
一
冊
」
に
つ
い
て
、
東
京
や
横
浜
を
は
じ
め
大

都
市
圏
の
丸
善
各
社
が
広
告
主
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。「
他
諸
編
続
々
翻
刻
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
同
様
の
翻
刻
出
版
が
『
養

生
篇
』
以
外
に
も
引
き
続
き
行
わ
れ
る
予
定
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
翻
訳
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
初
期
の
頃
か
ら
民
間
書
肆
に
装
丁
の

異
な
る
翻
刻
を
許
可
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
結
果
と
し
て
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
は
様
々
な
異
本
が

流
通
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。
木
版
・
活
版
、
和
装
・
洋
装
、
ボ
ー
ル
表
紙
本
八
四

、
判
型
各
種
に
わ
た
る
零
本
と
し
て
、
ふ

ぞ
ろ
い
の
分
冊
本
『
百
科
全
書
』
の
諸
編
は
、
公
文
書
館
、
国
会
図
書
館
、
各
大
学
図
書
館
な
ど
に
所
蔵
さ
れ
て
、
静
か
に
佇
ん

で
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。 

他
に
も
、
文
部
省
印
行
の
和
装
上
下
二
巻
を
民
間
書
肆
が
洋
装
一
冊
の
合
本
と
し
て
翻
刻
し
た
と
い
う
趣
旨
の
広
告
と
し
て
は
、

東
洋
社
や
弘
令
社
な
ど
に
よ
る
も
の
が
散
見
す
る
。
「
一
冊
洋
書
仕
立
」
の
高
橋
達
郎
訳
・
内
村
耿
之
介
校
『
交
際
篇
』
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（C
O

N
S

T
IT

U
T

IO
N

 O
F

 S
O

C
IE

T
Y

 –
 G

O
V

E
R

N
M

E
N

T

）、「
合
本
一
冊 

洋
書
仕
立
」
の
坪
井
為
春
訳
・
清
水
世
信
校
『
医

学
篇
』（M

E
D

IC
IN

E
 –

 S
U

R
G

E
R

Y

）、「
洋
書
仕
立 

合
本
一
冊
」
の
堀
越
愛
国
訳
・
平
田
宗
敬
校
『
国
民
統
計
学
』（S

O
C

IA
L

 

S
T
A

T
IS

T
IC

S

）
な
ど
の
新
聞
広
告
が
そ
れ
だ
。 

 
『
東
京
日
日
新
聞
』
明
治
十
年
二
月
三
日 

文
部
省
御
蔵
版 

○
交
際
篇 

上
下
二
冊
合
本 

一
冊
洋
書
仕
立 

定
価
金
二
十
八
銭 

前
書
翻
刻
本
月
六
日
ヨ
リ
発
売
仕
候
抑
該
書
ハ
人
間
交
際
ノ
道
暫
ク
モ
欠
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
至
要
ノ
意
ヲ
説
キ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
則
チ
族
宗
政

治
○
同
姓
ノ
種
族
○
奴
隷
ノ
状
態
○
人
生
ノ
責
任
及
ヒ
文
明
ノ
国
○
都
府
ノ
弊
害
○
政
治
総
論
政
治
ノ
体
裁
（
貴
族
合
議
。
立
君
独
裁
立

君
定
律
。
共
和
政
治
）
等
加
フ
ル
ニ
○
政
府
ノ
革
命
○
行
政
及
ヒ
外
国
ノ
使
節
○
政
府
ノ
威
力
ナ
ル
者
ヲ
其
事
実
ヲ
挙
テ
論
シ
タ
ル
者
ニ

シ
テ
簡
易
ニ
今
日
欧
米
各
国
ノ
情
態
ヲ
知
ラ
ン
ト
欲
セ
バ
視
テ
以
テ
有
益
ノ
書
タ
ル
ベ
シ 

東
京
銀
座
三
丁
目
十
四
番
地 

東
洋
社 

 

『
東
京
日
日
新
聞
』
明
治
十
年
四
月
十
六
日 

文
部
省
御
蔵
版 

○
百
科
全
書 

医
学
篇 

合
本
一
冊 

洋
書
仕
立 

定
価
金
二
十
八
銭 

該
書
翻
刻
発
売
仕
候
請
フ
江
湖
ノ
諸
彦
御
購
求
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ 

銀
座
三
丁
目
十
四
番
地 

東
洋
社 

 

『
東
京
日
日
新
聞
』
明
治
十
年
五
月
九
日 

文
部
省
御
蔵
版 

○
百
科
全
書 

国
民
統
計
学 

全 

洋
書
仕
立 

合
本
一
冊 

定
価 

金
三
十
五
銭 

該
書
翻
刻
発
売
仕
候
間
御
最
寄
ニ
テ
御
購
求
有
ン
コ
ト
ヲ
乞 

東
京
神
田
五
軒
町 

 
 

弘
令
社 

同 

芝
神
明
前 

 
 
 

山
中
市
兵
衛 

同 

通
三
丁
目 

 
 

丸
屋
善
七 

同 

馬
喰
町
二
丁
目 

 

品
川
金
十
郎 

京
都
寺
町
通
四
条
上
ル 

田
中
治
兵
衛 

 

民
間
書
肆
と
し
て
は
丸
善
以
外
に
も
東
洋
社
や
弘
令
社
な
ど
か
ら
、
一
八
七
七
（
明
治
十
）
年
初
め
に
す
で
に
洋
装
で
合
本
一

冊
と
な
っ
た
翻
刻
が
出
さ
れ
て
い
た
事
実
が
、
こ
れ
ら
の
新
聞
広
告
か
ら
判
明
す
る
。
定
価
も
表
示
さ
れ
て
い
る
が
、
文
部
省
印

行
の
和
装
本
二
冊
と
ほ
ぼ
同
程
度
に
設
定
さ
れ
て
い
た
（
参
考
ま
で
に
、
和
装
二
巻
で
の
『
交
際
篇
』
と
『
医
学
篇
』
は
二
十
四

銭
、『
国
民
統
計
学
』
は
三
十
六
銭
）。 

『
交
際
篇
』
の
広
告
で
は
内
容
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
詳
し
く
記
述
し
て
い
る
の
が
目
を
引
く
。
該
書
が
「
人
間
交
際
」
つ
ま
り

社
会
制
度
や
政
府
に
つ
い
て
、「
欧
米
各
国
ノ
情
態
」
を
簡
潔
に
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
新
聞
の
読
者
に
伝
わ
る
広
告
と

な
っ
て
い
る
の
だ
。 

翌
年
の
一
八
七
八
年
（
明
治
十
一
）
年
五
月
に
も
再
び
、
東
洋
社
は
『
医
学
編
』
の
広
告
を
『
東
京
日
日
新
聞
』
に
掲
載
し
て

い
る
が
、
こ
れ
は
、『
百
科
全
書
』
以
外
の
文
部
省
官
版
の
翻
刻
も
含
め
た
広
告
で
あ
っ
た
。 

 

『
東
京
日
日
新
聞
』
明
治
十
一
年
五
月
三
十
一
日 
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○
米
国 

政
治
略
論 

西
洋
綴 

全
一
冊 

定
価
五
十
八
銭 

○
改
正 

英
史 

 
 
 
 

同 

全
一
冊 

定
価
一
円
二
十
銭 

○
仏
蘭
西
阿
蘭
陀 

邑
法 

同 

全
一
冊 

定
価
三
十
八
銭 

○
百
科
全
書 

医
学
編 

 

同 

全
一
冊 

定
価
二
十
八
銭 

○
経
済
要
旨 

 
 
 
 
 

同 

全
一
冊 

定
価
三
十
銭 

右
ハ
文
部
省
ノ
御
蔵
版
ニ
シ
テ
嚢
二
敝
社
ニ
於
テ
翻
刻
出
版
セ
シ
書
ニ
候
所
発
売
以
来
大
二
江
湖
ノ
御
愛
顧
ヲ
蒙
リ
陸
続
御
購
求
実
ニ
感

謝
ノ
至
ニ
堪
ヘ
ス
依
テ
今
茲
ニ
深
ク
其
御
厚
意
ヲ
謝
シ
併
セ
テ
向
来
不
相
更
御
愛
顧
多
少
ニ
限
ラ
ズ
御
購
読
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
伏
テ
四
方
諸

君
ニ
広
告
ス 

東
京
銀
座
三
丁
目
十
四
番
地 

五
月 

書
肆 

東
洋
社 

 『
医
学
編
』
と
並
ん
で
い
る
の
は
い
ず
れ
も
翻
訳
書
で
あ
り
、『
米
国
政
治
略
論
』
は
錦
織
精
之
進
訳
・
内
村
耿
之
介
校
、『
改

正
英
史
』
は
大
島
貞
益
編
訳
、『
仏
蘭
西
阿
蘭
陀
邑
法
』
は
大
井
憲
太
郎
・
神
田
孝
平
訳
、『
経
済
要
旨
』
は
西
村
茂
樹
訳
（
大
井

憲
太
郎
と
神
田
孝
平
以
外
は
『
百
科
全
書
』
で
の
翻
訳
者
と
校
正
者
）
で
あ
る
。 

 

一
八
七
七
（
明
治
十
）
年
に
は
、『
東
京
日
日
新
聞
』
と
『
読
売
新
聞
』
か
ら
『
商
業
編
』
に
つ
い
て
の
類
似
し
た
広
告
が
複

数
回
に
わ
た
っ
て
出
さ
れ
て
い
る
。
大
新
聞
の
『
東
京
日
日
新
聞
』
で
は
漢
字
カ
タ
カ
ナ
混
じ
り
で
あ
り
、
小
新
聞
の
『
読
売
新

聞
』
で
は
漢
字
ひ
ら
が
な
混
じ
り
と
い
う
表
記
の
違
い
の
ほ
か
は
、
両
新
聞
と
も
文
面
は
ほ
ぼ
同
じ―

―

一
八
七
四
（
明
治
七
）

年
に
和
装
二
巻
で
刊
行
さ
れ
た
前
田
利
器
訳
・
長
川
新
吾
校
『
商
業
篇
』
を
「
改
正
増
補
」
し
た
三
冊
本
が
刊
行
さ
れ
た
旨
を
広

告
し
た
内
容―

―

で
あ
る
。
こ
の
増
補
版
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
も
広
告
が
両
新
聞
で
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、
か
な
り
力
を
入

れ
て
独
自
に
広
告
を
打
っ
て
い
た
よ
う
だ
。 

 

『
読
売
新
聞
』
明
治
十
年
六
月
二
十
七
日 

前
田
利
器
訳 

改
正
増
補 

百
科
全
書 

商
業
編 

全
三
冊 

 

貿
易
論
之
部
既
刻 

定
価
金
廿
五
銭 

貨
幣
論
銀
行
論
の
部
続
出 

此
書
ハ
曩
に
文
部
省
の
刊
鏤
に
係
り
た
る
英
人
チ
ヤ
ン
ブ
ル
氏
の
百
科
全
書
商
業
篇
を
今
般
千
八
百
七
十
五
年
倫
敦
刊
行
改
正
増
補
の
書

に
拠
り
更
に
訳
さ
れ
た
る
者
に
し
て
此
改
正
は
貿
易
の
真
理
よ
り
会
社
の
結
構
簿
記
法
其
他
貨
幣
紙
幣
の
理
義
及
び
銀
行
組
立
の
法
株
式

取
引
の
規
則
等
に
至
る
ま
で
其
大
綱
を
記
述
し
文
意
簡
明
に
し
て
解
し
易
き
書
な
れ
ば
学
校
の
教
科
書
又
は
商
家
必
読
の
良
書
な
り 

右
今
般
発
兌
を
伏
て
乞
ふ
江
湖
の
君
子
一
本
を
購
求
し
賜
は
ら
ん
こ
と
を 

東
京
本
町
三
丁
目 

 

瑞
穂
屋
卯
三
郎 

同 

芝
三
島
町 

 
 

和
泉
屋
市
兵
衛 

同 

小
石
川
大
門
町 

雁
金
屋
清
吉 

  

「
千
八
百
七
十
五
年
倫
敦
刊
行
改
正
増
補
の
書
」
と
は
、
起
点
テ
ク
ス
ト
の
第
五
版
を
底
本
と
し
た
由
を
明
示
し
て
い
る
が
、

こ
の
広
告
内
容
で
新
し
い
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。分
冊
本
で
の
特
異
な
例
外
と
し
て
最
初
か
ら
第
五
版
を
使
用
し
た
西
村
茂

樹
訳
『
天
文
学
』（
一
八
七
六
年
）
と
大
槻
文
彦
訳
『
言
語
篇
』（
一
八
八
六
年
）、
あ
る
い
は
合
冊
と
な
り
一
部
補
訂
さ
れ
て
一

八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
か
ら
一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
丸
善
版
合
冊
本
の
六
編
（『
有
要
金
石
篇
』

『
経
典
史
』『
造
家
法
』『
牧
羊
篇
』『
農
学
』『
幾
何
学
』）
だ
け
で
な
く
、
早
く
も
こ
の
時
期
の
和
装
分
冊
本
に
お
い
て
改
訳
の

翻
訳
書
が
あ
っ
た
と
い
う
新
事
実
で
あ
る
。
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
国
立
公
文
書
館
に
改
正
増
補
三
冊
本
は
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
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と
が
わ
か
り
、
実
際
に
上
巻
「
貿
易
論
」、
中
巻
「
貨
幣
論
」、
下
巻
「
銀
行
論
」
が
揃
っ
て
確
認
で
き
る
。
版
権
免
許
は
明
治
十

年
五
月
九
日
、「
訳
述
出
版
人
」
と
し
て
翻
訳
者
の
前
田
利
器
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
緒
言
を
引
用
し
て
お
く
。 

 
緒
言 

余
曩
ニ
英
人
チ
ヤ
ン
ブ
ル
氏
ノ
百
科
ノ
事
ヲ
論
述
セ
ル
著
書
ニ
就
キ
貿
易
貨
幣
銀
行
論
ノ
部
ヲ
訳
シ
文
部
省
ニ
於
テ
鋟
鏤
ア
リ
シ
ガ
大
ヰ

ニ
世
ニ
行
ハ
レ
タ
リ
頃
日
其
千
八
百
七
十
五
年
倫
敦
〔
ロ
ン
ド
ン
〕
刊
行
ノ
原
書
ヲ
得
テ
之
ヲ
見
ル
ニ
改
正
増
補
ノ
件
僅
尠
ナ
ラ
ズ
因
テ

今
又
其
原
書
ニ
據
リ
更
ニ
貿
易
貨
幣
銀
行
論
ノ
部
ヲ
訳
シ
冊
ヲ
分
テ
三
ト
ナ
シ
題
シ
テ
商
業
篇
ト
イ
ヒ
其
題
上
ニ
改
正
増
補
百
科
全
書
ノ

八
字
ヲ
加
ヘ
タ
リ
抑
々
此
改
正
ノ
原
書
中
交
易
ノ
真
理
ヨ
リ
商
則
其
他
会
社
結
構
ノ
順
序
簿
記
法
貨
幣
楮
鈔
ノ
理
義
及
銀
行
ノ
組
立
方
法

株
式
取
引
ノ
規
則
等
ニ
至
ル
マ
デ
凡
ソ
商
業
上
関
係
ノ
コ
ト
其
記
述
ス
ル
所
ハ
簡
易
ニ
シ
テ
其
旨
趣
ノ
如
キ
ハ
尽
ク
之
ヲ
網
羅
シ
テ
亦
余

蘊
ナ
シ
世
間
各
門
類
ノ
書
多
シ
ト
雖
モ
或
ハ
巻
帙
浩
瀚
ニ
過
ル
ヲ
免
レ
ズ
而
シ
テ
未
ダ
曽
テ
此
ノ
如
キ
簡
約
ニ
シ
テ
尽
セ
ル
所
ノ
書
ア
ル

ヲ
見
ズ
其
初
学
ニ
益
ア
ル
知
ル
ベ
キ
ナ
リ
若
シ
初
学
ノ
徒
此
書
ニ
據
リ
前
ニ
説
ク
所
ノ
商
業
ノ
大
義
ヲ
了
得
シ
他
日
入
室
ノ
本
資
ト
ナ
ル

ヲ
得
バ
何
ノ
幸
カ
之
ニ
加
ン
是
レ
余
ノ
浅
識
陋
見
ヲ
顧
ミ
ズ
之
ヲ
訳
シ
テ
上
梓
シ
以
テ
世
ニ
公
ニ
ス
ル
所
以
ナ
リ
但
シ
其
訳
字
ノ
当
ラ
ザ

ル
文
意
ノ
通
セ
ザ
ル
所
ノ
如
キ
ハ
他
日
大
方
君
子
ノ
改
正
ヲ
賜
ハ
ヽ
幸
甚
ナ
リ 

  

先
に
第
四
版
を
翻
訳
し
た
前
田
利
器
が
、
そ
の
後
何
ら
か
の
ル
ー
ト
で
、
一
八
七
五
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
出
版
さ
れ
た
新
版
を
入

手
し
た
と
こ
ろ
、
改
訂
部
分
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
新
た
に
翻
訳
し
出
版
し
た
と
い
う
事
情
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。「
改

正
増
補
百
科
全
書
」
を
書
名
に
加
え
た
と
断
っ
て
は
い
る
が
、
文
部
省
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
と
い
う
よ
り
も
翻
訳
者
前
田
の

個
人
的
な
出
版
物
と
言
う
べ
き
も
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

さ
て
、
新
聞
広
告
の
な
か
に
は
特
定
の
読
者
に
向
け
ら
れ
た
も
の
も
あ
り
、
次
が
そ
の
例
で
あ
る
。 

 

『
東
京
日
日
新
聞
』
明
治
十
二
年
十
月
二
十
八
日 

文
部
省
御
蔵
版 

百
科
全
書 

百
工
応
用
化
学
篇 

上
下
一
冊 

 
 

十
二
年
十
月
二
十
五
日
売
出 

定
価
三
十
五
銭 

右
ハ
諸
府
県
大
小
学
校
ニ
行
レ
ル
ハ
諸
君
ノ
了
知
ス
ル
処
ナ
リ
然
ニ
該
書
之
世
間
ニ
欠
乏
ス
ル
四
方
ノ
貴
客
モ
亦
熟
知
適
ニ
翻
刻
之
書
ヲ

探
シ
出
ス
モ
製
本
之
粗
ニ
シ
テ
殆
ト
学
者
混
雑
不
尠
故
ニ
今
般
活
字
版
ノ
大
字
ヲ
以
テ
西
洋
綴
リ
ニ
美
本
ヲ
数
千
部
造
リ
翻
刻
御
届
之
上

発
売
仕
候
間
大
方
諸
彦
陸
続
御
購
覧
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
謹
テ
広
告
ス 

発
売
書
肆 

東
京
通
三
丁
目 

 
 
 
 
 

丸
屋
善
七 

同
芝
三
島
町 

 
 
 
 
 
 

泉
屋
市
兵
衛 

大
坂
心
斎
橋
筋
北
久
宝
寺
町 

丸
屋
善
七 

同
心
斎
橋
筋
備
後
町 

 
 
 

梅
原
亀
七 

同
心
斎
橋
筋
南
久
宝
寺
町 
 

前
川
善
兵
衛 

横
浜
弁
天
通
二
丁
目 
 
 
 

丸
屋
善
八 

名
古
屋
本
町
八
丁
目 

 
 
 

丸
屋
善
八 

東
京
芝
三
田
二
丁
目 

 
 
 

慶
応
義
塾
出
版
社 

 

牧
山
耕
平
訳
・
川
本
清
一
校
の
『
百
工
応
用
化
学
篇
』（C

H
E

M
IS

T
R

Y
 A

P
P

L
IE

D
 T

O
 T

H
E

 A
R

T
S

）
は
、
文
部
省
『
百
科

全
書
』
初
め
て
の
分
冊
本
と
し
て
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
七
月
に
上
下
二
巻
の
和
装
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
年
に

は
二
冊
目
の
箕
作
麟
祥
訳
『
教
導
説
』（E

D
U

C
A

T
IO

N

）
も
出
さ
れ
た
が
、
こ
ち
ら
の
方
が
二
カ
月
ほ
ど
早
い
。
緒
言
や
凡
例
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の
付
さ
れ
て
い
る
箕
作
の
『
教
導
説
』
に
比
べ
て
、
牧
山
訳
『
百
工
応
用
化
学
篇
』
は
本
文
の
み
の
シ
ン
プ
ル
な
つ
く
り
で
あ
る

が
、
学
制
頒
布
直
後
の
時
期
に
優
先
的
に
必
要
と
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
新
聞
広
告
で
は
、「
活
字
版
ノ

大
字
ヲ
以
テ
西
洋
綴
リ
ニ
美
本
ヲ
数
千
部
造
リ
」
と
い
う
、
学
校
用
と
し
て
特
別
に
数
千
部
も
翻
刻
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。『
百
工
応
用
化
学
篇
』
以
外
に
も
、
学
校
用
の
特
別
仕
様
の
異
本
の
事
例
と
し
て
は
、
関
藤
成
緒
訳
・
久
保
吉
人
校
『
地
文

学
』（P

H
Y

S
IC

A
L

 G
E

O
G

R
A

P
H

Y

）
が
あ
り
、
国
立
公
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
実
際
の
『
地
文
学
』
の
大
字
版
翻
刻
を

手
に
取
る
と
、
そ
の
内
表
紙
に
は
「
鹿
児
島
学
校
用
」
と
大
き
く
印
刷
さ
れ
て
お
り
、
ひ
と
き
わ
目
を
引
く
意
匠
と
な
っ
て
い
る
。 

 

一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
一
月
に
大
阪
で
創
刊
さ
れ
た
『
朝
日
新
聞
』
の
本
文
記
事
は
小
新
聞
の
特
徴
と
し
て
、
ル
ビ
付
き

の
漢
字
ひ
ら
が
な
混
じ
り
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
広
告
欄
で
は
ル
ビ
な
し
漢
字
カ
タ
カ
ナ
混
じ
り
の
文
章
も
混
じ
っ
て
い
る
。

一
八
八
〇
（
明
治
十
三
）
年
の
短
期
間
に
六
回
連
続
し
て
掲
載
さ
れ
た
「
百
科
全
書 

農
業
編
」
の
広
告
を
見
て
お
こ
う
。 

 

『
朝
日
新
聞
』
明
治
十
三
年
十
月
二
十
三
日
、
二
十
四
日
、
二
十
六
日
、
二
十
九
日
、
同
年
十
一
月
二
日
、
三
日 

芳
賀
久
米
蔵
編
纂 

百
科
全
書 

農
業
編 

半
紙
本
二
冊
代
価
四
十
銭 

郵
送
仕
候
ハ
此
税
十
四
銭 

業
ヲ
興
シ
国
ヲ
富
ス
ハ
農
業
ヲ
盛
ニ
ス
ル
ニ
若
ハ
ナ
シ
然
ニ
百
科
全
書
中
永
ク
此
篇
ナ
シ
今
回
刻
成
ス
各
地
ノ
書
肆
ニ
就
テ
購
求
ア
ラ

ン
コ
ト
ヲ
希
望
ス 

大
坂
南
久
宝
寺
町
四
丁
目 

前
川
善
兵
衛 

  

