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内
田
寛
一
教
授
の
歴
史
地
理
学
上
の
位
置
と
学
風

菊

地

手Ij

夫

I-;l:. 

し

2うt

き

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地
理
学
に
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
て
い
る
国
々
と
同
じ
よ
う
に
、

日
木
に
お
い
て
も
三
つ
の
歴
史
地
理
学
が
芽
ば
え
て
成
長

し
た
。
三
つ
の
歴
史
地
理
学
は
す
べ
て
京
都
に
芽
生
え
た
。
京
都
は
突
に
日
本
の
歴
史
地
理
学
の
発
祥
地
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
二
つ
は

京
都
に
成
長
し
て
全
国
に
ひ
ろ
ま
っ
た
。

し
か
し
そ
の
一
つ
に
東
京
に
移
っ
て
開
花
し
、
こ
こ
か
ら
日
'
不
中
に
ひ
ろ
が
っ
た
も
の
が
あ
る
。

こ
れ
は
内
回
寛
一
教
授
の
歴
史
地
理
学
で
あ
る
。
こ
の
学
風
に
つ
い
て
こ
こ
に
す
べ
て
を
述
べ
る
と
と
は
容
易
で
は
な
い
。
そ
れ
は
広
く

か
つ
深
い
だ
け
で
は
な
く
、

A
7
な
お
発
展
し
つ
つ
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
私
が
と
れ
を
述
べ
る
適
任
者
で
も
な
い
こ
と
に
も
よ
る
。
そ

れ
は
全
国
に
こ
の
学
派
に
属
す
る
す
ぐ
れ
た
歴
史
地
理
学
者
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
人
々
は
他
の
重
要
な
問
題
に
つ
い

ま
た
編
集
委
員
会
か
ら
の
命
令
に
よ
っ
て
私
の
手
に
負
い
な
い
よ
う
な
問
題
に
ぺ
ン
を
と
る
わ
け
に
至

て
本
紀
要
に
執
筆
し
て
い
る
し
、

っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
執
筆
に
当
っ
て
思
師
内
田
寛
一
教
授
に
そ
の
学
風
を
い
ま
だ
充
分
に
理
解
し
え
な
い
こ
と
を
お
詫
び
も
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
同
学
の
先
学
諸
兄
に
私
の
能
力
の
不
足
を
広
告
し
た
よ
う
な
結
果
に
な
っ
た
こ
と
は
や
む
を
え
な
い
。
こ
の
小
論

の
よ
う
に
唯
々
こ
の
難
問
題
を
粗
描
し
え
た
の
み
に
満
足
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

ふ
た
た
び
機
会
を
え
て
こ
の
学
風
の
本
質
と
屋
開

過
程
を
追
求
で
き
る
と
き
に
完
全
な
る
責
任
を
果
す
こ
と
の
御
了
解
を
え
た
い
。



歴
史
地
理
学
に
お
け
る
三
つ
の
学
旅

日
本
に
お
け
る
歴
史
地
理
学
の
発
達
史
を
か
ん
が
え
る
と
き
、
地
理
学
一
般
や
他
の
科
学
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
少
数
の
優
れ
た
人

々
に
よ
っ
て
飛
躍
的
に
こ
の
科
学
が
お
し
す
す
め
ら
れ
た
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
人
々
が
果
し
た
役
割

日
本
に
お
け
る
歴
史
地
理
学
の
学
説
・
学
派
の
樹
立
争
と
い
う
偉
大

は
、
歴
史
地
理
学
の
一
般
的
な
啓
蒙
化
・
普
及
化
の
み
で
は
な
く
、

な
功
績
を
打
ち
た
て
た
人
々
で
あ
る
こ
と
を
銘
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
に
お
け
る
歴
史
地
混
学
の
発
達
叉
に
お
い
て
、
こ
の
よ

内田寛一教授の歴史地理学上の位置と学風

う
な
位
置
に
あ
る
人
々
を
多
少
の
呉
論
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
大
体
は
一
致
す
る
で
あ
ろ
う
。
学
説
学
派
の
形
成
年
代
順
に
こ
れ
を

あ
げ
れ
ば
、
喜
田
貞
吉
教
授
と
内
田
寛
一
教
授
と
小
牧
実
繁
教
授
の
三
人
で
あ
る
。
日
本
の
歴
史
地
理
学
者
は
人
文
地
理
学
の
方
法
論
と