六
回
の
広
告
は
す
べ
て
同
一
の
文
面
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
翌
一
八
八
一
（
明
治
十
四
）
年
一
月
十
三
日
の
『
東
京
日
日
新
聞
』

に
も
ほ
ぼ
同
一
の
広
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
発
兌
人
「
前
川
善
兵
衛
」
に
、
発
売
人
と
し
て
「
山
中
市
兵
衛
」
が
追
加
）。
広

告
の
文
面
に
「
百
科
全
書
中
永
ク
此
篇
ナ
シ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
全
編
の
な
か
でA

G
R

IC
U

L
T

U
R

E

が
な
か
な
か
翻
訳
に
至
ら

な
か
っ
た
の
は
事
実
だ
。『
文
部
省
出
版
書
目
』
の
公
的
記
録
で
は
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
『
農
学
』
が
松
浦
謙
吉
訳
で
刊

行
さ
れ
た
の
は
一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
し
、
国
立
公
文
書
館
に
は
「
明
治
十
四
年
三
月
文
部
省

印
行
」
と
表
紙
に
印
刷
さ
れ
た
『
農
学
』
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
第
五
版
を
底
本
と
し
た
玉
利
喜
造
訳
に
よ
る
丸
善
版
は
一
八
八

四
（
明
治
十
七
）
年
の
出
版
で
あ
る
。 

い
ず
れ
に
せ
よA

G
R

IC
U

L
T

U
R

E

の
翻
訳
は
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
全
体
の
最
も
後
期
に
属
す
出
版
物

で
あ
る
。
だ
が
、「
今
回
刻
成
ス
」
と
新
聞
広
告
さ
れ
て
い
る
こ
の
書
物
は
「
芳
賀
久
米
蔵
」
が
編
纂
し
、
大
阪
の
出
版
人
「
前

川
善
兵
衛
」
が
刊
行
し
た
も
の
で
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
『
農
学
』
で
は
な
い
。
こ
の
「
百
科
全
書 

農
業
編
」
は
国
立
公

文
書
館
で
実
物
を
閲
覧
で
き
る
が
、
和
装
二
巻
の
装
丁
や
内
表
紙
の
意
匠
を
は
じ
め
、
ま
た
何
よ
り
も
「
百
科
全
書
」
と
い
う
タ

イ
ト
ル
を
付
し
て
い
る
点
で
か
な
り
紛
ら
わ
し
い
。
文
部
省
『
百
科
全
書
』
と
意
図
的
に
混
同
さ
せ
る
出
版
物
で
あ
る
。
文
部
省

『
百
科
全
書
』
の
直
接
の
評
価
を
示
す
資
料
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
る
種
の
評
判
に
乗
じ
た
偽
本
と
も
言
え
る
。 

 
 

新
聞
広
告
の
な
か
に
は
、「
品
切
」
に
よ
る
翻
刻
と
い
う
内
容
も
見
ら
れ
る
。
次
の
二
つ
の
広
告
は
ど
ち
ら
も
同
じ
出
版
人
、

内
田
芳
兵
衛
に
よ
る
も
の
で
、
川
本
清
一
訳
・
久
保
吉
人
校
『
人
心
論
』（T

H
E

 H
U

M
A

N
 M

IN
D

）
と
塚
本
周
造
訳
・
大
井
鎌

吉
校
『
論
理
学
』（L
O

G
IC

）
に
つ
い
て
「
品
切
」
を
理
由
と
す
る
翻
刻
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。 

 

『
東
京
日
日
新
聞
』
明
治
十
五
年
十
一
月
十
七
日 

文
部
省
御
蔵
書 

加
爾
均
氏 

庶
物
指
教 

西
洋
綴
上
下
合
本
全
一
冊
定
価
金
九
十
五
銭
逓
送
料
四
十
銭 

同
御
蔵
書 
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百
科
全
書 

人
心
論 

西
洋
綴
全
一
冊
定
価
金
十
六
銭
五
厘
逓
送
科
金
六
銭 

同
御
蔵
書 

百
科
全
書 

論
理
学 

西
洋
綴
全
一
冊
定
価
金
二
十
銭
逓
送
科
金
六
銭 

該
書
ハ
文
部
省
御
蔵
版
ノ
処
方
今
品
切
レ
ニ
テ
各
学
校
ノ
御
差
支
侭
有
之
依
テ
今
弊
店
ニ
於
テ
発
兌
ス
請
フ
大
方
ノ
諸
君
瀏
覧
ヲ
賜
ハ
ラ

ン
コ
ト
ヲ 

日
本
橋
区
西
河
岸
十
三
番
地
書
林 

内
田
芳
兵
衛 

 

『
東
京
日
日
新
聞
』
明
治
十
六
年
九
月
二
十
二
日 

西
村
茂
樹
先
生
訳 

○
教
育
史 

上
下
合
巻
全
一
冊 

定
価
五
十
銭 

郵
税
共 

該
書
ハ
文
部
省
御
蔵
版
ニ
テ
方
今
品
切
ニ
候
処
令
般
弊
店
於
テ
翻
刻
発
行
仕
候
幸
ニ
御
購
求
所
仰
ニ
候 

○
加
爾
均
氏 

庶
物
指
教 

上
下
合
巻
全
一
冊 
定
価
九
十
五
銭
郵
税
共 

○
川
本
清
一
先
生
訳 

人
心
論 

全
一
冊 

定
価
十
六
銭
五
厘
郵
税
共 

右
両
書
共
先
般
翻
刻
発
兌
仕
候
ニ
意
外
ノ
高
顧
ヲ
蒙
リ
忽
チ
売
切
ノ
処
這
回
増
製
本
出
来
致
候
間
倍
旧
御
愛
命
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ 

日
本
橋
区
西
河
岸
十
三
番
地 

内
田
芳
兵
衛 

売
捌
○
芝
泉
市
○
通
丸
善
○
本
町
金
港
堂
○
馬
喰
町
石
川
○
横
山
町
内
田 

 

二
つ
の
広
告
に
は
お
よ
そ
一
年
の
間
が
置
か
れ
て
い
る
が
、「
方
今
品
切
レ
ニ
テ
各
学
校
ノ
御
差
支
」
で
あ
っ
た
り
、「
意
外
ノ

高
顧
ヲ
蒙
リ
忽
チ
売
切
」
で
あ
っ
た
り
と
、
評
判
の
良
さ
を
印
象
付
け
る
惹
句
で
あ
る
。 

ま
た
翻
訳
者
に
つ
い
て
の
記
載
も
興
味
深
い
。「
西
村
茂
樹
先
生
訳
」（
西
村
訳
『
教
育
史
』
は
『
百
科
全
書
』
の
一
編
で
は
な

く
、『
加
爾
均
氏
庶
物
指
教
』
は
黒
沢
寿
任
訳
）
や
「
川
本
清
一
先
生
訳
」
と
し
て
い
る
点
に
、
翻
訳
者
で
あ
る
西
村
や
川
本
へ

の
特
別
の
配
慮
が
示
さ
れ
て
い
る
。 

 

「
予
約
出
版
」
と
い
う
制
度 

 

一
八
八
三
か
ら
八
四
（
明
治
十
六
か
ら
十
七
）
年
に
か
け
て
の
『
東
京
日
日
新
聞
』
で
は
、
予
約
出
版
に
つ
い
て
の
広
告
が
頻

出
し
際
立
っ
て
い
た
。 

同
時
期
の
わ
が
国
出
版
界
に
は
予
約
出
版
の
流
行
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
お
き
た
い
八
五

。
前
田
愛
は
明
治
十
年
代
半

ば
の
江
戸
戯
作
の
活
版
に
よ
る
翻
刻
を
予
約
出
版
と
い
う
方
式
の
流
行
と
絡
め
て
論
じ
る
な
か
で
、
こ
れ
を
「
新
聞
の
普
及
が
も

た
ら
し
た
新
し
い
方
式
」
と
し
、「
出
版
社→

取
次
店→

小
売
店
の
系
列
化
が
不
備
だ
っ
た
こ
の
時
期
に
地
方
読
者
を
直
接
動
員

し
う
る
有
効
な
方
式
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
八
六

。
こ
の
時
期
に
は
、
戯
作
の
み
な
ら
ず
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
と
い

う
翻
訳
テ
ク
ス
ト
に
も
予
約
出
版
の
波
は
押
し
寄
せ
て
い
た
様
子
が
、
先
の
新
聞
広
告
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。 

予
約
出
版
で
は
新
聞
広
告
な
ど
を
媒
介
に
し
て
、
出
版
社
が
予
約
者
と
直
接
や
り
取
り
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
新
聞

広
告
と
い
う
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
新
た
な
出
版
流
通
方
法
な
の
だ
。
近
代
そ
の
も
の
が
立
ち
上
が
る
「
文

化
の
変
曲
点
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
ロ
バ
ー
ト
・
キ
ャ
ン
ベ
ル
は
明
治
期
の
予
約
出
版
に
つ
い
て
、「
刊
行
に
先
立
っ
て
購
読
者

を
つ
の
り
、
事
前
に
徴
収
し
た
入
社
金
、
前
金
、
ま
た
は
配
本
ご
と
の
代
金
を
当
て
、
そ
の
人
数
分
だ
け
の
部
数
を
出
版
販
売
す

る
」
こ
の
方
法
を
「
当
時
に
あ
っ
て
最
も
近
代
的
な
メ
デ
ィ
ア
装
置
」
に
よ
る
流
通
で
あ
る
と
同
時
に
、「
新
し
く
不
安
定
な
メ

デ
ィ
ア
」
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
八
七

。 

 

明
治
十
年
代
の
半
ば
に
日
本
に
あ
ら
わ
れ
た
予
約
出
版
は
、
営
業

エ
イ
ジ

代
理

エ
ン
ト

を
柱
と
す
る
欧
米
の
そ
れ
と
類
似
し
な
が
ら
も
、
出
版
社
と
読
者

と
の
直
接
の
関
わ
り
を
重
視
し
、
ま
た
原
則
と
し
て
、
売
捌
き
や
貸
本
屋
な
ど
、
近
世
的
出
版
界
の
末
端
機
構
を
回
避
す
る
と
こ
ろ
に
基
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盤
を
固
め
た
。
読
者
と
の
関
わ
り
は
、
新
聞
広
告
、
郵
便
通
知
、
チ
ラ
シ
配
布
、
家
庭
訪
問
な
ど
、
従
来
用
い
る
こ
と
が
な
か
っ
た
伝
播

方
法
に
よ
っ
て
求
め
、
新
た
な
ル
ー
ル
を
次
々
に
確
立
さ
せ
た
。 

 
だ
か
ら
、
読
者
と
の
直
接
の
つ
ま
り
、
予
約
出
版
に
は
リ
ス
ク
も
伴
う
の
で
あ
る
。
一
八
八
二
（
明
治
十
五
）
年
か
ら
三
年
間

ほ
ど
活
動
し
た
東
京
稗
史
出
版
社
を
研
究
し
た
磯
部
敦
に
よ
れ
ば
、
こ
の
出
版
社
は
予
約
出
版
で
躓
い
て
失
敗
し
て
い
る
。「
予

約
者
の
予
約
金
や
前
金
に
よ
っ
て
書
籍
を
制
作
す
る
た
め
自
己
資
金
を
そ
れ
ほ
ど
必
要
と
せ
ず
、
印
刷
の
時
点
で
発
行
部
数
を
微

調
整
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
一
方
、
予
約
者
が
送
金
を
止
め
た
ら
元
を
取
る
こ
と
が
で
き
ず
、
完
遂
で
き
な
く
な
っ
て

し
ま
う
と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
」
か
ら
だ
八
八

。 

さ
て
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
は
、
福
澤
諭
吉
に
学
ん
だ
早
矢
仕
有
的
が
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
に
創
業
し
た
老
舗
出
版
社

の
社
史
『
丸
善
百
年
史
』
に
登
場
す
る
。
自
社
に
よ
る
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
予
約
出
版
を
「
恐
ら
く
日
本
で
最
も
古
い
予
約

出
版
の
一
つ
」
と
し
て
、
そ
の
あ
た
り
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
八
九

。 

 

明
治
十
六
年
四
月
に
予
約
が
発
表
さ
れ
、
予
約
者
が
一
千
に
達
し
た
時
は
出
版
す
る
が
、
一
千
に
満
た
な
い
時
は
計
画
を
破
棄
す
る
か
も

知
れ
な
い
こ
と
を
予
め
断
わ
り
、
着
手
後
は
一
か
年
で
完
了
す
る
予
定
で
、
払
込
金
は
毎
月
一
円
で
あ
っ
た
。
恐
ら
く
日
本
で
最
も
古
い

予
約
出
版
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
予
約
の
募
集
は
順
調
に
応
募
を
見
た
。
そ
こ
で
明
治
十
六
年
十
月
に
、
そ
の
第
一
冊
が
発
行
さ
れ
、
翌
十

七
年
十
月
に
第
十
二
冊
の
発
行
を
終
り
、
更
に
十
八
年
一
月
に
は
索
引
が
発
行
さ
れ
て
、
こ
の
刊
行
は
完
成
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

丸
善
の
文
部
省
『
百
科
全
書
』
予
約
出
版
に
つ
い
て
は
、
丸
善
版
合
冊
本
に
付
さ
れ
た
関
根
痴
堂
に
よ
る
「
百
科
全
書
序
」
に

お
い
て
も
、「
発
告
四
方
以
募
同
志
未
数
月
締
約
者
抵
一
千
余
名
於
是
第
一
版
成
」
と
触
れ
ら
れ
て
お
り
、
社
史
に
あ
る
「
予
約

者
が
一
千
に
達
し
た
時
は
出
版
」
が
裏
付
け
ら
れ
る
。 

他
方
で
有
隣
堂
の
予
約
出
版
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
の
言
及
は
な
く
、
社
史
な
ど
も
編
纂
さ
れ
て
い
な
い
の

で
全
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
新
聞
広
告
を
精
査
す
る
こ
と
で
、
有
隣
堂
も
予
約
出
版
と
い
う
方
法
で
文
部
省
『
百
科
全
書
』

を
流
通
さ
せ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
確
認
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
詳
細
と
ま
で
は
言
え
な
い
が
、
あ
る
程
度
は
こ
の
出
版
物
の
消

費
の
さ
れ
方
も
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
。 

た
と
え
ば
、
丸
善
が
予
約
出
版
を
発
表
し
た
三
カ
月
後
の
一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
七
月
に
は
『
東
京
日
日
新
聞
』
に
か
な

り
の
紙
面
を
使
っ
た
広
告
が
打
た
れ
て
い
た
。
こ
の
広
告
に
お
い
て
「
有
隣
堂
予
約
画
版
広
告
」「
百
科
全
書
」「
日
耳
曼
国
史
」

「
具
氏
仏
国
史
」
は
白
抜
き
の
大
き
な
活
字
で
組
ま
れ
て
い
て
、
全
体
の
紙
面
の
な
か
で
相
当
に
目
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

『
東
京
日
日
新
聞
』
明
治
十
六
年
七
月
十
六
日 

第
二
回 

有
隣
堂
予
約
画
版
広
告 

○
百
科
全
書 

洋
装
脊
単
金
文
字
入 

全
部
分
類
合
本
二
十
冊 

予
約
正
価
金
十
二
円 

該
書
ハ
百
般
専
門
ノ
学
科
ヲ
記
載
セ
ル
モ
ノ
ニ
テ
天
文
、
地
理
、
農
学
、
園
芸
、
工
商
業
、
博
物
、
物
理
、
政
治
、
法
律
、
宗
教
、
経
済
、

歴
史
、
化
学
其
他
細
大
一
書
ノ
中
ニ
採
収
ス
実
ニ
社
会
ノ
関
鍵
ニ
シ
テ
各
人
欠
ク
可
カ
ラ
サ
ル
要
書
ナ
リ
況
ン
ヤ
一
本
ヲ
備
フ
レ
ハ
僻
地

辺
陋
ト
雖
ト
モ
労
費
ヲ
要
セ
ス
シ
テ
常
ニ
百
科
専
門
ノ
学
士
ヲ
坐
右
ニ
置
ク
ニ
異
ナ
ラ
ス
且
ツ
提
携
ニ
便
ナ
ル
ヲ
ヤ
尚
本
需
中
未
タ
文

部
省
ノ
翻
訳
ヲ
経
サ
ル
数
種
ハ
二
三
ノ
大
家
ニ
補
訳
ヲ
請
フ
テ
本
書
ヲ
全
璧
ニ
ス
レ
ハ
真
ニ
無
変
ノ
一
大
良
典
ナ
リ 

○
日
耳
曼
国
史 

総
黒
洋
布
綴
金
字
入
美
本 

全
二
冊
予
約
正
価
金
一
円 

此
書
ハ
方
今
武
技
文
芸
ヲ
以
テ
屹
然
文
明
諸
国
ノ
上
ニ
秀
立
ス
ル
ゼ
ル
マ
ン
国
ノ
歴
史
ニ
シ
テ
殊
ニ
著
名
ナ
ル
英
国
ノ
女
史
マ
ル
カ
ム

氏
ノ
著
ニ
係
リ
其
記
ス
ル
処
紀
元
前
百
三
十
年
羅
馬
ノ
根
蘇
勒
馬
路
西
侵
襲
ニ
起
リ
普
墺
和
約
ヲ
結
フ
ニ
終
ル
独
逸
今
日
ノ
旺
盛
ヲ
致

ス
所
以
ヲ
知
ラ
ン
ト
欲
セ
ハ
詳
細
明
〓
〓
シ
此
書
ニ
若
ク
モ
ノ
ナ
シ 

○
具
氏
仏
国
史 

総
黒
洋
布
綴
金
字
入
美
本 

全
二
冊
予
約
正
価
金
一
円 
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此
書
ハ
有
名
ナ
ル
米
国
ノ
歴
史
家
グ
ウ
ド
リ
ッ
チ
氏
ノ
著
ニ
シ
テ
仏
国
ノ
風
土
地
勢
都
城
市
坊
ノ
状
況
ヨ
リ
人
〓
民
情
ノ
変
〓
治
乱
興

廃
ノ
沿
革
一
読
瞭
然
宛
モ
火
ヲ
観
ル
カ
如
キ
ノ
良
書
ナ
リ 

○
右
三
書
ハ
曩
ニ
文
部
省
ニ
テ
御
出
版
相
成
シ
ヲ
今
回
弊
舗
ニ
テ
翻
刻
出
版
シ
非
常
ノ
廉
価
ニ
発
売
シ
聊
カ
〓
益
ノ
一
端
ニ
供
セ
ン
ト

ス
請
フ
要
望
ノ
諸
君
左
ノ
予
約
方
法
ニ
随
ヒ
当
八
月
三
十
日
ヲ
期
シ
御
加
盟
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ 

予
約
方
法 

一
百
科
全
書
ハ
本
年
八
月
三
十
日
ヲ
期
シ
同
志
一
千
名
ヲ
募
リ
九
月
ヨ
リ
必
毎
月
合
本
二
冊
宛
ヲ
出
版
シ
来
十
七
年
六
月
ヲ
以
テ
全
部

完
効
ノ
期
ト
ス 

一
同
書
ハ
全
部
九
十
巻
部
類
ヲ
大
別
シ
テ
合
本
二
十
冊
ト
ス 

一
同
書
購
求
予
約
ニ
同
盟
セ
ラ
ル
ヽ
諸
君
ハ
其
旨
ヲ
記
シ
タ
ル
書
面
ニ
住
所
姓
名
ヲ
楷
書
ニ
詳
記
捺
印
シ
一
回
予
約
正
価
金
一
円
二
十

銭
ヲ
添
ヘ
御
送
致
ア
ル
ヘ
シ
（
数
回
分
又
ハ
皆
金
ニ
テ
モ
妨
ケ
ナ
シ
） 

一
同
書
毎
回
刷
了
ノ
報
知
ヲ
得
タ
レ
ハ
直
チ
ニ
次
回
予
約
前
金
ヲ
御
送
致
ア
ル
ヘ
シ
然
ラ
サ
レ
ハ
現
書
ヲ
逓
送
セ
ス 

一
ゼ
ル
マ
ン
国
史
、
仏
国
史
ハ
各
全
部
ヲ
九
月
中
ニ
出
版
送
付
ス
可
キ
ニ
付
予
約
御
申
込
ノ
〓
ニ
予
約
正
価
及
ヒ
逓
送
費
予
算
御
送
致
ア

ル
ヘ
シ 

一
逓
送
費
ハ
東
京
府
内
ハ
弊
舗
ニ
テ
支
弁
シ
府
外
ハ
別
段
申
受
ク
ヘ
シ
故
ニ
府
外
同
盟
員
ハ
逓
送
費
概
算
ヲ
以
テ
予
約
金
ト
併
セ
テ
御

送
致
ア
ル
ヘ
シ 

一
予
約
金
及
ヒ
逓
送
費
ハ
為
替
又
ハ
通
貨
（
内
国
通
運
会
社
便
）
ヲ
以
テ
御
送
致
ア
リ
タ
シ
且
郵
便
為
替
ハ
〓
逓
本
局
并
ニ
尾
張
町
二
丁

目
郵
便
支
局
ノ
内
ヘ
御
振
出
シ
ア
リ
タ
シ 

一
予
約
ニ
関
ス
ル
信
〓
ハ
弊
舗
予
約
出
版
宛
ニ
テ
御
差
出
ア
ル
ヘ
シ 

一
転
居
等
ノ
御
報
知
ナ
キ
ヨ
リ
現
書
不
着
ノ
事
ア
ル
モ
弊
舗
其
責
ニ
任
セ
ス 

明
治
十
六
年
七
月 

東
京
々
橋
区
南
伝
馬
町
二
丁
目
十
三
番
地 

書
肆 

有
隣
堂 

穴
山
篤
太
郎 

 

こ
の
有
隣
堂
の
広
告
で
は
、
小
林
雄
七
郎
訳
『
日
耳
曼
国
史
』
と
漢
加
斯
底
爾 

(

カ
ス
テ
ー
ル) 

訳
『
具
氏
仏
国
史
』
版
も
並

ん
で
い
る
（
ち
な
み
に
、
小
林
も
カ
ス
テ
ー
ル
も
『
百
科
全
書
』
の
翻
訳
者
）
が
、
い
ず
れ
も
文
部
省
か
ら
の
刊
行
物
を
翻
刻
し

予
約
出
版
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
内
容
に
つ
い
て
は
、「
百
般
専
門
ノ
学
科
」
と
し
て
「
天
文
、
地
理
、

農
学
、
園
芸
、
工
商
業
、
博
物
、
物
理
、
政
治
、
法
律
、
宗
教
、
経
済
、
歴
史
、
化
学
」
な
ど
具
体
的
な
学
術
分
野
の
名
称
を
列

挙
し
宣
伝
し
て
、「
百
科
専
門
ノ
学
士
ヲ
坐
右
ニ
置
ク
ニ
異
ナ
ラ
ス
」
と
い
う
た
と
え
も
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
同
志
一
千
名

ヲ
募
リ
」
と
あ
る
の
で
、
丸
善
の
予
約
出
版
と
同
じ
く
千
部
を
予
定
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
予
約
方
法
で
は
、「
予
約
金
及

ヒ
逓
送
費
ハ
為
替
又
ハ
通
貨
（
内
国
通
運
会
社
便
）
ヲ
以
テ
」
と
指
定
し
て
い
る
。 

こ
の
後
も
予
約
出
版
広
告
は
続
く
。
同
年
九
月
の
『
東
京
日
日
新
聞
』
と
『
読
売
新
聞
』
に
は
、
ほ
ぼ
同
一
の
予
約
出
版
の
広

告
（
カ
タ
カ
ナ
と
ひ
ら
が
な
の
違
い
の
み
）
が
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、「
予
約
期
前
既
ニ
一
千
名
満
員
」
と
な
り
、「
五
百
部
ヲ
増

刷
」
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

一
八
八
四
（
明
治
十
七
）
年
六
月
十
一
日
の
『
東
京
日
日
新
聞
』
と
同
年
同
月
十
七
日
の
『
絵
入
自
由
新
聞
』
に
も
、
か
な
表

記
の
違
い
の
み
で
同
じ
文
言
の
広
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
小
新
聞
の
『
絵
入
自
由
新
聞
』
の
方
を
見
て
お
こ
う
。 

 

『
絵
入
自
由
新
聞
』
明
治
十
七
年
六
月
十
七
日 

弊
舗
に
於
て
予
約
出
版
の
百
科
全
書
第
四
回
分
二
冊
刷
行
に
付
前
金
御
払
込
の
順
序
を
以
て
逓
送
仕
候
間
前
金
御
払
込
無
之
方
は
早
々
御

送
金
可
被
成
下
且
御
加
盟
御
申
込
の
方
陸
続
有
之
候
に
付
更
に
五
百
部
増
刷
致
し
当
分
の
内
御
申
込
に
相
応
に
候
間
御
要
望
の
諸
彦
ハ
可

成
早
々
申
込
可
被
下
候
此
段
併
せ
て
広
告
仕
候
也
尚
出
版
法
方
及
見
本
摺
御
入
用
の
御
方
ハ
郵
券
二
銭
を
添
御
申
越
可
被
下
候 
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東
京
々
橋
区
南
伝
馬
町
二
丁
目
十
三
番
地 

有
隣
堂 

予
約
出
版
部 

 

こ
こ
で
は
「
更
に
五
百
部
増
刷
」
と
あ
り
、
先
の
部
数
に
加
え
れ
ば
、
有
隣
堂
版
全
二
十
冊
の
合
本
セ
ッ
ト
だ
け
で
も
少
な
く

と
も
二
千
部
が
予
約
出
版
で
流
通
し
た
こ
と
に
な
る
。
予
約
を
ま
ず
は
一
千
件
確
保
し
た
丸
善
版
の
増
刷
は
不
明
だ
が
、
な
か
っ

た
と
し
て
も
、
有
隣
堂
版
と
合
わ
せ
て
予
約
出
版
の
み
で
計
三
千
部
で
あ
る
。
当
時
の
十
二
円
と
い
う
高
額
で
、
か
な
り
の
部
数

が
一
揃
い
の
セ
ッ
ト
で
購
入
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。こ
れ
以
外
に
も
各
種
個
別
の
分
冊
も
同
時
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る

か
ら
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
読
者
は
少
な
く
な
か
っ
た
は
ず
だ
。 

一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
八
月
の
有
隣
堂
の
「
百
科
全
書
再
版
広
告
」
は
、
よ
り
一
層
広
い
ス
ペ
ー
ス
を
使
っ
た
大
々
的
な

も
の
で
、「
洋
装
背
華
金
字
入
体
裁
」
と
装
丁
に
高
級
感
が
加
わ
り
、
値
段
は
「
定
価
金
二
十
円
予
約
正
価
金
十
二
円
」。
さ
ら
に

「
該
書
出
版
ハ
巻
帙
浩
繁
ノ
故
ヲ
以
テ
歳
月
ニ
渉
リ
今
日
漸
ク
完
結
ヲ
告
ク
ル
ニ
至
ル
」
と
有
隣
堂
版
「
全
部
九
十
二
巻
合
本
二

十
冊
」
が
完
成
し
た
こ
と
が
告
げ
ら
れ
て
、
全
部
で
九
十
二
の
タ
イ
ト
ル
（
た
だ
し
「
英
吉
利
文
典
欠
」
を
含
む
）
が
列
挙
さ
れ

た
長
文
の
広
告
で
あ
る
。 

 

『
東
京
日
日
新
聞
』
明
治
十
九
年
八
月
四
日 

百
科
全
書
再
版
広
告 

再
版 

百
科
全
書 

洋
装
背
華
金
字
入
体
裁
凡
テ
文
部
省
御
出
版
ノ
通 
全
部
九
十
二
巻
合
本
二
十
冊 

定
価
金
二
十
円
予
約
正
価
金

十
二
円 

我
邦
近
時
文
化
ノ
隆
盛
古
来
未
タ
嘗
テ
ア
ラ
サ
ル
所
ナ
リ
人
智
進
度
ノ
然
ラ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
雖
ト
モ
蓋
シ
泰
西
文
物
技
芸
ノ
輸
入
主
ト

シ
テ
沿
革
ノ
一
ニ
居
ル
文
芸
ノ
国
家
消
長
ニ
関
ス
ル
実
ニ
尠
少
ナ
ラ
サ
ル
ナ
リ
弊
舗
曩
ニ
百
科
全
書
ヲ
発
兌
ス
此
書
ハ
所
謂
百
科
専
門

ノ
学
科
ヲ
記
載
セ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
天
文
、
地
理
、
農
学
、
園
芸
、
漁
猟
、
博
物
、
物
理
、
政
治
、
法
律
、
宗
教
、
経
済
、
歴
史
、
化
学
其

他
電
気
、
印
刷
、
石
版
捉
影
等
ノ
術
ニ
渉
リ
苟
モ
耳
目
ノ
及
フ
所
数
理
ノ
極
ル
所
凡
テ
此
書
ノ
中
ニ
包
蔵
ス
該
書
出
版
ハ
巻
帙
浩
繁
ノ
故

ヲ
以
テ
歳
月
ニ
渉
リ
今
日
漸
ク
完
結
ヲ
告
ク
ル
ニ
至
ル
而
シ
テ
方
今
ニ
至
リ
同
盟
ヲ
望
マ
ル
ヽ
者
東
西
相
接
ス
版
本
既
ニ
尽
テ
顧
客
愈

促
ス
茲
ニ
於
テ
奮
テ
再
刷
ノ
業
ニ
従
事
ス
原
本
全
ク
備
ル
ヲ
以
テ
満
尾
五
ケ
月
ヲ
期
ト
シ
同
盟
者
一
千
名
ヲ
限
リ
来
ル
九
月
ヨ
リ
左
ノ

順
次
ヲ
以
テ
逐
次
送
本
ス
加
盟
有
志
ノ
諸
君
ハ
来
ル
九
月
十
五
日
迄
ニ
御
報
知
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ 

百
科
全
書
総
目
録 

●
第
一
冊 

天
文
学
、
地
質
学
、
気
中
現
象
学
、
地
文
学
、
●
第
二
冊 

植
物
生
理
学
、
植
物
綱
目
、
動
物
及
人
身
生
理
、
動
物
綱
目
、

●
第
三
冊 

物
理
学
、
重
学
及
器
械
動
静
水
学
及
気
学
、
光
学
及
音
学
、
電
気
及
磁
石
、
●
第
四
冊 

時
学
及
時
刻
学
、
化
学
篇
、
百
工

応
用
化
学
、
陶
磁
工
篇
、
職
工
篇
、
●
第
五
冊 

砿
物
篇
、
金
類
及
錬
金
術
、
蒸
気
機
、
土
工
術
、
陸
運
、
●
第
六
冊 

水
運
、
建
築
学
、

温
室
通
風
点
光
、
給
水
浴
澡
掘
渠
、
●
第
七
冊 

農
学
、
菜
園
、
花
園
、
果
園
、
養
樹
、
●
第
八
冊 

馬
、
牛
及
採
乳
方
、
羊
、
山
羊
及

白
露
羊
、
豚
、
兎
、
食
用
鳥
、
篭
鳥
、
●
第
九
冊 

密
蜂
、
犬
及
狩
猟
、
釣
魚
、
漁
猟
、
●
第
十
冊 

養
生
、
食
物
及
飲
料
、
食
物
製
方
、

医
学
、
●
第
十
一
冊 

衣
服
及
服
式
、
人
種
篇
、
言
語
篇
、
交
際
及
政
体
、
●
第
十
二
冊 

法
律
沿
革
事
体
、
太
古
史
、
希
臘
史
、
羅
馬

史
、
中
古
史
、
●
第
十
三
冊 

英
国
史
、
英
国
制
度
国
資
、
海
陸
軍
制
、
●
第
十
四
冊 

欧
羅
巴
地
誌
、
英
倫
及
威
爾
斯
地
誌
、
蘇
蘭
地

誌
、
愛
倫
地
誌
、
亜
細
亜
及
東
印
度
地
誌
、
亜
弗
利
加
及
大
洋
洲
地
誌
、
●
第
十
五
冊 

北
亜
米
利
加
地
誌
、
南
亜
米
利
加
及
西
印
度
地

誌
、
人
心
論
、
骨
相
学
、
論
理
学
、
●
第
十
六
冊 

自
然
神
教
及
道
徳
学
、
経
典
史
及
基
督
教
、
洋
教
宗
派
、
回
教
及
印
度
教
仏
教
、
北

欧
鬼
神
誌
、
●
第
十
七
冊 

歳
時
記
、
修
身
論
、
接
物
論
、
経
済
論
、
貿
易
及
貨
幣
銀
行
、
●
第
十
八
冊 

人
口
救
窮
及
保
険
、
百
工
倹

約
訓
、
国
民
統
計
学
、
教
育
論
、
英
吉
利
文
典
欠
、
●
第
十
九
冊 

算
術
及
代
数
、
幾
何
学
、
画
学
及
彫
像
、
体
操
及
戸
外
〓
戯
方
、
戸

内
遊
戯
方
、
●
第
二
十
冊 

古
物
学
、
修
辞
及
華
文
、
印
刷
術
及
石
版
術
、
彫
刻
及
捉
影
術
、
家
事
倹
約
訓 

通
計
九
十
二
篇
合
巻
二
十

冊 ●
予
約
方
法 

●
全
部
九
十
二
巻
之
ヲ
大
別
シ
テ
合
本
二
十
冊
ト
シ
毎
回
四
冊
宛
ヲ
出
版
シ
五
回
ニ
至
ツ
テ
全
部
完
結
ト
ス
●
購
求
同
盟
者
ハ
其
旨
ヲ
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記
シ
タ
ル
書
面
ニ
住
所
姓
名
ヲ
揩
書
ニ
詳
記
捺
印
シ
九
月
十
五
日
迄
ニ
御
報
知
ノ
事
●
御
送
金
ハ
製
本
出
来
次
第
御
報
知
可
申
ニ
付
其

都
度
一
回
金
二
円
四
十
銭
ツ
ヽ
御
回
金
ノ
事
但
前
以
テ
数
回
分
又
ハ
皆
金
御
送
致
ア
ル
モ
妨
ケ
ナ
シ
ト
雖
ト
モ
亦
御
都
合
ニ
ヨ
リ
テ
ハ

一
冊
六
十
銭
或
ハ
二
冊
分
一
円
二
十
銭
ツ
ヽ
御
送
付
ア
ル
モ
御
〓
意
ノ
事
●
送
本
ハ
郵
便
、
通
運
、
汽
舩
便
等
御
便
宜
ニ
任
セ
候
間
御
加

盟
御
通
知
ノ
節
併
テ
御
申
越
シ
ア
ル
ヘ
キ
事
●
転
居
等
ノ
御
報
知
ナ
キ
ヨ
リ
現
書
不
着
ノ
事
ア
ル
モ
弊
舗
其
貴
ニ
任
セ
ス
●
金
員
ハ
銀

行
及
ヒ
郵
便
為
換
又
ハ
通
貨
（
内
国
通
運
会
社
便
）
ヲ
以
テ
御
送
致
ア
リ
タ
シ
但
郵
便
切
手
代
用
ハ
一
割
増
ノ
事 

●
農
業
書
肆
●
有
隣
堂
●
東
京
々
橋
区
南
伝
馬
町
二
丁
目
●
穴
山
篤
太
郎
● 

 

こ
の
広
告
で
は
、「
百
科
全
書
総
目
録
」
と
し
て
第
一
冊
か
ら
第
二
十
冊
ま
で
の
「
通
計
九
十
二
篇
合
巻
二
十
冊
」
の
個
別
の

タ
イ
ト
ル
名
ま
で
記
載
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
だ
。「
予
約
方
法
」
と
し
て
は
、「
全
部
九
十
二
巻
之
ヲ
大
別
シ
テ
合
本
二
十
冊
ト

シ
毎
回
四
冊
宛
ヲ
出
版
シ
五
回
ニ
至
ツ
テ
全
部
完
結
ト
ス
」「
購
求
同
盟
者
ハ
其
旨
ヲ
記
シ
タ
ル
書
面
ニ
住
所
姓
名
ヲ
楷
書
ニ
詳

記
捺
印
シ
九
月
十
五
日
迄
ニ
御
報
知
ノ
事
」
な
ど
具
体
的
な
説
明
が
あ
る
。 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
予
約
出
版
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
丸
善
版
し
か
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
広

告
に
よ
り
有
隣
堂
も
同
時
期
に
合
冊
本
の
予
約
販
売
を
し
て
い
た
新
事
実
が
判
明
し
た
。丸
善
版
と
有
隣
堂
版
が
同
時
期
に
予
約

出
版
さ
れ
て
い
た
状
況
で
は
、
異
な
る
装
丁
の
文
部
省
『
百
科
全
書
』
が
競
合
し
て
流
通
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

合
冊
本
に
は
特
色
を
出
す
た
め
の
工
夫
が
な
さ
れ
た
。
丸
善
社
史
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
九
〇

。 

 

文
部
省
版
『
百
科
全
書
』
は
、
冊
数
が
多
く
、
ま
た
製
本
が
い
ろ
い
ろ
違
っ
て
い
て
、
不
便
な
点
が
多
か
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
適
当
に
纏

め
る
こ
と
が
多
方
面
か
ら
要
望
さ
れ
た
。
そ
こ
で
丸
善
で
は
、
当
時
慶
應
義
塾
出
身
の
赤
坂
亀
次
郎
が
蔵
版
部
長
で
あ
っ
た
が
、
文
部
省

版
で
ま
だ
訳
出
さ
れ
て
い
な
い
部
分
が
あ
る
た
め
に
、
原
書
を
増
訂
し
た
第
五
版
の
二
巻
本
（
一
八
七
四―

七
五
年
）
に
よ
っ
て
、
新
し

く
飜
訳
者
を
選
ん
で
、
こ
れ
を
飜
訳
し
、
全
部
を
十
二
冊
ま
た
は
三
冊
と
索
引
一
冊
に
分
け
て
出
版
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

 
 
 

上
巻 

第
一
冊
―
第
四
冊 

 
 

一
四
九
〇
頁 

 
 
 

中
巻 

第
五
冊
―
第
八
刷 

 
 

一
四
四
二
頁 

 
 
 

下
巻 

第
九
冊
―
第
十
二
冊 

 

一
五
一
八
頁 

十
二
冊
本
は
布
表
紙
、
三
冊
本
は
背
革
表
紙
の
装
幀
で
あ
っ
て
、
別
に
希
望
者
に
よ
っ
て
総
革
表
紙
三
方
金
の
特
製
本
も
作
っ
た
。
チ
ェ

ン
バ
ー
ス

（
マ
マ
）

の
「
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
」
は
、
す
べ
て
概
説
的
な
記
述
で
あ
る
が
、
こ
の
索
引
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
ま
で
小
項
目
に
も
利

用
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
総
頁
数
四
千
六
百
頁
に
達
し
、
こ
の
時
代
と
し
て
は
実
に
驚
く
べ
き
出
版
物
で
あ
る
。 

 

こ
こ
に
別
冊
と
し
て
一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
一
月
に
出
版
さ
れ
た
「
索
引
一
冊
」
の
情
報
を
入
れ
る
な
ら
ば
、
さ
ら
に
九

〇
頁
が
加
わ
る
。
た
だ
し
「
こ
の
索
引
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
ま
で
小
項
目
に
も
利
用
す
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
い
う
説
明
は
、
眉

唾
物
で
あ
る
。
ま
た
「
文
部
省
版
で
ま
だ
訳
出
さ
れ
て
い
な
い
部
分
」
は
確
か
に
残
っ
て
い
た
が
、「
原
書
を
増
訂
し
た
第
五
版

の
二
巻
本
（
一
八
七
四
―
七
五
年
）」
を
用
い
て
新
た
に
翻
訳
さ
れ
た
の
は
六
編
の
み
で
あ
り
、L

A
N

G
U

A
G

E

と

E
N

G
L

IS
H

 

G
R

A
M

M
A

R

は
依
然
と
し
て
残
さ
れ
た
ま
ま
だ
っ
た
。
丸
善
版
合
冊
本
で
は
既
訳
の
三
編
を
分
割
し
て
倍
増
し
た
た
め
に
、
全

九
十
三
編
と
な
っ
て
集
成
さ
れ
た
が
、
有
隣
堂
版
合
冊
本
に
入
っ
て
い
る
『
言
語
篇
』
は
未
収
で
あ
り
、
結
局

E
N

G
L

IS
H

 

G
R

A
M

M
A

R

は
ど
ち
ら
の
合
冊
本
で
も
訳
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
文
部
省
『
百
科
全
書
』
は
未
完
な
の
で
あ
る
。 
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一 

福
鎌
達
夫
『
明
治
初
期
百
科
全
書
の
研
究
』（
風
間
書
房
、
一
九
六
八
年
、
一
九
頁
）。 

二 
経
済
雑
誌
社
編
『
日
本
社
会
事
彙
』
の
初
版
は
、
一
八
九
〇
―
九
一
（
明
治
二
十
三
―
二
十
四
）
年
、
再
版
は
一
九
〇
一
―
〇
二
（
明
治
三
十

四
―
三
十
五
）
年
。
跋
文
の
日
付
は
、
一
八
九
一
（
明
治
二
十
四
）
年
五
月
で
あ
る
。 

三 

大
久
保
利
謙
編
『
西
周
全
集 

第
四
巻
』（
宗
高
書
房
、
一
九
八
一
年
、
一
一
頁
）。
た
だ
し
小
泉
仰
に
よ
れ
ば
、
永
見
は
ギ
リ
シ
ャ
語
を
誤
記

し
て
い
る
（『
西
周
と
欧
米
思
想
と
の
出
会
い
』
三
嶺
書
房
、
一
九
八
九
年
、
八
五
頁
）。
現
在
の
ス
ペ
ル
で
は
、εγκυκλοπα

ιδεία

で
あ
る
。 

四 

吉
見
俊
哉
「
新
百
学
連
環
―
―
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
の
思
想
と
知
の
デ
ジ
タ
ル
・
シ
フ
ト
」
石
田
英
敬
編
『
知
の
デ
ジ
タ
ル
・
シ
フ
ト

―
―

誰
が
知
を
支
配
す
る
の
か
？
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
、
五
〇―

七
四
頁
）
で
は
、
西
の
「
百
学
連
環
」
を
再
評
価
し
て
い
る
。 

五 

石
川
禎
浩
「
近
代
日
中
の
翻
訳
百
科
事
典
に
つ
い
て
」
石
川
禎
浩
・
狭
間
直
樹
編
『
近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
翻
訳
概
念
の
展
開
』（
京
都
大

学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
一
三
年
、
二
七
七
―
三
〇
五
頁
）。 

六 

さ
ね
と
う
け
い
し
ゅ
う
『
中
国
人
日
本
留
学
史
』（
く
ろ
し
お
出
版
、
一
九
七
〇
年
、
二
六
八
―
二
七
二
頁
）。 

七 

樋
口
一
葉
「
水
の
上
に
つ
記
」『
樋
口
一
葉
集
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
二
年
、
二
九
六
―
二
九
九
頁
）。 

八 

ち
な
み
に
、『
ブ
リ
タ
ニ
カ
百
科
事
典
』
は
二
〇
一
〇
年
の
第
十
五
版 

で
紙
本
版
が
終
了
し
、
現
在
は
オ
ン
ラ
イ
ン
版
の
み
で
存
続
。 

九 

デ
ィ
ド
ロ
と
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
に
よ
る
『
百
科
全
書
』
の
抄
訳
と
し
て
は
、
桑
原
武
夫
訳
編
『
百
科
全
書
―
―
序
論
お
よ
び
代
表
項
目
』
岩
波
文

庫
、
一
九
七
一
年
）
が
あ
る
。 

一
〇 

桑
原
武
夫
編
『
フ
ラ
ン
ス
百
科
全
書
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
四
年
、ⅱ

頁
）。 

一
一 

同
書
、ⅲ

頁
。 

一
二 

西
洋
近
代
社
会
と
視
覚
に
関
し
て
は
た
と
え
ば
、
大
林
信
治
・
山
中
浩
司
編
『
視
覚
と
近
代
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
な
ど
参

照
。 

一
三 

マ
ー
シ
ャ
ル
・
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
『
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
銀
河
系
―
―
活
字
人
間
の
形
成
』
森
常
治
訳
（
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
六
年
）。 

一
四 

紅
野
謙
介
『
書
物
の
近
代
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
九
年
、
四
八
頁
）。 

一
五 

同
書
、
四
五
頁
。 

一
六 

同
書
、
四
七
頁
。 

一
七 

小
森
陽
一
「
物
と
し
て
の
書
物
／
書
物
と
し
て
の
物
」
北
大
国
文
学
会
編
『
刷
り
も
の
の
表
現
と
享
受
』（
北
大
国
文
学
会
、
一
九
八
九
年
、

三
一
―
三
二
頁
）。 

一
八 

後
に
な
っ
て
、
た
と
え
ば
『
万
葉
集
総
索
引
』
が
和
装
本
の
情
報
で
作
成
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
例
は
あ
る
が
、
書
物
と
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で

の
メ
タ
情
報
で
は
な
い
。 

一
九 

稲
村
徹
元
『
索
引
の
話
』（
日
本
図
書
館
協
会
、
一
九
七
七
年
）。 

二
〇 

杉
本
つ
と
む
編
著
『
江
戸
時
代
西
洋
百
科
事
典
―
―
『
厚
生
新
編
』
の
研
究
』（
雄
山
閣
、
一
九
九
八
年
、
四
七
頁
）。 

二
一 

稲
村
の
前
掲
書
、
三
五
頁
。 

二
二 

久
米
邦
武
編
・
田
中
彰
校
注
『
米
欧
回
覧
実
記
（
五
）』（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
二
年
、
四
六
頁
）。 

二
三 

北
澤
憲
昭
『
境
界
の
美
術
史
―
―
「
美
術
」
形
成
史
ノ
ー
ト
』（
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
、
二
〇
〇
〇
年
）、
同
『
眼
の
神
殿
―
―
「
美
術
」
受
容
史
ノ