し
て
の
歴
史
地
理
学
、
す
な
わ
ち
広
義
の
歴
史
地
理
学
を
共
通
地
盤
と
し
な
が
ら
、

さ
ら
に
そ
の
上
に
立
っ
て
三
つ
の
歴
史
地
理
学
の
学

一
派
を
つ
く
っ
て
い
る
。
こ
の
三
つ
の
学
派
の
そ
れ
ぞ
れ
の
先
頭
に
こ
れ
ら
の
三
人
が
立
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

京
都
大
学
の
士
一
号
回
貞
吉
教
授
は
歴
史
地
理
学
と
は
歴
史
の
地
理
的
解
釈
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
、
他
の
学
説
よ
り
も
っ
と
も
平

く
こ
れ
を
主
張
し
、
早
稲
田
大
学
教
授
で
あ
っ
た
故
吉
田
東
伍
教
授
と
同
じ
立
場
に
あ
り
、
東
西
に
な
ら
び
た
っ
て
H
十
く
も
明
治
末
の
日

本
に
歴
史
地
理
学
を
発
達
さ
せ
た
。
こ
の
立
場
の
学
説
・
学
派
の
樹
立
者
と
し
て
は
、
後
継
者
が
す
く
な
い
吉
田
東
伍
教
授
よ
り
も
喜
回

貞
吉
教
授
を
お
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
学
風
は
明
治
末
か
ら
京
掛
弘
人
学
を
中
心
と
し
て
興
り
、
歴
史
地
理
学
だ
け
で
は
な
く
、
史
学
一

般
の
発
達
に
も
貢
献
し
て
い
る
点
が
多
い
。
歴
史
に
対
す
る
地
理
的
解
釈
す
な
わ
ち
地
理
的
歴
史
は
、
歴
史
地
理
学
の
三
つ
の
学
派
の
う
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ち
で
も
っ
と
も
歴
史
学
に
接
近
し
て
い
る
立
場
で
あ
る
。

日
本
に
お
け
る
歴
史
地
涯
学
は
、

ま
ず
歴
史
学
へ
の
親
縁
性
を
も
っ
て
樹
立
さ

れ
た
こ
と
は
、
喜
田
貞
士
ロ
教
授
が
東
京
大
学
国
史
科
の
卒
業
生
で
あ
り
、
京
教
大
学
に
知
を
お
い
た
所
が
文
学
大
学
史
学
科
で
あ
っ
た
こ



と
に
も
よ
ろ
う
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
の
歴
史
地
理
学
の
発
透
過
程
と
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
お
よ
そ
歴
史
地
理
学
の
発
達
す
る
た

14 

め
に
た
ど
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
必
然
的
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

京
都
大
学
を
中
心
と
し
て
発
達
し
た
も
う
一
つ
の
歴
史
地
理
学
は
小
牧
実
繁
教
授
の
理
論
で
あ
る
。
小
牧
実
繁
教
授
は
日
本
に
お
け
る

先
史
地
理
学
の
開
祖
で
あ
り
、
政
治
地
理
学
の
興
隆
に
果
し
た
役
割
も
大
き
い
。
し
か
も
一
つ
の
歴
史
地
理
学
を
主
張
し
て
、
多
く
の
後

継
者
を
養
成
し
た
。
そ
の
立
場
は
昭
和
八
年
の
岩
波
の
地
理
講
座
「
歴
史
地
理
学
」
を
は
じ
め
、
多
く
の
論
文
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
同

室
日
に
「
涯
史
時
代
に
お
け
る
或
る
時
の
断
面
に
於
け
る
土
地
地
域
を
復
原
し
再
現
し
て
、
地
理
の
原
語
が
一
ボ
す
如
く
、
過
去
に
於
け
る
土

地
を
描
出
す
る
の
が
歴
史
地
理
学
の
使
命
職
能
で
あ
る
一

(

1

)

と
い
う
。
こ
の
立
場
に
た
つ
歴
史
地
理
学
者
が
は
な
は
だ
多
く
が
、
最
近
の

主
張
さ
れ
て
い
る
藤
岡
謙
二
郎
氏
の
景
観
変
遷
史
法
は
こ
の
立
場
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
は
な
い
。
小
牧
山
犬
繁
教
授
の
歴
史
地
理
学
は
、
過