ー
ト
〔
定
本
〕』（
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
、
二
〇
一
〇
年
）、
同
『
美
術
の
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
―
―
「
工
芸
」
の
成
り
立
ち
を
焦
点
と
し
て
』（
ゆ
ま
に
書
房
、

二
〇
一
三
年
）
な
ど
。 

二
四 

北
澤
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
一
頁
。 

二
五 

北
澤
、
二
〇
一
三
年
、
一
五
三
頁
。 

二
六 

金
子
一
夫
『
近
代
日
本
美
術
教
育
の
研
究
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
九
二
年
、
三
頁
）。 

二
七 

幕
末
明
治
期
の
日
本
に
お
け
る
「
写
真
」
に
つ
い
て
は
、
小
沢
健
志
編
『
幕
末
―
―
写
真
の
時
代
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
六
年
）、

小
沢
健
志
『
幕
末
・
明
治
の
写
真
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
七
年
）
に
詳
し
い
。 

二
八 

石
井
研
堂
『
明
治
事
物
起
源 

六
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
七
年
、
一
七
三
―
二
〇
六
頁
）。 

二
九 

諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
辞
典 

修
訂
第
二
版 

巻
四
』（
大
修
館
書
店
、
二
〇
〇
一
年
、
八
〇
五
頁
）
に
よ
れ
ば
、「
影
」
に
は
「
す
が
た
。
か
た

ち
。
ゑ
す
が
た
。
肖
像
。
ま
ぼ
ろ
し
」
な
ど
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。 

三
〇 

石
井
の
前
掲
書
、
一
七
四
頁
。 

三
一 

佐
藤
道
信
『
明
治
国
家
と
近
代
美
術
―
―
美
の
政
治
学
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
、
二
〇
九
―
二
三
二
頁
）。
な
お
、
紀
元
五
〇
〇
年

頃
に
書
か
れ
た
文
章
読
本
で
あ
る
劉

勰

り
ゅ
う
き
ょ
う

の
『
文
心
雕

ぶ
ん
し
ん
ち
ょ
う

龍
り
ゅ
う

』
に
「
賛
曰
、
写
実
追
虚
、
碑
誄
以
立
」
と
あ
る
。『
文
心
雕
龍
』
に
つ
い
て
は
、

北
村
彰
秀
「
仏
典
漢
訳
史
に
お
け
る
劉
勰
と
文
心
雕
龍
」『
翻
訳
研
究
へ
の
招
待
』（
第
九
号
、
二
〇
〇
三
年
、
一
九
―
二
八
頁
）
に
詳
し
い
。 

三
二 

佐
藤
の
前
掲
書
、
二
二
四
頁
。 

三
三 

辻
惟
雄
「「
眞
景
」
の
系
譜
―
―
中
国
と
日
本
（
上
）」『
美
術
史
論
叢 

一
』（
東
京
大
学
文
学
部
美
術
史
研
究
室
、
一
九
八
五
年
）、
辻
惟
雄

「「
眞
景
」
の
系
譜
―
―
中
国
と
日
本
（
下
）」『
美
術
史
論
叢 

三
』（
東
京
大
学
文
学
部
美
術
史
研
究
室
、
一
九
八
七
年
）。 

三
四 

佐
藤
の
前
掲
書
、
二
一
六
頁
。 

三
五 

木
下
の
前
掲
書
、
七
一
頁
に
よ
れ
ば
、
代
表
作
「
鮭
」
を
は
じ
め
と
す
る
写
実
的
な
作
品
で
有
名
な
洋
画
家
の
高
橋
由
一
は
油
絵
の
特
性
を

「
真
を
写
す
」
と
い
う
「
写
真
」（
美
術
用
語
）
と
し
て
、「
写
真
鏡
」（
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ィ
ー
）
と
の
差
異
を
強
調
し
た
が
、
あ
る
時
点
か
ら
絵

画
用
語
と
し
て
は
「
真
写
」
を
使
用
し
始
め
て
い
る
と
い
う
。 

三
六 

『
東
京
日
日
新
聞
』
第
六
百
六
十
八
号
、
明
治
七
年
四
月
廿
三
日
付
。 

三
七 

多
木
浩
二
『
天
皇
の
肖
像
』（
岩
波
新
書
、
一
九
八
八
年
、
三
五
頁
）。 

三
八 

同
書
、
一
九
一
―
一
九
二
頁
。 

三
九 

一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
、
憲
法
草
案
制
定
の
作
業
を
し
て
い
た
井
上
毅
に
よ
る
お
雇
い
外
国
人
へ
の
質
問
状
に
「
国
王
ハ
国
権
ノ
肖
像

シ
ン
ボ
ル
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ナ
リ
」
の
文
言
が
あ
る
（
多
木
の
前
掲
書
、
一
八
七
―
一
八
八
頁
）。 

四
〇 

二
〇
一
四
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
五
月
十
一
日
ま
で
、
東
京
ミ
ッ
ド
タ
ウ
ン
に
あ
る
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
で
「
の
ぞ
い
て
び
っ
く
り
江
戸
絵

画
―
―
科
学
の
眼
、
視
覚
の
不
思
議
」
と
題
す
る
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
、
筆
者
も
足
を
運
ん
だ
。
小
野
田
直
武
の
「
不
忍
池
図
」（
秋
田
蘭
画
の

代
表
作
）、
歌
川
広
重
や
葛
飾
北
斎
の
浮
世
絵
な
ど
に
改
め
て
西
洋
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
確
認
す
る
体
験
と
な
っ
た
。
な
お
、
西
洋
の
光

学
装
置
に
よ
る
江
戸
文
化
の
諸
相
に
つ
い
て
は
、タ
イ
モ
ン
・
ス
ク
リ
ー
チ『
大
江
戸
視
覚
革
命
―
―
十
八
世
紀
日
本
の
西
洋
科
学
と
民
衆
文
化
』

田
中
優
子
・
高
山
宏
訳
（
作
品
社
、
一
九
九
八
年
）
に
詳
し
い
。
ま
た
、
明
治
半
ば
に
始
ま
る
文
部
省
の
教
科
書
検
定
に
お
い
て
、
著
名
な
日
本

画
家
の
作
品
に
西
洋
の
「
遠
近
法
」
の
視
点
か
ら
の
訂
正
が
施
さ
れ
て
い
る
点
は
、
中
村
隆
文
『「
視
線
」
か
ら
み
た
日
本
近
代
―
―
明
治
図
画

教
育
史
研
究
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

四
一 

絵
画
に
お
け
る
空
間
認
識
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
忠
良
・
中
村
雄
二
郎
・
小
山
清
男
・
若
桑
み
ど
り
・
中
原
佑
介
・
神
吉
敬
三
『
遠
近
法
の
精

神
史
―
―
人
間
の
眼
は
空
間
を
ど
う
と
ら
え
て
き
た
か
』（
平
凡
社
、
一
九
九
二
年
）、
小
山
清
男
『
遠
近
法
―
―
絵
画
の
奥
行
き
を
読
む
』（
朝

日
新
聞
社
、
一
九
九
八
年
）、
近
代
日
本
の
「
写
真
」
と
「
絵
画
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
木
下
直
之
『
写
真
画
論
―
―
写
真
と
絵
画
の
結
婚
』

（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）。 

四
二 

エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
『〈
象
徴
形
式
〉
と
し
て
の
遠
近
法
』
木
田
元
監
訳
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
）、
多
木
浩
二
『
眼

の
隠
喩
―
―
視
線
の
現
象
学
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
八
年
）。 

四
三 

柄
谷
行
人
『
定
本 

柄
谷
行
人
集 

第
１
巻
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）。 

四
四 

「
視 ス

コ

の
ピ
ッ
ク
・

制
度

レ
ジ
ー
ム

」
は
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
メ
ッ
ツ
（C

hristian M
etz

）
の
用
語
で
、「
視
姦
的
体
制
」
と
も
訳
さ
れ
る
。
マ
ー
テ
ィ
ン
・

ジ
ェ
イ
「
近
代
性
に
お
け
る
複
数
の
「
視
の
制
度
」」
ハ
ル
・
フ
ォ
ス
タ
ー
編
『
視
覚
論
』
榑
沼
範
久
訳
（
平
凡
社
、
二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
さ

れ
た
い
。 

四
五 

松
井
貴
子
『
写
生
の
変
容
―
―
フ
ォ
ン
タ
ネ
ー
ジ
か
ら
子
規
、
そ
し
て
直
哉
へ
』（
明
治
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）。 

四
六 

土
方
定
一
編
『
明
治
芸
術
・
文
学
論
集
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
五
年
）、
松
島
栄
一
編
『
明
治
史
論
集 

二
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
六
年
）、

『
鷗
外
全
集 

第
五
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
）。 

四
七 

佐
藤
道
信
『〈
日
本
美
術
〉
誕
生
―
―
近
代
日
本
の
「
こ
と
ば
」
と
戦
略
』（
講
談
社
、
一
九
九
六
年
、
七
〇
頁
）。「
外
山
正
一
氏
の
画
論
を

駁
す
」「
美
術
論
場
の
争
闘
は
未
だ
其
勝
敗
を
決
せ
ざ
る
乎
」「
外
山
正
一
氏
の
画
論
を
再
評
し
て
諸
家
の
駁
説
に
旁
及
す
」
と
続
い
た
が
、
外
山

は
沈
黙
に
終
始
し
た
の
で
、
論
争
そ
の
も
の
は
鷗
外
の
一
方
的
な
批
判
と
い
う
形
と
な
る
。 

四
八 

青
木
茂
「
解
説
（
一
）」
青
木
茂
・
酒
井
忠
康
校
注
『
美
術
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
、
四
四
二
頁
）。 

四
九 

高
山
樗
牛
「
写
生
と
写
意
、
意
想
と
畸
形
」『
樗
牛
全
集 

第
二
巻 

文
芸
及
史
伝 

上
』（
博
文
館
、
一
九
一
二
年
、
三
四
二
―
三
四
五
頁
）、

北
住
敏
夫
『
写
生
説
の
研
究
』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
〇
年
、
三
一
頁
）。 

五
〇 

金
子
一
夫
『
近
代
日
本
美
術
教
育
の
研
究
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
九
二
年
、
一
七
二
頁
）。 

五
一 

同
書
、
一
七
六
頁
。 

五
二 

柳
父
章
『
翻
訳
の
思
想
―
―
「
自
然
」
とN

A
T

U
R

E

』（
平
凡
社
、
一
九
七
七
年
）（
の
ち
に
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
五
年
）。 

五
三 

広
井
多
鶴
子
「
家
族
概
念
の
形
成
―
―
家
族
とfam

ily

」『
実
践
女
子
大
学
人
間
社
会
学
部
紀
要
』（
第
七
集
、
二
〇
一
一
年
、
五
五
―
七
五

頁
）。 

五
四 

小
山
静
子
『
良
妻
賢
母
と
い
う
規
範
』（
勁
草
書
房
、
一
九
九
一
年
）、
木
村
涼
子
『〈
主
婦
〉
の
誕
生
―
―
婦
人
雑
誌
と
女
性
た
ち
の
近
代
』

（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
を
参
照
。 

五
五 

常
見
育
男
『
家
政
学
成
立
史
』（
光
生
館
、
一
九
七
一
年
、
一
六
六
頁
）。 

五
六 

田
中
ち
た
子
・
田
中
初
夫
『
家
政
学
文
献
集
成 

明
治
期
I
』（
渡
辺
書
店
、
一
九
六
六
年
、
三
―
八
頁
）。 

五
七 

谷
口
彩
子
「
明
治
初
期
に
お
け
る
翻
訳
家
政
書
の
研
究
」（
一
九
九
九
年
、
博
士
論
文
）。 

五
八 

小
林
久
美
・
片
岡
美
子
「
大
英
帝
国
下
に
お
け
る
家
庭
科
教
育
に
関
す
る
一
考
察
」『
教
育
学
研
究
紀
要
』（
第
四
十
三
巻
第
二
部
、
中
国
四

国
教
育
学
会
、
一
九
九
七
年
、
三
二
三
―
三
三
二
頁
）。 

五
九 

野
田
満
智
子
「
明
治
初
期
に
お
け
る
環
境
教
育
の
萌
芽
状
況
―
―
『
百
科
全
書
養
生
篇
』
に
お
け
る
環
境
教
育
」『
愛
知
教
育
大
学
研
究
報

告 

芸
術
・
保
健
体
育
・
家
政
・
技
術
科
学
・
創
作
編
』（
第
五
十
二
号
、
二
〇
〇
三
年
、
五
九
―
六
四
頁
）。 

六
〇 

大
森
貝
塚
発
掘
で
著
名
な
エ
ド
ワ
ー
ド
・
シ
ル
ヴ
ェ
ス
タ
ー
・
モ
ー
ス
（
一
八
三
八
―
一
九
二
五
年
）
は
東
京
大
学
理
学
部
の
お
雇
い
外
国

人
教
師
（
当
時
の
表
記
で
は
「
モ
ー
ル
ス
」
と
す
る
場
合
も
）。
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト
（
一
八
五
二
―
一
九
〇
八
年
）
は
、

日
墺
修
好
通
商
航
海
条
約
の
批
准
交
渉
で
通
訳
者
を
務
め
た
り
、
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会
で
日
本
側
の
代
表
団
に
参
加
し
て
い
る
。
父
親
の

P
hilipp F

ranz von S
iebold

と
区
別
す
る
た
め
に
、「
小
シ
ー
ボ
ル
ト
」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
彼
ら
の
考
古
学
へ
の
貢
献
に
つ
い
て
は
、

佐
原
真
「
シ
ー
ボ
ル
ト
父
子
と
モ
ー
ル
ス
と
―
―
日
本
考
古
学
の
出
発
」『
月
刊 

文
化
財
』（
七
月
号
、
第
一
法
規
出
版
、
一
九
八
四
年
、
三
二

―
三
六
頁
）、
吉
岡
郁
夫
『
日
本
人
種
論
争
の
幕
あ
け
―
―
モ
ー
ス
と
大
森
貝
塚
』（
共
立
出
版
、
一
九
八
七
年
）、
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ク
ラ
イ
ナ
ー
編

『
小
シ
ー
ボ
ル
ト
と
日
本
の
考
古
・
民
族
学
の
黎
明
』（
同
成
社
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
に
詳
し
い
。 

六
一 

坪
井
正
五
郎
「
人
類
学
当
今
の
有
様 

第
一
篇
」『
東
京
人
類
学
雑
誌
』（
第
二
巻
第
一
八
号
、
一
八
八
七
年
、
二
七
三
頁
）。 

六
二 

安
蒜
政
雄
編
『
考
古
学
キ
ー
ワ
ー
ド 

改
訂
版
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
年
、
六
―
七
頁
）。 

六
三 

和
田
千
吉
「
本
邦
考
古
学
界
の
回
顧
」『
ド
ル
メ
ン
』（
第
一
巻
第
一
号
、
一
九
三
二
年
、
一
〇
―
一
一
頁
）。 

六
四 

角
田
文
衛
「
柴
田
承
桂
博
士
と
古
物
学
」『
古
代
学
』（
第
十
巻
第
一
号
、
一
九
六
一
年
、
三
八
―
四
四
頁
）。 

六
五 

斎
藤
忠
『
日
本
考
古
学
史
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
、
八
七
―
八
九
頁
）。 

六
六 

邉
見
端
「
訳
語
〝
考
古
学
〟
の
成
立
―
―
明
治
十
年
初
見
説
を
め
ぐ
っ
て
」『
日
本
歴
史
』（
通
巻
第
四
五
七
号
、
日
本
歴
史
学
会
、
一
九
八

六
年
、
八
三
―
九
二
頁
）。 

六
七 

鈴
木
廣
之
『
好
古
家
た
ち
の
十
九
世
紀
―
―
幕
末
明
治
に
お
け
る
《
物
》
の
ア
ル
ケ
オ
ロ
ジ
ー
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）
で
は
、

文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
「
古
物
学
」
に
も
言
及
し
な
が
ら
、
幕
末
か
ら
明
治
半
ば
ま
で
の
「
古
い
物
の
世
界
」
の
変
容
を
論
じ
て
い
る
。 

六
八 

土
井
正
民
「
わ
が
国
の
十
九
世
紀
に
お
け
る
近
代
地
学
思
想
の
伝
播
と
そ
の
萌
芽
」『
広
島
大
学
地
学
研
究
室
報
告
』（
第
二
十
一
号
、
一
九
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七
八
年
、
一
―
一
七
〇
頁
）。 

六
九 

石
井
研
堂
「
百
科
全
書
の
賃
訳
」『
明
治
事
物
起
原 

四
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
七
年
、
三
三
三
―
三
三
四
頁
）。 

七
〇 
津
田
仙
は
先
駆
的
な
西
洋
農
学
者
で
あ
り
、
ウ
ィ
ー
ン
博
覧
会
（
一
八
七
三
年
）
に
出
席
し
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
農
学
者
ホ
ー
イ
ブ
レ
ン
ク

（D
aniel H

ooibrenk

）
に
農
学
を
学
び
、
帰
国
後
に
は
『
農
業
三
事
』
を
発
表
し
た
。
そ
し
て
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
に
学
農
社
を
創
設
し

て
『
農
業
雑
誌
』
を
発
行
し
、
西
洋
野
菜
や
果
樹
の
普
及
に
取
り
組
ん
だ
。
こ
の
よ
う
に
津
田
仙
は
日
本
の
伝
統
的
な
農
業
に
影
響
を
及
ぼ
し
た

人
物
で
あ
る
。 

七
一 

『
玉
利
喜
造
先
生
伝
』（
玉
利
喜
造
先
生
伝
記
編
纂
事
業
会
、
一
九
七
四
年
）。 

七
二 

友
田
清
彦
「
明
治
前
期
に
お
け
る
一
農
政
官
僚
の
足
跡
と
業
績
―
―
農
業
啓
蒙
家
・
後
藤
達
三
と
農
業
結
社
」『
農
村
研
究
』（
第
一
〇
八
号
、

二
〇
〇
九
年
、
東
京
農
業
大
学
農
業
経
済
学
会
、
一
―
一
〇
頁
）。 

七
三 

三
好
信
浩
『
近
代
日
本
産
業
啓
蒙
書
の
研
究
―
―
日
本
産
業
史
上
巻
』（
風
間
書
房
、
一
九
九
二
年
）
は
明
治
前
期
の
産
業
啓
蒙
書
に
つ
い

て
包
括
的
に
論
じ
、
金
森
直
治
編
『
集
成
日
本
の
釣
り
文
学 

別
巻 

二
』（
作
品
社
、
一
九
九
七
年
）
は
明
治
期
に
お
け
る
釣
り
関
連
の
文
献
を

集
成
し
て
お
り
、
ど
ち
ら
に
も
文
部
省
『
百
科
全
書
』
へ
の
言
及
が
あ
る
。 

七
四 

石
井
研
堂
「
経
済
学
の
始
め
」『
明
治
事
物
起
原 

四
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
七
年
、
一
四
二
―
一
四
三
頁
）。 

七
五 

井
上
琢
智
編
『
幕
末
・
明
治
初
期
邦
訳
経
済
学
書
』（
ユ
ー
リ
カ
・
プ
レ
ス
、
二
〇
〇
六
年
）。 

七
六 

福
澤
諭
吉
「
福
翁
自
伝
」『
福
翁
自
伝 

福
澤
全
集
緒
言
』（
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
、
二
二
九
頁
）。 

七
七 

「
統
計
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
、
鮫
島
龍
行
「
明
治
維
新
と
統
計
学
―
―
統
計
と
い
う
概
念
の
形
成
過
程
」
相
原
茂
・
鮫
島
龍
行
編
『
経

済
学
全
集 

二
十
八
巻 

統
計
日
本
経
済
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
一
年
）
に
詳
し
い
。 

七
八 

幕
末
か
ら
明
治
初
期
の
主
要
な
設
計
は
、
お
雇
い
外
国
人
に
よ
る
も
の
が
多
か
っ
た
が
、
日
本
銀
行
は
日
本
人
が
最
初
に
設
計
し
た
国
家
的

建
造
物
と
な
る
。
一
九
一
四
年
の
東
京
駅
の
建
築
様
式
は
「
辰
野
式
」
と
呼
ば
れ
る
華
や
か
な
フ
リ
ー
ク
ラ
ッ
シ
ッ
ク
様
式
で
あ
っ
た
。
初
田
亨

『
模
倣
と
創
造
の
空
間
史
―
―
西
洋
に
学
ん
だ
日
本
の
近
・
現
代
建
築 
新
訂
第
二
版
』（
彰
国
社
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
参
照
。 

七
九 

工
学
会
『
明
治
工
業
史 

建
築
篇
』（
学
術
文
献
普
及
会
、
一
九
二
七
年
）。 

八
〇 

大
鳥
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
山
崎
有
信
『
大
鳥
圭
介
伝
』（
北
文
館
、
一
九
一
五
年
）、
高
崎
哲
郎
『
評
伝
大
鳥
圭
介
―
―
威
あ
り
て
、
猛
か

ら
ず
』（
鹿
島
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
）、
星
亮
一
『
大
鳥
圭
介
』（
中
公
新
書
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
に
詳
し
い
。 

八
一 

菊
池
重
郎
「
文
部
省
に
お
け
る
「
百
科
全
書
」
刊
行
の
経
緯
に
つ
い
て
―
―
文
部
省
刊
行
の
百
科
全
書
「
建
築
学
」
に
関
す
る
研
究
・
そ
の

一
」『
日
本
建
築
学
会
論
文
報
告
集
』（
第
六
十
一
号
、
日
本
建
築
学
会
、
一
九
五
九
年
、
一
一
二
―
一
一
九
頁
）、
菊
池
重
郎
「
明
治
初
期
に
お

け
るARCHITECTURE

の
訳
語
に
つ
い
て
―
―
文
部
省
刊
行
の
百
科
全
書
「
建
築
学
」
に
関
す
る
研
究
・
そ
の
二
の
ａ
」『
日
本
建
築
学
会
論
文
報

告
集
』（
第
六
十
五
号
、
日
本
建
築
学
会
、
一
九
六
〇
年
、
一
四
二
―
一
四
七
頁
）、
菊
池
重
郎
「
明
治
初
期
に
お
け
るA

R
C

H
IT

E
C

T
U

R
E

の

訳
語
に
つ
い
て
―
―
文
部
省
刊
行
の
百
科
全
書
「
建
築
学
」
に
関
す
る
研
究
・
そ
の
二
の
ｂ
」『
日
本
建
築
学
会
論
文
報
告
集
』（
第
六
十
七
号
、

日
本
建
築
学
会
、
一
九
六
一
年
、
一
六
二
―
一
六
八
頁
）。 

八
二 

山
本
武
利
『
近
代
日
本
の
新
聞
読
者
層
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
一
年
、
六
〇
―
九
一
頁
）。 

八
三 

国
文
学
研
究
資
料
館
の
「
明
治
期
出
版
広
告
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
は
、
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
二
月
創
刊
の
『
東
京
日
日
新
聞
』
を
主
な
対

象
と
し
（
他
に
は
『
絵
入
自
由
新
聞
』）、
一
八
八
九
（
明
治
二
十
二
）
年
末
ま
で
の
約
四
万
四
千
件
の
広
告
全
文
を
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
た
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
で
あ
る
（http://base1.nijl.ac.jp/~

m
eiji_pa/

）。
加
え
て
、「
ヨ
ミ
ダ
ス
歴
史
館
（
明
治
・
大
正
・
昭
和
）」
と
「
聞
蔵
II
ビ
ジ
ュ
ア
ル
（
朝

日
新
聞
縮
刷
版
一
八
七
九
―
一
九
八
九
年
）
を
資
料
と
し
て
用
い
た
。 

八
四 

「
ボ
ー
ル
表
紙
本
」
と
は
、
和
装
か
ら
洋
装
へ
の
製
本
の
転
換
期
に
、
と
り
わ
け
明
治
十
年
前
後
か
ら
二
十
年
代
前
半
に
普
及
し
た
洋
装
本

で
、
厚
い
板
紙
（
ボ
ー
ル
紙
）
を
表
紙
に
用
い
た
簡
易
な
製
本
様
式
の
書
物
。
木
戸
雄
一
「
明
治
期
「
ボ
ー
ル
表
紙
本
」
の
誕
生
」
国
文
学
研
究

資
料
館
編
『
明
治
の
出
版
文
化
』（
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
一
―
三
〇
頁
）、
今
野
真
二
『
ボ
ー
ル
表
紙
本
と
明
治
の
日
本
語
』（
港
の
人
、

二
〇
一
二
年
）
な
ど
参
照
。 

八
五 

ロ
バ
ー
ト
・
キ
ャ
ン
ベ
ル
「
規
則
と
読
者
―
―
明
治
期
予
約
出
版
の
到
来
と
意
義
」『
江
戸
文
学
』（
第
二
十
一
号
、
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九

九
年
、
一
一
二
―
一
三
四
頁
）、
磯
部
敦
『
出
版
文
化
の
明
治
前
期
―
―
東
京
稗
史
出
版
社
と
そ
の
周
辺
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
二
年
）。 

八
六 

前
田
愛
『
近
代
読
者
の
成
立
』（
岩
波
同
時
代
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
三
年
、
七
一
頁
―
八
一
頁
）。 

八
七 

キ
ャ
ン
ベ
ル
の
前
掲
書
、
一
一
二
―
一
一
四
頁
。 

八
八 

磯
部
の
前
掲
書
、
三
五
頁
。 

八
九 

植
村
清
二
「
第
一
編
」『
丸
善
百
年
史
―
―
日
本
の
近
代
化
の
あ
ゆ
み
と
共
に 

上
巻
』（
丸
善
、
一
九
八
〇
年
、
二
〇
〇
―
二
〇
一
頁
）。 

九
〇 

同
書
、
二
〇
〇
頁
。 
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終
章 

「
翻
訳
」
と
い
う
近
代
―
―
訳
さ
れ
た
文
部
省
『
百
科
全
書
』 

  

一
．
翻
訳
語
の
遠
近
法 

 

俗
に
い
う「
ヨ
コ
の
も
の
を
タ
テ
に
す
る
」（「
縦
の
も
の
を
横
に
も
し
な
い
」と
い
う
怠
惰
を
批
判
す
る
た
と
え
か
ら
の
転
用
）

と
の
謂
い
は
翻
訳
行
為
を
や
や
揶
揄
す
る
表
現
だ
が
、
こ
の
論
文
を
仕
上
げ
る
に
あ
た
っ
て
、
横
書
き
に
す
る
か
縦
書
き
に
す
る

か
と
い
う
問
題
が
わ
が
身
に
切
実
に
降
り
か
か
っ
て
き
た
。
明
治
期
の
漢
字
カ
タ
カ
ナ
交
じ
り
の
文
部
省
『
百
科
全
書
』
と
そ
の

起
点
テ
ク
ス
トC

h
a
m

p
ers’s In

fo
rm

a
tio

n
 fo

r th
e P

eo
p
le

の
組
み
合
わ
せ
は
、
縦
書
き
で
も
横
書
き
で
も
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
ど

ち
ら
か
の
テ
ク
ス
ト
に
と
っ
て
居
心
地
の
悪
い
場
所
と
な
る
。
お
そ
ら
く
横
書
き
に
す
れ
ば
、
い
ま
の
私
た
ち
に
と
っ
て
違
和
感

は
少
な
く
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
え
て
縦
書
き
を
試
み
た
。
本
論
文
の
読
後
の
第
一
印
象
が
首
の
疲
労
感
だ
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
日
本
に
お
け
る
翻
訳
の
根
源
的
な
問
題
と
も
無
関
係
で
は
な
い
。
訳
さ
れ
た
近
代
の
行
方
は
私
た
ち
の
現
在
と
接
合
す
る

の
で
あ
る
。 

翻
訳
学
に
お
け
る
「
等
価
」（eq

u
iv

alen
ce

）
概
念
を
援
用
し
て
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
と
い
う
明
治
初
期
の
翻
訳
テ
ク
ス

ト
を
同
時
代
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
読
解
し
て
き
た
。
日
本
の
近
代
化
と
翻
訳
の
問
題
系
を
考
え
る
う
え
で
、
こ
れ
ほ
ど
適

し
た
テ
ク
ス
ト
は
他
に
類
を
見
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
着
地
点
を
見
極
め
よ
う
と
し
た
と
き
、
ど
こ
ま
で
走

っ
て
も
ゴ
ー
ル
は
常
に
そ
の
先
に
、
さ
ら
に
そ
の
ま
た
先
へ
と
遠
の
い
て
し
ま
う
夢
の
な
か
に
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
る
。 

つ
ま
り
は
ま
だ
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
読
解
は
終
わ
っ
て
い
な
い
。
い
ま
だ
か
つ
て
総
体
と
し
て
読
ま
れ
た
こ
と
の
な
い

翻
訳
テ
ク
ス
ト
を
読
み
解
く
と
い
う
、
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
思
わ
れ
た
作
業
に
着
手
し
て
し
ま
っ
た
以
上
、

課
題
は
山
積
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
途
方
も
な
く
豊
か
な
テ
ク
ス
ト
群
に
今
で
も
圧
倒
さ
れ
つ
つ
、
い
つ
か
は
ど
こ
か
で
ま
と

め
る
こ
と
も
大
切
だ
と
考
え
る
に
至
っ
た
。
そ
の
さ
さ
や
か
な
途
中
経
過
を
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
。 

明
治
初
期
に
創
設
さ
れ
た
ば
か
り
の
文
部
省
へ
と
箕
作
麟
祥
や
西
村
茂
樹
ら
が
出
仕
し
、ゆ
る
や
か
に
形
成
さ
れ
た
人
的
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
な
が
ら
大
規
模
な
国
家
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
始
ま
っ
た
。
本
論
文
で
は
、
文
部
省
の
国
家
的
事
業
と
し
て
翻

訳
さ
れ
た
『
百
科
全
書
』
を
読
み
な
が
ら
、「
身
体
教
育
」「
言
語
」「
宗
教
」「
大
英
帝
国
」「
骨
相
学
」「
物
理
化
学
」
な
ど
、
い

く
つ
も
の
名
詞
に
着
目
し
た
。
こ
の
翻
訳
出
版
を
企
画
し
た
舞
台
と
な
っ
た
文
部
省
で
は
、
西
洋
式
の
「
教
育
」
を
模
索
し
て
い

た
。
そ
し
て
近
代
国
家
に
不
可
欠
な
国
民
の
身
体
が
矯
正
さ
れ
る
な
か
で
、「
身
体
教
育
」
か
ら
「
体
育
」
と
い
う
翻
訳
語
が
成

立
す
る
。
そ
れ
は
、「
言
語
」
が
「
ゲ
ン
ギ
ョ
」
や
「
ゴ
ン
ゴ
」
か
ら
「
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
」
と
し
て
の
「
ゲ
ン
ゴ
」
へ
と
移
行
し
、

「
宗
教
」
が
キ
リ
ス
ト
教
を
語
り
な
が
ら
定
着
す
る
時
期
で
も
あ
っ
た
。
明
治
十
四
年
の
政
変
以
降
、
明
治
政
府
が
範
と
す
る
体

制
が
英
国
か
ら
プ
ロ
シ
ア
へ
と
舵
を
切
っ
た
頃
、「
大
英
帝
国
」
と
い
う
こ
と
ば
が
萌
芽
し
始
め
た
。
大
日
本
帝
国
が
事
後
的
に

語
る
言
説
と
し
て
の
「
大
英
帝
国
」
も
ま
た
翻
訳
語
な
の
で
あ
っ
た
。「
帝
国
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
オ
ラ
ン
ダ
語
の
翻
訳
語
で

あ
る
出
自
を
忘
却
し
て
反
復
さ
れ
た
の
だ
。
ま
た
、
西
洋
で
十
九
世
紀
の
一
時
期
に
流
行
し
た
「
骨
相
学
」
は
、「
科
学
」
と
し

て
他
者
を
視
る
ま
な
ざ
し
を
も
た
ら
し
た
。
も
っ
と
も
自
然
科
学
の
分
野
で
は
近
世
の
蘭
学
時
代
か
ら
西
洋
学
問
は
周
知
の
こ
と

で
あ
り
、
専
門
用
語
も
充
実
し
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
蘭
学
か
ら
の
離
脱
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
に
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

「
物
理
化
学
」
と
い
う
現
代
の
受
験
科
目
は
学
校
制
度
と
と
も
に
定
着
し
た
が
、
翻
訳
語
と
制
度
史
は
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
っ

た
こ
と
は
改
め
て
強
調
し
て
お
い
て
よ
い
。 

こ
と
ば
に
記
憶
さ
れ
た
意
味
が
立
ち
上
が
る
と
き
、
翻
訳
語
の
記
憶
は
錯
綜
す
る
。
そ
し
て
翻
訳
語
と
し
て
の
近
代
日
本
語
は

自
明
の
意
味
が
存
在
し
続
け
て
き
た
か
の
よ
う
に
、
私
た
ち
が
普
段
は
何
も
疑
い
な
く
使
用
し
て
い
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
翻
訳
語

は
、
再
帰
的
に
現
代
的
な
こ
と
ば
で
も
あ
る
の
だ
。
そ
し
て
本
論
文
で
は
、
明
治
政
府
が
近
代
国
家
体
制
を
整
え
る
コ
ン
テ
ク
ス

ト
の
な
か
で
、
同
時
代
テ
ク
ス
ト
に
も
目
配
せ
し
な
が
ら
、
翻
訳
語
が
記
憶
す
る
日
本
の
近
代
を
論
じ
て
き
た
。
文
部
省
『
百
科

全
書
』
と
い
う
翻
訳
テ
ク
ス
ト
を
総
体
と
し
て
眺
め
る
と
、
私
た
ち
の
無
意
識
に
近
い
場
所
で
隠
蔽
さ
れ
て
い
た
、
い
や
意
識
そ
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の
も
の
を
形
作
っ
て
い
た
翻
訳
語
が
ど
の
よ
う
に
ゆ
ら
ぎ
な
が
ら
成
立
し
て
き
た
か
が
浮
上
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
漢
語
と
し
て

の
翻
訳
語
を
そ
の
語
源
に
遡
る
と
い
う
漢
語
研
究
の
手
法
で
は
な
く
、い
わ
ば
翻
訳
語
の
遠
近
法
―
―
日
本
の
近
代
と
は
何
か
と

い
う
ひ
と
つ
の
問
い
を
固
定
し
て
翻
訳
語
を
透
視
す
る
―
―
と
い
う
方
法
論
を
採
用
し
て
き
た
。
消
失
点
を
一
点
に
定
め
る
透
視

図
法
（
遠
近
法
）
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
西
洋
近
代
が
生
み
出
し
た
視
覚
制
度
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
本
論
文
も
ま
た
、
西
洋

近
代
的
な
論
文
作
法
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
本
論
文
は
翻
訳
語
と
翻
訳
文
体
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
執
筆
も
ま
ま
な
ら
ず
、
そ
の
意

味
で
、
翻
訳
語
へ
の
問
い
は
再
帰
的
な
の
で
あ
る
。
こ
の
自
覚
は
、
こ
と
ば
の
自
明
性
を
問
い
直
す
た
め
に
引
き
受
け
て
お
か
ね

ば
な
ら
な
い
。 

 

二
．
増
殖
す
る
名
詞 

  

文
部
省
『
百
科
全
書
』
と
い
う
翻
訳
テ
ク
ス
ト
は
無
限
と
も
言
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
読
解
の
可
能
性
を
誘
う
が
、
本
論
文
で
は
主

に
翻
訳
語
と
し
て
の
名
詞
に
焦
点
を
あ
て
て
、短
期
間
で
の
文
明
開
化
を
急
務
と
し
た
日
本
の
近
代
を
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て
考

察
を
重
ね
て
き
た
。
明
治
期
に
お
け
る
翻
訳
行
為
に
よ
っ
て
変
容
し
た
近
代
日
本
語
の
特
徴
は
漢
語
名
詞
の
増
殖
で
あ
り
一

、
西

洋
語
を
漢
語
に
よ
っ
て
翻
訳
す
る
と
い
う
独
特
な
現
象
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
へ
の
視
点
と
し
て
、
ふ
た
つ
の
概
念
装

置
が
参
照
さ
れ
得
る
。
日
本
の
翻
訳
研
究
を
牽
引
し
て
き
た
柳
父
章
の
「
カ
セ
ッ
ト
効
果
」
と
、
言
語
学
者
ハ
リ
デ
ー
（M

. A
. K

. 

H
allid

ay

）
の
「
文
法
的
比
喩
」（gram

m
atical m

etap
h
o
r

）
で
あ
る
。
近
代
の
学
術
テ
ク
ス
ト
を
特
徴
づ
け
る
抽
象
名
詞
の
頻
出

は
近
代
日
本
に
固
有
の
現
象
で
は
な
い
が
、
急
速
な
文
明
開
化
を
駆
け
抜
け
た
明
治
期
の
翻
訳
漢
語
に
は
、
具
体
的
事
象
が
抽
象

化
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
形
成
的
（
生
物
学
の
用
語
で
は
系
統
発
生
的
）
記
憶
が
欠
如
あ
る
い
は
錯
綜
し
て
い
た
こ
と
が
、
本
論
文
で

の
議
論
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
は
ず
だ
。
こ
の
点
を
理
論
化
へ
と
導
く
に
際
し
て
、「
カ
セ
ッ
ト
効
果
」
と
「
文
法
的
比
喩
」
は

有
効
な
概
念
装
置
と
な
る
。 

 

カ
セ
ッ
ト
効
果
と
い
う
装
置 

 

柳
父
章
に
よ
れ
ば
、
日
本
語
に
お
け
る
漢
字
や
漢
語
は
中
国
語
と
も
異
な
る
し
、
正
体
不
明
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、「
明

治
以
降
に
成
立
し
て
き
た
翻
訳
語
は
、
ふ
つ
う
そ
う
思
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
翻
訳
が
成
功
し
た
結
果
生
ま
れ
て
き
た
も
の
な
の

で
は
な
く
て
、
じ
つ
は
成
功
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
疑
問
を
呈
す
る
。「
漢
字
・
漢
語
を
見
る
と
、
そ
こ
に
意

味
が
あ
る
の
だ
と
、
自
然
に
無
意
識
に
思
っ
て
し
ま
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
形
と
意
味
と
は
、
そ
も
そ
も
切
れ
た
も
の
」
な
の
で
あ

る
二

。
そ
こ
に
柳
父
の
言
う
「
カ
セ
ッ
ト
効
果
」（
カ
セ
ッ
ト
と
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
宝
石
箱
を
意
味
す
るcassette

に
由
来
）
が
生

ま
れ
る
の
だ
。 

 

小
さ
な
宝
石
箱
が
あ
る
。
中
に
宝
石
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ど
ん
な
宝
石
で
も
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
が
、
で
き
た
ば
か
り
の
宝

石
箱
に
は
、
ま
だ
何
も
入
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
宝
石
箱
は
、
外
か
ら
見
る
と
、
そ
れ
だ
け
で
き
れ
い
で
、
魅
力
が
あ
る
。
そ
の
上
に
、

何
か
入
っ
て
い
そ
う
だ
、
き
っ
と
は
い
っ
て
い
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
気
持
ち
が
、
見
る
者
を
惹
き
つ
け
る
。
新
し
く
造
ら
れ
た
ば
か
り
の

こ
と
ば
は
、
こ
の
カ
セ
ッ
ト
に
似
て
い
る
三

。 

 

翻
訳
語
の
意
味
の
曖
昧
性
や
そ
れ
を
一
知
半
解
の
知
識
で
使
う
こ
と
の
危
う
さ
だ
け
で
な
く
、
カ
セ
ッ
ト
効
果
で
は
、「
意
味

が
欠
け
て
い
る
こ
と
ば
、
意
味
が
不
十
分
な
こ
と
ば
の
も
つ
効
果
」
を
意
味
あ
る
効
果
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
あ
る
。
も
と
も
と

漢
籍
に
あ
っ
た
語
も
起
点
テ
ク
ス
ト
を
翻
訳
す
る
行
為
に
よ
っ
て
、
再
利
用
さ
れ
て
上
書
き
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
柳
父
は
翻
訳

語
の
成
立
事
情
を
論
じ
な
が
ら
、「
文
化
的
な
事
件
の
要
素
と
い
う
側
面
」
か
ら
翻
訳
語
を
と
ら
え
て
、
た
と
え
ば
「
社
会
、
近

代
、
美
、
恋
愛
、
存
在
」
な
ど
翻
訳
の
た
め
の
新
造
語
や
、「
自
然
、
権
利
、
自
由
、
彼
」
な
ど
既
存
の
漢
語
に
新
し
い
意
味
が

複
合
的
に
交
じ
り
合
っ
た
翻
訳
語
を
論
じ
た
四

。 
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も
っ
と
も
、
カ
セ
ッ
ト
効
果
は
こ
と
ば
の
病
理
現
象
と
し
て
の
否
定
的
側
面
の
み
な
ら
ず
、
ま
と
も
な
生
理
現
象
で
も
あ
る
。

柳
父
は
、「
こ
と
ば
じ
た
い
の
魅
力
と
も
言
う
べ
き
効
果
」
と
し
て
積
極
的
な
価
値
も
見
逃
さ
ず
に
主
張
し
、「
こ
と
ば
は
、
生
ま

れ
は
じ
め
に
は
意
味
は
乏
し
い
。
意
味
は
乏
し
く
て
も
、
こ
と
ば
じ
し
ん
が
人
々
を
惹
き
つ
け
る
。
だ
か
ら
使
わ
れ
、
や
が
て
豊

か
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
る
」
と
も
指
摘
す
る
五

。
希
望
は
あ
る
の
だ
。
け
れ
ど
も
楽
観
的
に
な
る
前
に
、
私
た
ち
は
正
面
か

ら
翻
訳
語
と
向
き
合
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
抽
象
概
念
を
含
む
名
詞
に
は
、
翻
訳
と
近
代
日
本
語
の
共
犯
関
係
が
隠

蔽
さ
れ
て
い
る
。
柳
父
は
こ
う
も
述
べ
て
い
る
。 

 

抽
象
語
は
、
日
常
の
具
象
語
か
ら
、
そ
の
概
念
が
抽
象
さ
れ
て
で
き
た
言
葉
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
明
治
初
年
以
来
、
私
た
ち
は
、
抽
象

的
思
考
の
概
念
、
つ
ま
り
、
考
え
る
た
め
の
言
葉
は
、
す
べ
て
出
来
合
い
の
ま
ま
、
完
成
品
と
し
て
受
け
止
め
て
き
た
。
基
本
的
な
概
念

で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
日
常
語
の
概
念
と
は
縁
の
遠
い
と
こ
ろ
で
、
す
で
に
作
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
六

。 

  

明
治
期
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
い
ま
の
私
た
ち
も
抽
象
的
な
思
考
を
し
よ
う
と
し
た
場
合
に
、
翻
訳
語
が
不
可
欠
と
な
る
。

翻
訳
語
な
し
で
も
の
を
考
え
る
こ
と
は
と
て
も
難
し
い
。
本
論
文
で
取
り
上
げ
た
翻
訳
語
は
、
も
は
や
そ
の
意
味
を
深
く
考
え
る

必
要
も
な
い
ほ
ど
に
近
代
日
本
語
と
し
て
定
着
し
て
い
る
し
、
ま
た
は
考
え
る
余
裕
も
な
い
ほ
ど
に
私
た
ち
は
現
実
の
問
題
に

日
々
追
わ
れ
て
い
る
。
出
来
合
い
の
翻
訳
語
に
お
け
る
不
透
明
な
意
味
に
翻
弄
さ
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
完
成
品
と
し
て
受

け
入
れ
た
翻
訳
語
に
は
、
カ
セ
ッ
ト
効
果
と
い
う
装
置
が
起
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

モ
ノ
と
モ
ノ
が
等
価
交
換
さ
れ
る
と
き
の
よ
う
に
、
翻
訳
行
為
に
よ
っ
て
こ
と
ば
が
等
価
交
換
さ
れ
る
と
き
、
柳
父
が
言
う
よ

う
に
、「
等
価
だ
か
ら
交
換
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
交
換
さ
れ
る
も
の
が
等
価
と
な
る
」
の
で
あ
り
七

、
そ
こ
に
、

カ
セ
ッ
ト
効
果
の
虚
構
が
遂
行
さ
れ
る
の
だ
。 

 

文
法
的
比
喩
と
い
う
装
置 

抽
象
概
念
が
翻
訳
語
と
し
て
近
代
日
本
語
に
組
み
込
ま
れ
て
、
翻
訳
文
体
の
重
要
な
要
素
と
な
っ
た
。
た
と
え
ば
「
主
語
」
で

は
じ
ま
る
「
文
」
の
誕
生
で
あ
る
。
典
型
的
に
は
文
頭
に
配
置
さ
れ
る
「
主
語
」
と
し
て
多
用
さ
れ
る
字
音
語
や
カ
タ
カ
ナ
語
は
、

や
ま
と
こ
と
ば
と
共
約
不
可
能
で
あ
る
。
日
常
の
具
体
的
現
象
が
抽
象
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
翻
訳
行
為
に
よ
っ
て
出
現
し

た
こ
と
ば
な
の
だ
。
こ
の
翻
訳
語
の
ふ
る
ま
い
は
、
言
語
学
の
知
見
か
ら
も
解
き
ほ
ぐ
す
手
が
か
り
が
あ
る
。 

選
択
体
系
機
能
言
語
学
（S

y
stem

ic F
u
n
ctio

n
al L

in
g
u
istics

）
を
創
始
し
た
ハ
リ
デ
ー
が
提
唱
し
た
概
念
装
置
に
、「
文
法
的

比
喩
」
が
あ
り
、
こ
れ
は
一
九
八
〇
年
代
に
初
め
て
提
唱
さ
れ
た
。
ロ
ン
ド
ン
言
語
学
派
の
ハ
リ
デ
ー
は
、
メ
タ
フ
ァ
ー
（
隠
喩
）・

メ
ト
ニ
ミ
ー
（
換
喩
）・
シ
ネ
ク
ド
キ
（
提
喩
）
と
い
う
通
常
の
修
辞
的
転
移
（rh

eto
rical tran

sferen
ce

）
や
文
彩
（fig

u
re of sp

eech

）

を
説
明
し
な
が
ら
、
新
し
い
タ
イ
プ
の
比
喩
と
し
て
、
こ
の
文
法
的
比
喩
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
八

。
こ
れ
は
、
文
法
と
意
味
が

一
致
し
な
い
現
象
を
示
す
の
だ
が
、
文
法
的
比
喩
で
重
要
と
な
る
の
が
名
詞
化
（n

o
m

in
alizatio

n

）
で
あ
る
。
ハ
リ
デ
ー
に
よ
れ

ば
、「
名
詞
化
は
、
文
法
的
比
喩
を
作
り
だ
す
最
も
強
力
な
語
彙
文
法
資
源
」
で
あ
り
、「
こ
の
文
法
装
置
に
よ
っ
て
、（
一
致
し

た
形
式
と
し
て
は
動
詞
で
表
示
さ
れ
る
）
過
程
と
（
一
致
し
た
形
式
と
し
て
は
形
容
詞
で
表
示
さ
れ
る
）
特
性
は
、
比
喩
的
に
は

名
詞
」
と
し
て
表
さ
れ
る
九

。
文
法
的
比
喩
は
語
彙
的
比
喩
（lex

ical 
m

etap
h
o
r

）
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
り
、
観
念
構
成
的

（id
eatio

n
al

）
と
対
人
的
（in

terp
erso

n
al

）
な
文
法
的
比
喩
が
区
別
さ
れ
て
、
名
詞
化
は
前
者
に
関
係
す
る
一
〇

。
ど
ち
ら
も
意
味

と
語
彙
文
法
と
の
層
化
（stratificatio

n

）
に
お
け
る
具
現
関
係
か
ら
導
き
だ
さ
れ
た
比
喩
で
あ
る
。 
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「
層
化
」
の
イ
メ
ー
ジ
一
一 

 

コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
包
摂
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
意
味
は
語
彙
文
法
に
具
現
さ
れ
る
。
選
択
体
型
機
能
言
語
学
で
は
こ
の

よ
う
な
層
化
の
記
号
体
系
モ
デ
ル
を
考
え
る
。
層
化
さ
れ
た
言
語
モ
デ
ル
で
は
、
語
彙
的
比
喩
は
い
わ
ば
「
下
か
ら
」（fro

m
 b

elo
w

）

の
観
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
語
彙
項
目
に
対
し
て
、
字
義
通
り
の
意
味
と
比
喩
的
意
味
を
区
別
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
文

法
的
比
喩
は
「
上
か
ら
」（fro

m
 abo

v
e

）
の
観
点
を
取
る
。
意
味
か
ら
出
発
し
て
、
そ
れ
を
異
な
る
方
法
で
具
現
す
る
表
現
に
目

を
向
け
る
の
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
角
度
か
ら
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
比
喩
的
と
は
「
意
味
の
表
現
に
お
け
る
変
種
」（v

ariatio
n in 

th
e ex

p
ressio

n
 o

f m
ean

ing

）
と
定
義
さ
れ
る
一
二

。「
上
か
ら
」
の
見
方
と
い
う
こ
と
の
主
た
る
特
徴
は
、
所
与
の
意
味
を
表
現
す

る
変
種
と
し
て
比
喩
を
定
義
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

文
法
的
比
喩
は
、
内
容
層
に
お
け
る
意
味
と
語
彙
文
法
と
の
間
の
関
係
か
ら
生
じ
る
。
一
般
に
比
喩
と
は
あ
る
関
係
が
一
致
し

た
も
の
で
は
な
い
場
合
で
あ
り
、
文
法
的
比
喩
と
は
意
味
と
語
彙
文
法
が
一
致
し
な
い
場
合
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、I h

an
ded 

m
y
 essay

 in
 late. 

やM
y
 k

id
s g

o
t sick

. 

と
い
う
表
現
が
選
択
さ
れ
た
場
合
に
は
、
動
詞
を
中
心
に
文
が
構
成
さ
れ
て
、
現
実
の

出
来
事
と
一
致
し
た
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
同
様
の
意
味
内
容
は
、th

e late su
b
m

issio
n
 o

f m
y
 essay

やth
e illn

ess o
f 

m
y
 ch

ild
ren

と
名
詞
化
し
て
表
す
こ
と
も
で
き
る
。
名
詞
（
句
）
に
な
れ
ば
、「
主
語
」
と
し
て
文
頭
に
配
置
し
、
さ
ら
な
る
新

情
報
を
付
加
し
た
文
が
生
成
で
き
る
。
動
詞
的
に
意
味
さ
れ
て
い
た
具
体
的
現
実
を
名
詞
化
す
る
こ
と
で
、
出
来
事
を
モ
ノ
と
し

て
表
現
し
て
抽
象
化
す
る
選
択
は
こ
こ
に
あ
る
。
特
に
学
術
テ
ク
ス
ト
で
は
新
情
報
の
追
加
が
知
識
の
蓄
積
に
つ
な
が
る
。
こ
こ

で
は
語
彙
文
法
の
選
択
が
意
味
と
一
致
し
て
お
ら
ず
、比
喩
的
な
の
で
あ
り
、こ
れ
が
観
念
構
成
的
機
能
の
文
法
的
比
喩
と
な
る
。 

現
実
世
界
の
な
か
で
動
詞
と
し
て
発
生
し
た
出
来
事
を
名
詞
と
し
て
抽
象
化
し
知
識
を
蓄
積
す
る
と
い
う
文
法
の
ふ
る
ま
い

が
、
西
洋
近
代
の
学
術
テ
ク
ス
ト
、
と
り
わ
け
ニ
ュ
ー
ト
ン
（Isaac N

ew
to

n

）
以
降
の
叙
述
で
顕
著
と
な
る
と
い
う
一
三

。
名
詞

化
は
具
体
的
な
実
験
や
観
察
と
い
う
デ
ー
タ
を
抽
象
化
し
、そ
れ
を
知
識
と
し
て
蓄
積
し
な
が
ら
テ
ク
ス
ト
を
展
開
す
る
う
え
で

欠
か
せ
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
名
詞
構
文
（
特
に
抽
象
名
詞
や
無
生
物
主
語
の
他
動
詞
構
文
）
は
、
英
語
で
あ

っ
て
も
理
解
が
難
し
く
、
法
律
文
書
や
科
学
論
文
な
ど
特
定
の
ジ
ャ
ン
ル
で
好
ま
れ
る
。 
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し
か
し
な
が
ら
、
具
体
的
な
動
詞
の
出
来
事
を
共
有
し
な
い
場
合
に
は
、
わ
か
り
に
く
さ
だ
け
が
残
る
こ
と
に
も
な
る
。
近
代

日
本
に
誕
生
し
た
夥
し
い
翻
訳
語
が
名
詞
（
特
に
抽
象
名
詞
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
西
洋
か
ら
到
来
し
た
概
念
は
、

わ
が
国
に
お
い
て
は
具
体
的
な
動
詞
に
よ
る
事
象
か
ら
抽
象
化
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
を
経
ず
に
、翻
訳
行
為
に
よ
っ
て
近
代
日
本
語

の
抽
象
名
詞
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
短
期
間
で
速
成
さ
れ
た
日
本
の
近
代
化
は
、
す
で
に
出
来
上
が
っ
て
い
た
西
洋
語
で
の
名
詞

概
念
を
漢
語
と
し
て
取
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
名
詞
に
「
す
る
」
を
付
加
す
れ
ば
サ
変
動
詞
が
生
成
さ
れ
、
抽
象
概
念
か
ら
具
体

的
な
動
作
へ
と
い
う
逆
転
も
可
能
と
な
っ
た
。
近
代
日
本
語
に
お
い
て
は
名
詞
か
ら
動
詞
が
誕
生
し
た
の
だ
一
四

。
時
間
の
早
送

り
で
は
な
く
、
逆
早
送
り
と
い
う
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
出
来
事
さ
え
も
翻
訳
語
は
遂
行
し
た
。
外
来
概
念
と
の
等
価
を
擬
態
し

た
翻
訳
漢
語
の
大
半
は
名
詞
で
あ
り
、
日
本
の
文
明
開
化
そ
の
も
の
だ
。
日
本
に
お
け
る
近
代
と
は
、「
訳
さ
れ
た
近
代
」
な
の

で
あ
る
。 

  

三
．
翻
訳
論
的
転
回
へ 

 

本
論
文
が
前
提
と
し
て
き
た
こ
と
だ
が
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
は
訳
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
こ
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
に
は

余
剰
で
あ
る
音
訳
が
し
ば
し
ば
ル
ビ
で
追
加
さ
れ
て
い
た
し
、
翻
訳
者
の
名
前
が
最
も
目
立
つ
位
置
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
英
国

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
起
点
テ
ク
ス
ト
を
擬
態
し
た
翻
訳
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
こ
と
を
テ
ク
ス
ト
自
ら
が
主
張
し
て
い
る
の
だ
。本
論

文
を
終
え
る
前
に
、〈
翻
訳
〉
と
い
う
こ
と
ば
に
も
徹
底
的
に
こ
だ
わ
っ
て
お
き
た
い
。 

 

顕
在
化
翻
訳
と
し
て
の
『
百
科
全
書
』 

翻
訳
研
究
者
の
ハ
ウ
ス
（Ju

lian
e H

o
u
se

）
は
、
翻
訳
方
略
を
「
顕
在
化
翻
訳
」（o

v
ert tran

slatio
n

）
と
「
潜
在
化
翻
訳
」（co

v
ert 

tran
slatio

n

）
に
分
類
を
し
て
い
る
一
五

。
顕
在
化
翻
訳
で
は
翻
訳
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
こ
と
が
隠
蔽
さ
れ
ず
、
翻
訳
が
翻
訳
で
あ
る

こ
と
を
主
張
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
潜
在
化
翻
訳
で
は
、
あ
た
か
も
翻
訳
で
は
な
い
か
の
よ
う
な
翻
訳
テ
ク
ス
ト
が
理
想
と
さ
れ

る
。 

 

翻
訳
と
は
時
空
間
を
横
断
し
た
テ
ク
ス
ト
の
運
動
で
あ
り
、
テ
ク
ス
ト
が
移
動
す
る
と
き
に
は
い
つ
で
も
、
ひ
と
つ
の
談
話
世
界
か
ら
別

の
談
話
世
界
へ
と
シ
フ
ト
し
て
異
な
る
社
会
文
化
的
現
実
と
関
係
を
も
つ
。
こ
の
談
話
世
界
と
い
う
概
念
を
異
な
る
翻
訳
タ
イ
プ
に
適
用

す
る
と
、
顕
在
化
翻
訳
で
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
社
会
文
化
的
枠
組
み
が
で
き
る
だ
け
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
、
別
の
言
語
に
お
け
る
表
現
の
必
要

性
を
生
み
出
す
。
顕
在
化
翻
訳
は
こ
の
た
め
に
、
明
ら
か
に
翻
訳
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
り
、
第
二
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
な
い
一
六

。 

 

別
言
す
れ
ば
、
潜
在
化
翻
訳
で
は
「
第
二
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
」
に
な
ろ
う
と
し
て
、
翻
訳
は
あ
た
か
も
翻
訳
で
は
な
い
よ
う
な
ふ

る
ま
い
を
し
よ
う
と
す
る
。
だ
か
ら
翻
訳
者
は
相
対
的
に
不
可
視
と
な
り
、
そ
の
使
命
は
翻
訳
の
出
自
で
あ
る
起
点
テ
ク
ス
ト
を

隠
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
明
治
初
期
に
出
版
さ
れ
た
文
部
省
『
百
科
全
書
』
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
明
治
期
の
文
明
開
化

に
は
、「
オ
リ
ジ
ナ
ル
」
―
―
た
と
え
「
第
二
」
で
あ
ろ
う
と
も
―
―
そ
ん
な
も
の
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
。
近
代
化
の
た
め
に
西

洋
を
翻
訳
し
て
手
に
入
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
か
ら
。 

 

「
ホ
ン
ヤ
ク
」
の
ゆ
ら
ぎ 

興
味
深
い
こ
と
に
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
は
「
翻
訳
」「
飜
訳
」「
繙
訳
」
の
三
種
類
の
表
記
が
す
べ
て
出
現
す
る
稀
有
な
テ

ク
ス
ト
で
あ
り
、
メ
タ
翻
訳
テ
ク
ス
ト
と
し
て
も
読
解
が
可
能
な
の
で
あ
る
。「
ホ
ン
ヤ
ク
」
の
表
記
が
ゆ
ら
ぐ
翻
訳
テ
ク
ス
ト

が
日
本
の
近
代
化
を
先
導
し
よ
う
と
し
て
い
た
。 

た
と
え
ば
こ
の
語
の
頻
出
は
、
有
隣
堂
版
の
吹
田
鯛
六
訳
『
聖
書
縁
起
及
基
督
教
』（
一
八
八
三
年
）
と
丸
善
版
の
原
彌
一
郎
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訳
『
経
典
史
』（
一
八
八
四
年
）
と
い
う
聖
書
翻
訳
に
つ
い
て
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
顕
著
だ
。
ど
ち
ら
も
聖
書
の
歴
史
を
概
観

し
た
内
容
で
あ
る
が
、
第
五
章
で
す
で
に
説
明
し
た
と
お
り
、
起
点
テ
ク
ス
ト
の
版
と
翻
訳
者
が
異
な
る
。
こ
の
二
つ
の
翻
訳
テ

ク
ス
ト
で
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
か
ら
ギ
リ
シ
ャ
語
に
訳
さ
れ
た
聖
書
「
セ
プ
ト
ゥ
ア
ギ
ン
タ
」（S

ep
tu

ag
inta 

別
名
「
七
十
人
訳
聖

書
」）
に
関
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
観
点
か
ら
「
ホ
ン
ヤ
ク
」
に
言
及
し
て
い
る
。 

 

起
点
テ
ク
ス
ト
第
四
版
（
一
八
六
七
年
）H

IS
T

O
R

Y
 O

F
 T

H
E

 B
IB

L
E

 – C
H

R
IS

T
IA

N
IT

Y
 

吹
田
鯛
六
訳
『
聖
書
縁
起
及
基
督
教
』（
有
隣
堂
、
一
八
八
三
年
） 

摩
西
ノ
筆
ニ
成
ラ
ザ
ル
史
類
ハ
其
繙
訳
頗
ル
拙
劣
ニ
シ
テ
又
詩
篇
以
賽
亜
書
及
但
以
理
書
ニ
至
リ
テ
ハ
其
繙
訳
更
ニ
一
層
拙
劣
ナ
リ
就
中

但
以
理
書
ノ
繙
訳
ノ
如
キ
ハ
拙
劣
モ
亦
甚
シ
キ
ヲ
以
テ
テ
ヲ
ド
ー
シ
ョ
ン
ノ
繙
訳
夙
ニ
之
ニ
代
用
セ
ラ
ル
ヽ
ニ
至
レ
リ
約
百
紀
ノ
繙
訳
ヲ

担
当
セ
シ
長
老
ハ
希
臘
語
ニ
精
通
セ
リ
然
レ
ト
モ
希
伯
来
語
ニ
至
リ
テ
ハ
其
希
臘
語
ニ
通
ス
ル
ガ
如
ク
精
シ
カ
ラ
ズ
故
ニ
其
結
果
タ
ル
ヤ

文
雅
ナ
レ
ト
モ
而
モ
不
正
ナ
ル
繙
訳
ヲ
致
セ
リ
之
ヲ
要
ス
ル
ニ
「
セ
プ
チ
ュ
ア
ジ
ン
ト
」
ノ
疵
瑕
ハ
其
繙
訳
ノ
自
由
ニ
過
ギ
テ
之
ヲ
繙
訳

ト
謂
ハ
ン
ヨ
リ
モ
寧
ロ
註
釈
ト
謂
フ
ノ
適
当
ナ
ル
コ
ト
徃
々
之
ア
ル
ニ
在
リ 

T
he historical books not w

ritten by M
oses are poorly rendered; w

hilst the P
salm

s, Isaiah, and D
aniel have been still m

ore 

unfortunate; the translation of D
aniel, in particular, being so bad, that a version by T

heodotion w
as early put in its place. T

he elder 

w
ho w

as engaged up
on Job, had been a m

aster in G
reek, but com

paratively ignorant of H
ebrew

, and the result is an elegant but 

inaccurate translation. T
he general fault of the S

eptuagint is, that it is too free, approaching often to a paraphrase, instead of a 

translation. 

 

起
点
テ
ク
ス
ト
第
五
版
（
一
八
七
五
年
）H

IS
T

O
R

Y
 O

F
 T

H
E

 B
IB

L
E

 

原
彌
一
郎
訳
『
経
典
史
』（
丸
善
商
社
出
版
、
一
八
八
四
年
） 

七
十
士
訳
経
典
ノ
最
モ
巧
妙
ナ
ル
飜
訳
ヲ
摩
西
之
五
経
特
ニ
利
米
記
、
復
伝
道
書
、
箴
言
、
以
西
結
書
ト
ス
然
レ
ト
モ
其
飜
訳
タ
ル
未
タ

希
伯
来
希
臘
ノ
両
語
ニ
練
熟
セ
ス
或
ハ
直
訳
ノ
小
心
翼
々
タ
ル
ア
リ
或
ハ
意
訳
ノ
磊
落
放
縦
ナ
ル
ア
リ
漫
リ
ニ
原
文
ヲ
変
シ
テ
譬
喩
ヲ
用

ヰ
神
人
同
形
ノ
説
ハ
故
ラ
声
調
ヲ
卑
ク
シ
或
ハ
全
ク
排
棄
セ
リ
且
言
語
ノ
鄙
俚
ニ
渉
亜
力
山
大
ノ
雅
致
ニ
逆
フ
モ
ノ
ハ
盡
ク
拒
絶
シ
テ 

A
m

ong the m
ost successful versions are those of parts of the P

entateuch, especially L
eviticus and D

euteronom
y, P

roverbs, and 

E
zekiel. B

ut, on the w
hole, there is noticeable throughout the S

eptuagint a w
ant of m

astery over both H
ebrew

 and G
reek, a striving 

after m
inute fidelity in one part, and an unbridled arbitrariness in another; everyw

here w
e see tropical expressions freely changed, 

anthropom
orphic ideas toned dow

n, or left out altogether, and w
ords that w

ere objectionable to the refined taste of A
lexandria, quietly 

ignored. 

 

吹
田
訳
『
聖
書
縁
起
及
基
督
教
』
で
は
、
引
用
し
た
短
い
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
「
繙
訳
」
と
い
う
表
記
が
八
回
も
出
現
す
る
。

英
華
字
典
の
影
響
を
受
け
た
日
本
の
辞
書
類
で
「
繙
訳
」
は
使
わ
れ
た
が
、
実
際
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
貴
重
な
使
用
例
で
あ

る
。
こ
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
で
は
「
繙
訳
」
の
使
用
が
顕
著
だ
が
、
対
応
す
る
起
点
テ
ク
ス
ト
で
はtran

slatio
n

が
使
わ
れ
た
の
は

三
回
の
み
で
、tran

slatio
n

の
他
にren

d
er

やv
ersio

n

も
「
繙
訳
」
と
訳
出
さ
れ
た
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
結
果
と
な
っ
た
。 

原
訳
の
『
経
典
史
』
は
目
録
に
「
飜
訳
書
」（V

E
R

S
IO

N
S

）
を
含
み
、
そ
の
本
文
に
お
い
て
も
「
飜
訳
」
を
多
用
し
て
お
り
、

別
の
箇
所
で
は
「
翻
訳
」
と
い
う
表
記
を
使
用
し
た
例
も
あ
る
。
引
用
し
た
起
点
テ
ク
ス
ト
に
はtran

slatio
n

は
一
度
も
登
場
し

な
い
が
、v

ersio
n

を
「
飜
訳
」
と
訳
出
す
る
以
外
に
も
、「
直
訳
」（m

in
u
te fid

elity

）
や
「
意
訳
」（u

nb
rid

led
 arb

itrarin
ess

）

を
用
い
て
、「
七
十
士
訳
経
典
」
の
「
飜
訳
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
吹
田
訳
と
原
訳
の
出
版
年
の
違
い
は
わ
ず
か
一
年
な
の

で
、
こ
の
ふ
た
つ
は
ほ
ぼ
同
時
代
テ
ク
ス
ト
と
考
え
て
よ
い
。「
ホ
ン
ヤ
ク
」
と
い
う
語
が
好
ま
れ
て
使
わ
れ
て
、
流
行
し
て
い

た
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
が
、
ど
の
表
記
を
採
用
す
る
か
と
い
う
点
で
は
激
し
く
ゆ
ら
い
で
い
た
。 

こ
の
よ
う
に
文
部
省
『
百
科
全
書
』
で
は
翻
訳
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
こ
と
が
顕
在
化
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、「
翻
訳
」「
飜
訳
」
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「
繙
訳
」
の
三
種
類
の
表
記
が
混
在
す
る
メ
タ
翻
訳
テ
ク
ス
ト
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
も
見
逃
せ
な
い
（「
訳
」
は
「
譯
」
の
新

字
体
と
し
て
、
そ
の
差
異
は
問
わ
な
い
）。 

 
飜
訳
は
、
元
は
翻
訳
と
い
つ
た
。
翻
も
飜
も
等
し
く
「
ひ
る
が
へ
す
」
の
意
で
あ
る
。
訳
の
一
字
で
既
に
異
国
の
言
語
文
字
を
其
国
語
に

あ
て
な
ほ
し
て
意
味
の
通
ず
る
や
う
に
す
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
。
隋
書
「
経
籍
志
に
、「
翻
訳
最
為
通
解
。」
と
あ
る
の
を
以
て
す
れ
ば

か
な
り
古
い
成
語
で
あ
る
。 

 

こ
れ
は
、
新
居
格
「
飜
訳
論
」
の
冒
頭
部
分
か
ら
の
引
用
で
あ
る
一
七

。
新
居
は
大
正
か
ら
昭
和
期
の
評
論
家
で
、
パ
ー
ル
・

バ
ッ
ク
（P

earl S
y
d
en

strick
er B

u
ck

）
著
『
大
地
』
な
ど
の
翻
訳
を
手
が
け
た
人
物
で
あ
る
（
ち
な
み
に
欧
米
を
模
倣
し
た
流
行

の
先
端
を
行
く
若
い
男
女
を
指
し
た
「
モ
ボ
・
モ
ガ
」
も
彼
の
造
語
と
い
う
）。
新
居
の
文
章
に
出
会
う
ま
で
私
は
現
代
で
は
通

常
「
翻
訳
」
と
書
い
て
お
り
、「
飜
訳
」
と
い
う
表
記
は
戦
前
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
旧
字
体
な
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
程
度
の
認

識
し
か
な
か
っ
た
。
だ
が
、
一
九
四
一
年
に
発
表
さ
れ
た
彼
の
論
考
で
は
、「
飜
訳
は
、
元
は
翻
訳
と
い
つ
た
」
と
し
て
、「
翻
訳
」

の
方
が
「
飜
訳
」
よ
り
も
古
い
と
し
て
い
る
の
だ
。
諸
橋
『
大
漢
和
辭
典 

第
二
版
』
で
は
、「
翻
訳
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記

述
さ
れ
て
い
る
。 

 

【
翻
訳
】
ホ
ン
ヤ
ク 

甲
国
の
語
を
乙
国
の
語
に
な
ほ
す
こ
と
。
宋
の
高
僧
伝
に
は
訳
字
不
訳
音
・
訳
音
不
訳
字
・
音
字
倶
訳
・
音
字
不

倶
訳
の
四
例
が
見
え
、
解
体
新
書
に
は
直
訳
・
義
訳
・
対
訳
の
三
例
が
見
え
て
ゐ
る
。
繙
訳
。 

 

こ
の
説
明
に
続
い
て
、
隋
書
『
経
籍
志
』
や
宋
代
の
梵
漢
辞
典
『
翻
訳
名
義
集
』
を
出
典
と
す
る
使
用
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

『
大
漢
和
辭
典
』
で
は
ま
ず
「
翻
訳
」
と
表
記
さ
れ
、
補
足
と
し
て
「
繙
訳
」
と
い
う
表
記
も
記
し
て
い
る
。
だ
が
、「
飜
訳
」

の
表
記
は
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
。「
翻
」「
飜
」「
繙
」
の
各
字
に
つ
い
て
、
同
書
で
は
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。 

 

【
翻
】 

㊀
と
ぶ
。
㊁
ひ
る
が
へ
る
。
か
へ
る
。
㊂
ひ
る
が
へ
す
。
か
へ
す
。
㊃
解
き
う
つ
す
。
訳
出
す
る
。
翻
訳
。
㊄
つ
く
る
。
編
述
す
る
。
㊅

或
は
飜
・
拚
に
作
る
。
㊆
通
じ
て
幡
・
反
に
作
る
。 

【
飜
】 

㊀
と
ぶ
。
㊁
か
へ
す
。
か
へ
る
。
ひ
る
が
へ
る
。
ひ
る
が
へ
す
。
㊂
水
が
あ
ふ
れ
さ
か
の
ぼ
る
。
㊃
翻
に
同
じ
。 

【
繙
】 

㊀
み
だ
る
。
み
だ
す
。
㊁
か
へ
す
。
く
り
か
へ
す
。
ひ
る
が
へ
す
。
㊂
た
づ
ね
る
。
い
と
ぐ
ち
を
抽
い
て
其
の
本
を
た
づ
ね
る
。
㊃
ひ
も

と
く
。
ひ
ら
く
。
㊄
繽
繙
は
、
旗
が
風
に
ひ
る
が
へ
る
さ
ま
。 

 ｢

飜｣

は
「
翻
に
同
じ
」
と
あ
る
よ
う
に
「
翻
」
の
異
体
字
で
、
宋
代
の
韻
書
『
広
韻
』
や
『
集
韻
』
な
ど
の
漢
籍
に
も
入
っ
て

お
り
、
和
製
の
い
わ
ゆ
る
国
字
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、「
飜
訳
」
と
い
う
表
記
は
複
数
の
英
華
字
典
を
調
べ
て
も―

―

主

な
も
の
と
し
て
は
、
モ
リ
ソ
ン
（R

o
b
ert M

o
rriso

n

）、
メ
ド
ハ
ー
ス
ト
（W

alter H
en

ry
 M

edh
u
rst

）、
ロ
プ
シ
ャ
イ
ト
（W

ilh
elm

 

L
o
b
sch

eid

）
な
ど
が
十
九
世
紀
に
編
纂
し
た
中
国
語
と
英
語
の
辞
書
を
検
証
し
た
結
果―

―

見
当
た
ら
な
か
っ
た
。 

た
と
え
ば
、
モ
リ
ソ
ン
のA

 D
ictio

n
a
ry o

f th
e C

h
in

ese L
a
n
g
u
ag

e

（
一
八
二
二
年
）
で
は
、「T

R
A

N
S

L
A

T
E

 o
u
t o

f o
n
e 

lan
g
u
ag

e in
to

 an
o
th

er 

翻
訳
、 

訳
出
」
と
さ
れ
て
お
り
、
名
詞
形
「T

R
A

N
S

L
A

T
IO

N

」
は
、「
訳
言
」
で
あ
る
。
一
八
四
三

年
に
メ
ド
ハ
ー
ス
ト
が
バ
タ
ビ
ア
で
出
版
し
た
二
巻
本C

h
in

ese a
n
d E

n
g
lish

 D
ictio

n
a
ry: co

n
ta

in
ing a

ll th
e w

o
rd

s in
 th

e 

C
h
in

ese Im
p
eria

l D
ictio

n
a
ry, a

rra
n
g
ed

 a
cco

rd
ing

 to
 th

e ra
d
ica

ls

で
は
、「
繙
訳
」
で
あ
る
。
ロ
プ
シ
ャ
イ
ト
原
著
・
井
上
哲

次
郎
訂
増
の
『
訂
増
英
華
字
典
』（
一
八
八
三
年
）
で
は
、「
繙
訳
」
と
「
翻
訳
」
の
両
方
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、「
飜
訳
」
は
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な
い
。 

わ
が
国
の
辞
書
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
少
し
遡
っ
て
調
べ
て
み
よ
う
。
日
本
初
の
蘭
和
辞
書
『
波
留
麻
和
解
』（
通
称
『
江

戸
ハ
ル
マ
』）
は
、
ハ
ル
マ
（F

ranço
is H

alm
a

）
の
蘭
仏
辞
典
を
底
本
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
稲
村
三
伯
ら
に
よ
り 

一
七
九
六

（
寛
政
八
）
年
に
完
成
し
た
。
一
八
一
四
（
文
化
十
一
）
年
に
長
崎
奉
行
所
に
献
上
さ
れ
た
『
諳
厄
利
亜
語
林
大
成
』
は
、
本
木

正
栄
を
中
心
に
長
崎
通
詞
ら
が
編
訳
し
た
も
の
で
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
配
列
さ
れ
た
英
和
辞
書
と
し
て
は
、
日
本
で
は
じ
め

て
の
も
の
で
あ
っ
た
。『
諳
厄
利
亜
語
林
大
成
』
か
ら
約
半
世
紀
を
経
た
一
八
六
二
（
文
久
二
）
年
に
、
堀
達
之
助
を
中
心
に
編

纂
さ
れ
た
『
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
』
は
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
普
及
し
て
い
た
本
格
的
な
英
和
辞
書
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
辞
書
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、「
翻
訳
」
と
い
う
表
記
で
あ
り
「
飜
訳
」
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
辞
書
の
事
例
は
先
に
引
用
し

た
新
居
の
「
飜
訳
は
、
元
は
翻
訳
と
い
つ
た
」
と
い
う
点
を
裏
づ
け
る
。 

管
見
の
限
り
最
も
早
い
時
期
に
「
飜
訳
」
と
い
う
表
記
が
登
場
す
る
辞
書
の
一
冊
は
、
一
八
六
七
（
慶
応 

三
）
年
初
版
の
ヘ

ボ
ン
に
よ
る
『
和
英
語
林
集
成
』
で
あ
る
。
そ
の
序
文
に
は
、
メ
ド
ハ
ー
ス
ト
の
英
和
・
和
英
語
彙
集
と
イ
エ
ズ
ス
会
刊
行
の
日

葡
辞
書
を
参
考
に
し
な
が
ら
も
、「
も
っ
ぱ
ら
生
き
た
教
師
を
た
よ
り
と
し
た
」
と
あ
る
の
で
、
実
際
に
当
時
「
飜
訳
」
と
い
う

表
記
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
こ
の
辞
書
に
つ
い
て
松
村
明
は
、「
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
ひ
ろ
く
用

い
ら
れ
た
和
英
辞
書
と
し
て
わ
が
国
に
お
け
る
英
学
史
上
か
ら
も
貴
重
な
文
献
で
あ
る
が
、
ま
た
、
日
本
語
資
料
と
し
て
も
重
要

な
価
値
を
も
っ
て
い
る
。
日
本
語
資
料
と
し
て
の
本
書
の
価
値
は
、
英
語
で
説
明
さ
れ
た
国
語
辞
書
と
し
て
、
幕
末
か
ら
明
治
初

期
に
か
け
て
用
い
ら
れ
て
い
た
語
彙
を
多
く
集
録
し
て
い
る
点
に
あ
る
」
と
解
説
し
て
い
る
一
八

。
英
語
の
辞
書
と
し
て
の
み
な

ら
ず
、「
国
語
辞
書
」
と
し
て
日
本
語
資
料
を
収
集
し
た
価
値
を
も
つ
ヘ
ボ
ン
の
辞
書
に
「
飜
訳
」
の
表
記
が
用
い
ら
れ
て
い
る

の
だ
。
な
お
、
こ
の
辞
書
の
主
と
し
て
再
版
を
底
本
と
し
て
、
一
八
七
七
（
明
治
十
）
年
に
出
版
さ
れ
た
『
和
独
対
訳
字
林
』
で

も
、「
飜
訳
」
の
表
記
は
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。 

 

「
繙
訳
」
と
い
う
表
記
が
登
場
す
る
の
は
、
オ
ウ
グ
ル
ヴ
ィ
ー
（Jo

h
n
 
O

g
ilv

ie

）
の
辞
書
を
底
本
に
し
た
一
八
七
三
（
明
治

六
）
年
の
柴
田
昌
吉
・
子
安
峻
編
『
附
音
挿
図
英
和
字
彙
』
で
あ
る
。
永
嶋
大
典
に
よ
る
と
、
こ
の
辞
書
の
訳
語
は
『
改
正
増
補

英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
』
や
そ
の
海
賊
版
『
薩
摩
辭
書
』
な
ど
を
参
考
に
し
た
形
跡
も
あ
る
が
、「
総
体
的
に
み
れ
ば
無
視
し
て
も

よ
い
程
度
」
で
あ
る
よ
う
だ
。
む
し
ろ
「
継
承
の
相
よ
り
も
断
絶
の
相
」
と
し
て
、「『
袖
珍
辞
書
』
の
訳
語
、
訳
文
が
長
崎
系
『
和

蘭
字
彙
』
を
引
き
つ
い
で
口
語
的
性
格
を
強
く
持
っ
て
い
る
の
に
対
し
、『
英
和
字
彙
』
は
極
端
な
ま
で
に
漢
字
語
を
好
む
」
傾

向
に
あ
る
と
い
う
一
九

。
永
嶋
は
ロ
プ
シ
ャ
イ
ト
の
『
英
華
字
典
』
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
具
体
的
な
見
出
し
語
を
あ
げ
な
が
ら

説
明
し
て
い
る
も
の
の
、
残
念
な
が
ら
「
繙
訳
」
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
訳
語
の
み
で
は
な
く
、「
繙
訳
」
と
い
う
表
記
か
ら
も

『
英
華
字
典
』
と
の
関
連
性
は
裏
付
け
ら
れ
よ
う
。 

各
種
の
英
華
字
典
で
は
「
繙
訳
」
と
「
翻
訳
」
は
あ
る
が
「
飜
訳
」
の
表
記
は
な
く
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
の
英
和

辞
書
類
に
は
「
繙
訳
」「
翻
訳
」「
飜
訳
」
の
表
記
が
見
つ
か
る
。
そ
し
て
「
飜
訳
」
は
、
明
治
半
ば
以
降
か
ら
大
正
・
昭
和
初
期

に
か
け
て
の
日
本
語
の
テ
ク
ス
ト
で
圧
倒
的
に
好
ま
れ
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
二
〇

。 

い
わ
ゆ
る
異
体
字
と
い
う
点
で
は
、「
翻
」「
飜
」「
繙
」
は
い
ず
れ
も
「
ひ
る
が
え
す
」
と
い
う
意
味
と
「
ハ
ン
、
ホ
ン
」
な

ど
の
音
を
も
つ
文
字
で
あ
る
の
で
、
ど
れ
を
用
い
て
も
大
差
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
で
は
な
ぜ
「
飜
訳
」
が
日
本
で
選
好
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
想
像
力
を
駆
使
す
る
し
か
な
い
が
、
文
字
の
形
は
何
か
を
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ひ
と
つ
の
可

能
性
と
し
て
、
一
先
ず
こ
う
考
え
た
ら
ど
う
か
。「
羽
」
よ
り
も
「
飛
」
の
ほ
う
が
画
数
も
多
く
、
視
覚
的
に
勢
い
が
あ
り
格
好

が
良
い
で
は
な
い
か
。「
訳
」
と
い
う
文
字
単
独
で
「
あ
る
言
語
を
他
の
言
語
に
変
換
す
る
」
と
い
う
意
味
を
す
で
に
伝
え
て
い

る
の
で
あ
れ
ば
、
組
み
合
わ
せ
に
用
い
る
文
字
に
求
め
ら
れ
る
も
の
は
何
か
。「
訳
」
の
前
に
置
か
れ
る
文
字
に
は
、
西
洋
か
ら

渡
来
し
た
思
想
を
取
り
込
む
意
気
込
み
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
相
応
し
い
。
漢
字
に
は
「
形
・
音
・
義
」
が
あ
り
、「
形
」
も
大

切
な
要
素
な
の
で
あ
る
。西
洋
語
で
書
か
れ
た
起
点
テ
ク
ス
ト
を
大
量
に
翻
訳
し
て
急
激
な
近
代
化
に
ま
い
進
し
た
時
代
に
お
い

て
は
、「
飜
訳
」
と
い
う
文
字
の
形
が
人
々
を
魅
了
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
も
言
え
る
。
ま
さ
に
柳
父
の
「
カ
セ
ッ
ト
効
果
」
が

示
す
ご
と
く
、「
飜
訳
」
と
い
う
宝
石
箱
の
な
か
に
は
何
か
が
あ
る
と
思
い
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。 
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エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
し
て
の
漢
語 

欧
米
の
翻
訳
学
に
お
い
て
は
一
九
八
〇
年
代
に
文
化
的
転
回
が
あ
り
、
翻
訳
は
言
語
行
為
の
実
践
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
文

化
的
か
つ
社
会
的
な
行
為
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
さ
ら
に
一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
バ
ス
ネ
ッ
ト
（S

u
san

 B
assn

ett

）
は

「
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
に
お
け
る
翻
訳
論
的
転
回
」
を
語
り
、
翻
訳
を
広
範
な
学
際
領
域
の
中
心
に
据
え
る
こ
と
を

提
起
し
た
二
一

。
そ
の
よ
う
な
学
説
史
の
な
か
で
言
語
学
的
な
「
等
価
」
の
探
究
は
、
あ
る
意
味
で
タ
ブ
ー
と
な
っ
た
き
ら
い
が

あ
る
。
だ
が
、
漢
語
と
い
う
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
介
し
た
翻
訳
行
為
に
お
い
て
は
―
―
そ
れ
は
日
本
に
と
ど
ま
ら
ず
、
広
く
東
ア

ジ
ア
の
漢
字
圏
を
視
野
に
入
れ
る
可
能
性
を
秘
め
る
の
だ
が
二
二

―
―
等
価
幻
想
が
問
題
と
な
る
。
私
た
ち
に
と
っ
て
翻
訳
の
等

価
に
潜
む
罠
は
、
西
洋
語
を
訳
し
た
漢
語
の
も
た
ら
す
意
味
の
ず
れ
に
気
づ
き
に
く
い
こ
と
で
あ
る
。
漢
語
の
権
威
が
そ
こ
に
あ

る
は
ず
の
ず
れ
を
隠
蔽
し
て
し
ま
う
か
ら
だ
。 

齋
藤
希
史
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
た
と
え
ば
『
哲
学
字
彙
』（
初
版
一
八
八
一
年
、
改
訂
増
補
版
八
四
年
、
英
独
仏
和
版

一
九
一
二
年
）
に
お
い
て
井
上
哲
次
郎
ら
が
欲
望
し
た
の
は
、「
西
洋
の
思
想
を
西
洋
の
思
想
と
し
て
理
解
す
る
た
め
に
、
等
価

と
な
り
う
る
訳
語
」
と
し
て
の
漢
語
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
英
華
字
典
の
み
な
ら
ず
、
康
熙
帝
勅
撰
の
『
佩
文
韻
府
』
や
『
淵
鑑
類

函
』、
さ
ら
に
明
の
『
五
車
韻
瑞
』
の
ほ
か
、
儒
学
な
ど
の
漢
籍
を
参
照
し
て
訳
語
を
定
め
た
と
い
う
。「
日
常
語
か
ら
で
は
な
く
、

抽
象
語
で
あ
る
漢
語
」
が
訳
語
と
し
て
選
ば
れ
た
と
き
、「
漢
語
漢
文
が
古
典
と
し
て
の
規
範
を
離
れ
、
西
洋
諸
語
と
の
等
価
性

を
担
う
こ
と
ば
と
し
て
位
置
づ
け
直
さ
れ
た
」
の
で
あ
る
二
三

。 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
と
い
う
国
家
事
業
に
は
多
数
の
国
学
・
漢
学
者
も
か
か
わ
っ
て
い
た
。
翻
訳
者
と
し
て
の
洋
学
者
ば
か

り
で
な
く
、
校
正
者
と
し
て
の
和
漢
学
者
が
関
与
し
て
い
た
点
は
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
し
て
の
漢
語
が
翻
訳
語
と
し
て
要
請
さ

れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
翻
訳
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
翻
訳
者
と
校
正
者
に
よ
る
役
割
分
担
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
西
洋
語
か
ら

の
翻
訳
に
漢
語
が
介
在
し
た
こ
と
と
深
く
関
係
す
る
と
考
え
て
よ
い
。 

起
点
テ
ク
ス
ト
を
訳
す
者
と
翻
訳
テ
ク
ス
ト
を
生
成
す
る
者
と
の
協
業
に
つ
い
て
は
、
前
例
が
あ
る
。
中
国
に
お
け
る
仏
典
の

漢
訳
プ
ロ
セ
ス
で
は
、
翻
訳
行
為
は
孤
独
な
作
業
で
は
な
く
、
専
門
家
集
団
が
役
割
分
担
を
し
て
い
た
。
船
山
徹
は
「
仏
典
は
ど

う
漢
訳
さ
れ
た
の
か
」
に
つ
い
て
、「
訳
場
」
と
呼
ば
れ
る
翻
訳
の
作
業
場
で
の
分
業
体
制
を
詳
細
に
説
明
し
て
い
る
二
四

。
六
朝

時
代
末
ま
で
は
「
訳
主
」（
訳
場
の
主
導
者
）
と
「
筆
受
」（
筆
記
係
）
な
ど
の
別
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
隋
唐
か
ら
北
宋
に
か
け

て
は
、「
訳
主
」「
筆
受
」
に
「
度
語
」（
あ
る
い
は
「
伝
語
」）「
潤
文
」「
証
義
」
な
ど
も
加
わ
り
、
細
か
な
役
割
分
担
の
記
録
も

残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
た
と
え
ば
北
宋
の
九
八
二
年
に
行
わ
れ
た
「
訳
場
儀
式
」
で
は
、
次
の
よ
う
な
細
分
化
さ
れ
た
分
業
体

制
が
敷
か
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
二
五

。 

 

「
訳
主
」
―
―
梵
語
文
を
口
述
す
る 

「
証
義
」
―
―
梵
語
文
を
討
議
す
る 

「
証
文
」
―
―
訳
主
の
口
述
に
誤
り
が
な
い
か
を
点
検
す
る 

「
書
字
の
梵
学
僧
」
―
―
梵
語
文
を
聞
い
て
漢
字
で
書
き
取
る 

「
筆
受
」
―
―
梵
語
を
漢
語
に
改
め
る 

「
綴
文
」
―
―
文
字
の
順
序
を
入
れ
替
え
て
、
意
味
の
通
る
文
に
す
る 

「
参
訳
」
―
―
イ
ン
ド
と
中
国
の
文
字
を
比
較
検
討
す
る 

 

漢
訳
仏
典
で
の
こ
の
よ
う
に
複
雑
な
分
業
体
制
は
、
明
治
期
日
本
の
翻
訳
プ
ロ
セ
ス
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
が
、
文
部
省
『
百

科
全
書
』
に
お
け
る
校
正
者
の
役
割
を
考
え
る
上
で
、
き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
起
点
テ
ク
ス
ト
と
は
直
接
交
渉
し
な
い
校
正

者
が
翻
訳
テ
ク
ス
ト
を
改
め
る
と
い
う
点
で
あ
る
。 

漢
語
を
多
用
し
た
翻
訳
テ
ク
ス
ト
が
生
成
さ
れ
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、洋
学
者
が
訳
し
た
も
の
を
仕
上
げ
る
校
正
者
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と
し
て
の
和
漢
学
者
こ
そ
が
、
最
終
的
な
訳
語
を
決
定
す
る
権
限
を
も
つ
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
校
正
者
を
ま
と
め
て
い
た
の
が
、

文
部
省
の
西
村
茂
樹
で
あ
っ
た
。
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
か
ら
の
十
数
年
を
文
部
省
で
過
ご
し
た
西
村
は
、
当
時
の
業
務
を
回

想
し
な
が
ら
、
校
正
と
い
う
行
為
を
こ
う
定
義
し
て
い
た
。
第
二
章
の
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
再
び
引
用
し
て
み
た
い
。 

 

此
頃
は
洋
書
を
読
む
者
は
多
く
和
漢
の
書
に
通
ぜ
ず
、
是
を
以
て
訳
成
る
毎
に
、
必
す
漢
文
に
通
す
る
者
を
し
て
其
文
を

修
正
せ
し
む
、
是
を
校
正
と
い
ふ
二
六 

 文
部
省
内
で
「
和
漢
の
書
」
に
明
る
い
人
物
た
ち
を
率
い
る
立
場
に
あ
っ
た
西
村
は
、『
百
科
全
書
』
の
次
な
る
国
家
事
業
を

考
え
て
い
た
。
第
四
章
で
取
り
上
げ
た
大
槻
文
彦
の
『
言
海
』
も
元
を
辿
れ
ば
西
村
の
指
示
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
事
業
の
ひ
と

つ
だ
っ
た
が
、
さ
ら
に
ま
だ
そ
の
先
が
あ
る
。
そ
れ
は
、『
百
科
全
書
』
の
よ
う
な
西
洋
か
ら
の
翻
訳
書
で
は
な
く
、
古
代
か
ら

継
承
さ
れ
て
き
た
（
は
ず
の
）「
伝
統
」
を
手
に
入
れ
る
た
め
の
「
百
科
事
典
」
で
あ
っ
た
二
七

。 

 

近
代
日
本
の
思
想
史
に
お
け
る
「
伝
統
」
と
「
近
代
」
と
い
う
二
項
対
立
に
と
っ
て
、
西
村
茂
樹
の
立
ち
位
置
は
興
味
深
い
。

開
明
派
の
洋
学
者
が
集
っ
た
明
六
社
の
同
人
で
あ
っ
た
西
村
が
、
保
守
的
な
儒
教
道
徳
に
依
拠
し
た
『
日
本
道
徳
論
』（
一
八
八

七
年
）
も
著
し
た
と
い
う
二
面
性
は
ひ
と
ま
ず
確
認
で
き
る
二
八

。
そ
の
彼
が
一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
、
あ
る
建
議
書
を
提

出
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
建
議
書
「
古
事
類
苑
編
纂
ノ
儀
伺
」
こ
そ
が
『
古
事
類
苑
』
の
始
ま
り
で
あ
る
。
建
議
し
た
西
村
茂

樹
の
ほ
か
に
、『
百
科
全
書
』
の
校
正
者
・
榊
原
芳
野
や
翻
訳
者
・
大
槻
文
彦
も
『
古
事
類
苑
』
の
編
纂
に
直
接
か
か
わ
っ
て
い

る
（
両
者
は
『
言
海
』
の
関
係
者
で
も
あ
る
）
二
九

。 

西
村
茂
樹
は
、
宋
の
『
太
平
御
覧
』
や
清
の
『
淵
鑑
類
函
』
の
よ
う
な
類
書
を
日
本
で
も
編
纂
し
た
い
と
考
え
て
い
た
。
建
議

書
が
提
出
さ
れ
た
当
時
、
文
部
卿
は
空
席
で
あ
り
、
文
部
大
輔
田
中
不
二
麻
呂
と
少
輔
神
田
孝
平
が
採
用
を
決
め
た
。
そ
し
て
当

初
の
編
纂
掛
と
し
て
は
、
修
史
館
御
用
掛
で
あ
っ
た
小
中
村
清
矩
が
主
任
、
文
部
省
報
告
課
の
那
珂
通
高
と
榊
原
芳
野
と
い
う
国

学
者
三
人
が
ま
ず
は
指
名
さ
れ
て
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
開
始
さ
れ
る
。
国
家
事
業
と
し
て
の
『
古
事
類
苑
』
は
当
初
の
計
画

か
ら
大
幅
な
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
、
一
九
〇
七
（
明
治
四
十
）
年
ま
で
の
全
巻
編
纂
終
了
、
さ
ら
に
一
九
一
四
（
大
正
三
）

年
の
完
成
ま
で
の
間
に
じ
つ
に
膨
大
な
工
数
を
要
し
た
。 

『
古
事
類
苑
』
の
編
纂
事
業
は
明
治
政
府
の
制
度
的
、
財
政
的
理
由
に
紆
余
曲
折
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
そ
の
苦
難
の
経
緯
は
『
百

科
全
書
』
の
比
で
は
な
い
三
〇

。
た
と
え
ば
、
一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
の
内
閣
制
度
発
足
に
よ
る
官
制
改
革
の
結
果
、
編
纂

作
業
が
一
時
中
止
と
な
る
も
、
翌
年
に
は
森
有
礼
文
部
大
臣
が
東
京
学
士
会
院
（
後
の
日
本
学
士
院
）
に
事
業
を
委
嘱
し
て
継
続

が
図
ら
れ
た
。
こ
の
頃
か
ら
、
大
槻
文
彦
、
松
本
愛
重
、
今
泉
定
介
ら
も
編
纂
に
加
っ
て
い
る
。
一
八
九
〇
（
明
治
二
十
三
）
年

に
は
財
政
上
の
問
題
か
ら
、
民
間
の
皇
典
講
究
所
（
後
の
国
学
院
大
学
の
設
立
母
体
）
に
移
管
さ
れ
た
。
こ
こ
で
官
営
事
業
と
し

て
は
挫
折
し
た
が
、
編
纂
体
制
の
規
模
は
拡
大
さ
れ
、
検
閲
委
員
長
の
川
田
剛
を
は
じ
め
、
検
閲
委
員
に
小
中
村
清
矩
、
黒
川
真

頼
、
木
村
正
辞
、
本
居
豊
頴
、
井
上
頼
圀
、
ま
た
編
纂
委
員
と
し
て
は
内
藤
耻
叟
、
小
杉
榲
邨
、
松
本
愛
重
、
石
井
小
太
郎
、
近

藤
瓶
城
、
和
田
英
松
ら
が
名
を
連
ね
た
。
だ
が
こ
の
体
制
も
一
八
九
五
（
明
治
二
十
八
）
年
に
は
財
政
的
窮
状
を
理
由
に
行
き
詰

ま
り
、
結
局
は
神
宮
司
庁
に
引
き
継
が
れ
た
。
翌
一
八
九
六
（
明
治
二
十
九
）
年
に
は
第
一
巻
が
刊
行
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
が
、

全
部
門
一
千
巻
の
刊
行
が
完
了
し
た
の
は
一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
、
総
目
録
と
索
引
を
含
め
た
全
冊
完
成
は
一
九
一
四
（
大
正

三
）
年
で
あ
り
、
一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
の
着
手
か
ら
三
十
五
年
の
歳
月
と
膨
大
な
費
用
を
費
や
し
た
の
で
あ
る
。 

文
部
省
『
百
科
全
書
』
と
『
言
海
』『
古
事
類
苑
』
に
共
通
す
る
の
は
、
文
部
省
が
着
手
し
な
が
ら
も
完
結
ま
え
に
途
中
で
民

間
の
事
業
主
体
へ
と
移
っ
た
と
い
う
点
の
ほ
か
に
、
洋
学
者
ば
か
り
で
な
く
、「
和
漢
の
書
」
に
通
じ
た
国
学
者
の
役
割
が
注
目

さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
し
て
の
漢
語
が
前
景
化
す
る
。
明
治
初
期
に
企
図
さ
れ
て
、
西
洋
近
代
を
擬

態
し
た
文
部
省
『
百
科
全
書
』
の
翻
訳
語
は
、
わ
が
国
初
の
近
代
的
国
語
辞
書
『
言
海
』
と
同
時
代
に
生
成
さ
れ
、
さ
ら
に
は
、

前
近
代
の
日
本
を
凝
縮
し
た
文
献
史
料
『
古
事
類
苑
』
を
欲
望
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 
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翻
訳
語
の
宿
命 

木
村
毅
は
「
日
本
飜
訳
史
概
観
」
の
「
緒
言
」
を
こ
う
書
き
出
し
て
い
る
。 

 
翻
訳
の
語
の
あ
ま
ね
く
日
常
に
使
用
せ
ら
れ
だ
し
た
の
は
、
明
治
の
初
め
太
政
官
が
翻
訳
局
を
置
い
て
、
チ
ェ
ン
バ
ー
の
百
科
全
書

（C
ham

ber’s Inform
ation of P

eople

）
マ
マ

を
諸
学
者
に
命
じ
て
盛
ん
に
翻
訳
に
着
手
さ
せ
た
時
に
始
ま
る
と
思
え
る
が
、
し
か
し
こ
の
語

は
古
く
か
ら
あ
り
、
隋
書
『
経
籍
志
』
に
「
翻
訳
最
為
通
解
」
と
あ
り
、
翻
訳
名
義
集
に
「
訳
梵
天
之
語
、
転
成
漢
地
之
言
」
と
あ
る
と

辞
書
に
見
え
る
。
梵
天
之
語
と
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
こ
と
で
、
つ
ま
り
仏
典
を
さ
し
て
い
る
の
で
あ
る
三
一

。 

 

木
村
の
言
う
額
面
通
り
に
、
文
部
省
『
百
科
全
書
』
を
直
接
の
き
っ
か
け
と
し
て
「
翻
訳
」
と
い
う
語
が
日
常
的
に
用
い
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
か
否
か
は
定
か
で
な
い
が
、こ
の
こ
と
ば
が
明
治
初
期
に
一
種
の
流
行
語
に
な
っ
た
こ
と
に
は
首
肯
で
き
よ
う
。

そ
し
て
、
翻
訳
行
為
が
遂
行
し
た
近
代
日
本
語
の
成
立
プ
ロ
セ
ス
は
、
近
代
国
家
と
し
て
の
知
の
制
度
が
整
備
さ
れ
た
の
と
軌
を

一
に
す
る
。
文
部
省
『
百
科
全
書
』
を
総
体
と
し
て
読
解
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
日
本
の
思
想
史
を
考
え
る
う
え

で
、「
近
代
化 

=
 

西
洋
化
」
と
い
う
等
価
で
は
な
く
、
近
代
化
と
は
翻
訳
行
為
に
よ
る
等
価
（
と
い
う
思
い
込
み
）
が
虚
構
と

し
て
構
築
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
こ
に
翻
訳
論
的
転
回
が
響
き
あ
う
。 

ニ
ュ
ー
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
批
評
家
リ
チ
ャ
ー
ズ
（Ivo

r A
rm

stro
n
g
 R

ich
ard

s

）
に
よ
れ
ば
、「
翻
訳
は
宇
宙
の
進
化
に
お
い

て
生
み
出
さ
れ
た
最
も
複
雑
な
出
来
事
」
で
あ
る
三
二

。
ま
た
、「
翻
訳
の
存
在
は
現
代
言
語
学
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」
と
言
い
切
っ

た
の
は
、
言
語
学
者
の
ム
ー
ナ
ン
（G

eo
rg

es M
o
u
n
in

）
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
「
翻
訳
活
動
は
、
現
代
言
語
学
に
理
論
上
の
問

題
を
提
起
す
る
」
か
ら
だ
。「
語
彙
、
形
態
、
統
辞
の
構
造
に
関
す
る
通
説
を
受
け
入
れ
る
と
す
る
と
、
翻
訳
は
不
可
能
で
あ
る

は
ず
だ
と
主
張
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
翻
訳
者
は
存
在
し
、
生
産
し
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
等
の
生
産
物
を
有
用
に
使

っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
三
三

。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
哲
学
者
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
（W

alter B
en

d
ix

 S
ch

ö
n
flies B

en
jam

in

）

の
有
名
な
「
純
粋
言
語
」（
翻
訳
は
諸
言
語
の
不
完
全
な
断
片
性
を
補
完
し
、「
純
粋
言
語
」
を
志
向
す
る
）
な
ど
、
翻
訳
と
い
う

出
来
事
は
西
洋
諸
語
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
に
多
様
な
議
論
を
喚
起
し
て
き
た
。 

本
論
文
が
対
象
と
し
て
き
た
時
間
と
空
間
に
限
定
す
れ
ば
、明
治
期
の
近
代
化
が
西
洋
諸
国
を
範
と
し
て
短
期
間
に
速
成
さ
れ

た
こ
と
、
そ
の
過
程
で
西
洋
語
で
の
抽
象
概
念
が
漢
語
を
用
い
て
訳
出
さ
れ
て
、
近
代
日
本
語
と
し
て
定
着
し
た
と
い
う
出
来
事

を
思
い
出
し
て
お
き
た
い
。
近
代
日
本
に
お
け
る
翻
訳
の
出
来
事
と
は
、
何
を
遂
行
し
た
行
為
で
あ
っ
た
の
か
。
西
洋
語
と
の
等

価
幻
想
を
漢
語
に
よ
っ
て
遂
行
し
た
帰
結
は
、こ
と
ば
の
意
味
の
ず
れ
を
隠
蔽
し
た
漢
語
の
記
憶
を
さ
ら
に
ず
ら
し
な
が
ら
反
復

し
た
。
西
洋
近
代
の
抽
象
概
念
が
漢
語
に
上
書
き
さ
れ
、
近
代
日
本
語
と
し
て
再
利
用
さ
れ
た
翻
訳
語
の
宿
命
で
あ
る
。 
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一 
言
う
ま
で
も
な
く
も
ち
ろ
ん
、
日
本
に
お
け
る
語
彙
史
の
な
か
で
漢
語
の
増
加
は
常
に
右
肩
上
が
り
だ
っ
た
が
、
と
り
わ
け
幕
末
か
ら
明
治
時

代
―
―
宮
島
達
夫
が
作
成
し
た
グ
ラ
フ
で
は
、
ヘ
ボ
ン
の
『
和
英
語
林
集
成
』
初
版
（
一
八
六
七
年
）
か
ら
井
上
十
吉
『
新
訳
和
英
辞
典
』（
一

九
〇
九
年
）
の
期
間
―
―
に
著
し
い
急
勾
配
の
伸
び
を
示
し
て
い
る
（
宮
島
達
夫
「
現
代
語
い
の
形
成
」
国
立
国
語
研
究
所
『
こ
と
ば
の
研
究 

第

三
集
』
秀
英
出
版
、
一
九
六
七
年
、
一
二
頁
）。 

  
 

 

二 

柳
父
章
『
未
知
と
の
出
会
い
―
―
翻
訳
文
化
論
再
説
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
三
年
、
二
二
八
頁
）。 

三 

柳
父
章
『
翻
訳
と
は
な
に
か
―
―
日
本
語
と
翻
訳
文
化
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
六
年
、
二
四
―
二
五
頁
）。 

四 

柳
父
章
『
翻
訳
語
成
立
事
情
』（
岩
波
新
書
、
一
九
八
二
年
）。 

五 

柳
父
、
一
九
七
六
年
、
一
―
六
三
頁
。 

六 

柳
父
章
『
翻
訳
語
の
論
理
―
―
言
語
に
み
る
日
本
文
化
の
構
造
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
二
年
、
四
五
頁
）。 

七 

柳
父
章
『
ゴ
ッ
ド
と
上
帝
―
―
歴
史
の
な
か
の
翻
訳
者
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
六
年
、
九
頁
）。 

八 H
alliday, M

. A
. K

. (1985). A
n introduction to functional gram

m
ar. E

dw
ard A

rnold: L
ondon.

お
よ
びH

alliday, M
. A

. K
. &

 M
atthiessen, 

C
.M

.I.M
. (2004). A

n introduction to functional gram
m

ar, third edition. L
ondon: E

dw
ard A

rnold. 

九 

Ｍ
・
Ａ
・
Ｋ
・
ハ
リ
デ
ー
『
機
能
文
法
概
説
―
―
ハ
リ
デ
ー
理
論
へ
の
誘
い
』
山
口
登
・
筧
壽
雄
訳
（
く
ろ
し
お
出
版
、
二
〇
〇
一
年
、
五
五

五
頁
）。 

一
〇 

選
択
体
系
機
能
言
語
学
の
理
論
で
は
、
言
語
は
三
つ
の
メ
タ
機
能
―
―
観
念
構
成
的
（ideational

）、
対
人
的
（interpersonal
）、
テ
ク
ス
ト

形
成
的
（textual

）
―
―
を
有
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
メ
タ
機
能
は
、「
何
を
」「
誰
に
」「
ど
の
よ
う
に
」
意
味
す
る
の
か
に
関
係
す
る
。
た
と
え

ば
、C

lose the door. 

とW
ould you m

ind closing the door? 

と
い
う
発
話
で
は
、
ど
ち
ら
も
「
戸
を
閉
め
る
」
と
い
う
行
為
の
要
求
を
対
人
的

に
意
味
す
る
が
、
後
者
は
疑
問
法
（interrogative m

ood

）
が
選
択
さ
れ
て
い
る
の
で
、
意
味
と
法
（m

ood

）
が
一
致
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
対

人
的
機
能
の
文
法
的
比
喩
の
例
で
あ
る
。 

一
一 H

alliday, M
. A

. K
. &

 M
atthiessen, C

.M
.I.M

. 

の
前
掲
書
、
二
五
頁
。 

一
二 

ハ
リ
デ
ー
の
前
掲
書
、
三
二
一
頁
。 

一
三 H

alliday, M
. A

. K
. &

 M
atthiessen, C

.M
.I.M

. 

の
前
掲
書
、
五
四
二
―
五
四
七
頁
。 

一
四 

進
藤
咲
子
は
「
漢
語
サ
変
動
詞
の
語
彙
か
ら
み
た
江
戸
語
と
東
京
語
」
を
取
り
上
げ
て
、
口
頭
表
現
に
お
け
る
漢
語
を
分
析
し
た
。
明
治
初

期
に
顕
著
と
な
っ
た
漢
語
語
彙
の
増
加
に
つ
い
て
は
、「
漢
語
が
権
威
と
結
び
つ
い
て
跋
扈
し
た
こ
と
」
や
「
文
語
文
偏
重
の
教
育
」
な
ど
も
指

摘
し
て
い
る
。『
明
治
時
代
語
の
研
究
―
―
語
彙
と
文
章
』（
明
治
書
院
、
一
九
八
一
年
、
一
二
六
―
一
五
二
頁
）
参
照
。 

一
五 H

ouse, J. (1997). Translation quality assessm
ent: A

 m
odel revisited

. T
übingen: G

unter N
arr. 

一
六 H

ouse, J. (2009). Translation
. O

xford and N
ew

 Y
ork: O

xford U
niversity P

ress. 

一
七 

新
居
格
「
飜
訳
論
」
桜
木
俊
晃
編
『
国
語
文
化
講
座 

第
四
巻 

国
語
芸
術
篇
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
四
一
年
、
二
四
四
―
二
六
二
頁
）。 

一
八 

松
村
明
「
解
説
」『J. C

.H
E

P
B

U
R

N
 

和
英
語
林
集
成 

復
刻
版
』（
北
辰
、
一
九
六
六
年
、
一
頁
）。 

一
九 

永
嶋
大
典
『
蘭
和
・
英
和
辞
書
発
達
史
』（
ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
七
〇
年
、
七
三
―
九
三
頁
）。 

二
〇 

『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
に
は
低
い
頻
度
で
あ
る
が
「
飜
訳
」
が
出
現
す
る
（「
飜
訳
」
三
二
例
／
「
翻
訳
」
一
八
四
八
例
）。
大
蔵
経
は
中
国

で
作
成
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
編
纂
さ
れ
た
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
は
高
麗
大
蔵
経
再
彫
本
を
底
本
と
す
る
。
電
子
版
と
し

て
は
、
東
京
大
学
の
「
Ｓ
Ａ
Ｔ
大
正
新
脩
大
蔵
経
テ
ク
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
が
公
開
さ
れ
て
い
る
（http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/S

A
T

/

）。 

二
一 B

assnett, S
. (1998). T

he T
ranslation turn in cultural studies. In B

assnett, S
. and L

efevere, A
. (E

ds.), C
onstructing culture: E

ssays on 

literary translation (pp. 123-140). C
levedon and P

hiladelphia: M
ultilingual M

atters. 

バ
ス
ネ
ッ
ト
のtranslation turn

は
「
翻
訳
的
転
回
」
で

あ
る
が
、translational turn

やturn to translation

な
ど
の
用
語
も
使
用
さ
れ
る
。linguistic turn

を
ふ
つ
う
「
言
語
論
的
転
回
」
と
す
る
慣
わ
し

に
照
ら
し
て
、「
翻
訳
論
的
転
回
」
と
す
る
。B

achm
ann-M

edick, D
. (2013). T

ranslational turn. In G
am

bier and van D
oorslaer, L

. (E
ds.), 

H
andbook of translation studies (pp. 186

-193). A
m

sterdam
 and P

hiladelphia: John B
enjam

ins. 

も
参
照
。 

二
二 

齋
藤
希
史
『
漢
字
世
界
の
地
平
―
―
私
た
ち
に
と
っ
て
文
字
と
は
何
か
』（
新
潮
社
、
二
〇
一
四
年
）。 
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二
三 

同
書
、
一
六
九
―
一
七
七
頁
。 

二
四 

船
山
徹
『
仏
典
は
ど
う
漢
訳
さ
れ
た
の
か
―
―
ス
ー
ト
ラ
が
経
典
に
な
る
と
き
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
、
五
三
―
八
六
頁
）。 

二
五 
同
書
、
五
八
―
五
九
頁
。 

二
六 
西
村
茂
樹
「
往
時
録
」『
西
村
茂
樹
全
集 

第
三
巻
』（
思
文
閣
、
一
九
七
六
年
、
六
二
三
頁
）。 

二
七 

こ
の
点
で
は
、
品
田
悦
一
が
論
じ
た
よ
う
に
、
明
治
国
家
に
よ
っ
て
『
万
葉
集
』
が
日
本
の
国
民
歌
集
と
な
っ
た
と
い
う
近
代
日
本
の
「
伝

統
の
発
明
」
と
通
底
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
（『
万
葉
集
の
発
明
―
―
国
民
国
家
と
文
化
装
置
と
し
て
の
古
典
』
新
曜
社
、
二
〇
〇
一
年
）。 

二
八 

便
宜
上
こ
の
よ
う
な
単
純
な
二
項
対
立
図
式
を
用
い
た
が
、
西
村
茂
樹
に
関
す
る
最
近
の
包
括
的
な
研
究
に
つ
い
て
は
、
真
辺
将
之
『
西
村

茂
樹
研
究
―
―
明
治
啓
蒙
思
想
と
国
民
道
徳
論
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
。 

二
九 

国
家
的
事
業
と
し
て
の
『
古
事
類
苑
』
は
、
熊
田
淳
美
『
三
大
編
纂
物 

群
書
類
従
・
古
事
類
苑
・
国
書
総
目
録
の
出
版
文
化
史
』（
勉
誠
出

版
、
二
〇
〇
九
年
、
八
一
―
一
四
六
頁
）
に
詳
し
い
。『
古
事
類
苑
』
の
内
容
は
三
十
部
門
に
分
類
さ
れ
、
和
装
本
で
三
百
五
十
五
冊
、
洋
装
本

で
五
十
一
冊
の
分
量
（
い
ず
れ
も
総
目
録
・
索
引
を
含
む
）
と
な
る
。
近
年
で
は
電
子
化
が
進
み
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
「
古

事
類
苑
全
文
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
や
「
古
事
類
苑
ペ
ー
ジ
検
索
シ
ス
テ
ム
」
な
ど
も
公
開
さ
れ
て
い
る
。
同
セ
ン
タ
ー
は
『
古
事
類
苑
』
を
「
明
治

政
府
の
一
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」「
見
出
し
数
は
四
万
三
百
五
十
四
項
目
に
お
よ
ぶ
大
百
科
事
典
」
と
位
置
づ
け
て
、「
こ
こ
に
は
、
前
近
代
の
文
化

概
念
に
つ
い
て
、
明
治
以
前
の
あ
ら
ゆ
る
文
献
か
ら
の
引
用
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
日
本
文
化
を
理
解
す
る
う
え
で
た
い
へ
ん
有
用
な
事
典
で
あ

る
」
と
説
明
す
る
（h

ttp
://y

s.n
ich

ib
u

n
.a

c.jp
/k

ojiru
ien

/

）。
ま
た
、
国
文
学
研
究
資
料
館
の
サ
イ
ト
に
も
「
古
事
類
苑
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
が

あ
る
（http://base1.nijl.ac.jp/~

kojiruien/index.htm
l

）。 

三
〇 

熊
田
の
前
掲
書
、
八
九
―
一
〇
三
頁
。 

三
一 

木
村
毅
「
日
本
飜
訳
史
概
観
」『
明
治
飜
訳
文
学
集
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
二
年
、
三
七
五
頁
）。
な
お
、
今
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と

だ
が
、
正
し
く
はC

ham
bers’s Inform

ation for the P
eople

で
あ
る
。 

三
二 R

ichards, I. A
. (1953). T

ow
ard a theory of translating. In A

. F. W
right (E

d.), Studies in C
hinese thought. C

hicago and L
ondon: T

he 

U
niversity of C

hicago P
ress. 

の
二
五
〇
頁
。
リ
チ
ャ
ー
ズ
に
は
日
本
滞
在
経
験
も
あ
る
。 

三
三 

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ム
ー
ナ
ン
『
翻
訳
の
理
論
』
伊
藤
晃
・
柏
岡
珠
子
・
福
井
芳
男
・
松
崎
芳
隆
・
丸
山
圭
三
郎
訳
（
朝
日
出
版
社
、
一
九
八
〇

年
、
二
一
頁
）。 
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