去
の
あ
る
時
聞
に
お
け
る
断
面
の
地
理
、
す
な
わ
ち
先
史
時
代
の
地
理
、
古
代
の
地
理
・
中
世
の
地
理
・
近
世
の
地
理
な
ど
の
よ
う
に
、

さ
ま
ざ
ま
の
時
間
的
断
面
に
お
け
る
地
理
を
想
定
し
て
い
る
。
そ
と
に
こ
の
立
場
は
歴
史
学
に
は
な
は
だ
し
く
接
近
し
て
い
る
地
理
的
歴

史
よ
り
も
、
歴
史
学
か
ら
解
放
さ
れ
て
空
間
的
で
あ
り
、
時
間
性
よ
り
空
間
性
が
濃
厚
で
あ
る
。
し
か
し
過
去
の
地
理
を
復
原
す
る
こ
と

を
主
と
し
て
、
こ
れ
を
現
在
の
地
理
と
の
関
連
を
求
め
る
こ
と
が
な
い
の
で
、

「
過
去
を
説
明
す
る
た
め
の
t

歴
史
地
理
学
」
で
あ
る
。
こ

の
歴
史
地
理
学
の
理
論
は
世
界
の
歴
史
地
理
学
者
の
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
早
く
か
ら
支
持
さ
れ
て
い
る
理
論
で
あ
る
が
、

日
本
に
お
い

て
こ
の
立
場
の
確
立
は
世
界
の
地
理
学
の
先
進
国
よ
り
む
し
ろ
遅
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
二
つ
の
学
説
・
学
派
に
た
い
し
て
、
地
理
性
の
強
い
歴
史
地
理
学
の
見
解
は
、
東
京
文
理
科
大
学
を
核
心
と
し
て
研
究
活
動
を
つ

づ
け
た
内
田
寛
一
教
授
の
学
説
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
現
在
の
地
理
事
項
に
含
ま
れ
て
い
る
歴
史
性
を
地
理
学
の
対
象
と
し
よ
う
と
し
て
生

れ
た
歴
史
地
理
学
」
聞
の
主
張
で
あ
る
。
こ
の
歴
史
地
理
学
の
立
場
は
明
ら
か
に
二
つ
の
目
的
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
現
在
の
も
の
の



地
理
的
意
義
を
国
明
す
る
の
に
歴
史
地
理
的
検
討
が
必
要
で
あ
り
、

ま
た
地
浬
的
活
動
の
史
的
展
開
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
己

(

3

)

と
こ
で
い
わ
れ
る
地
理
的
活
動
の
展
開
と
は
「
人
が
自
然
を
い
か
に
利
用
開
発
し
て
い
る
か
と
い
う
地
理
的
活
動
が
、
い
か
な
る
過
程

を
経
て
現
状
と
な
っ
た
か
、

今
後
ど
う
す
れ
ば
時
世
に
応
じ
て
一
層
人
々
の
目
的
を
達
成
し
ろ
る
か
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る

7
百
こ
の

学
説
の
特
色
は
明
ら
か
に
歴
史
地
理
学
の
機
能
を
「
現
在
に
お
け
る
地
理
的
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
、
将
来
へ
の
サ
ジ
ュ
ス
シ

ョ
ン
を
得
ょ
う
」

(

5

)

と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
歴
史
時
代
の
景
観
復
原
を
主
と
す
る
立
場
が
「
過
去
を
説
明
す
る
た
め
の
歴
史
地
理
学
」

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
立
場
は
「
現
在
を
知
る
た
め
の
歴
史
地
理
学
」
で
あ
る
。
こ
の
歴
史
地
理
学
の
立
場
は
喜
田
貞
吉
教
授
の
学
説

内E22一致授の歴史地震学上の位置と学風

よ
り
三

O
年
も
お
く
れ
て
提
出
さ
れ
た
が
、
小
牧
実
繁
教
授
の
学
説
よ
り
一

O
年
も
先
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
に
つ
い

て
後
節
に
て
再
説
す
る
が
、

日
本
の
歴
史
地
理
学
者
の
う
ち
で
、
こ
の
学
説
を
継
承
支
持
す
る
人
々
が
全
国
的
に
ひ
ろ
ま
り
、
歴
史
地
理

学
に
お
け
る
三
大
学
派
の
一
つ
を
形
成
し
て
い
る
。
ま
た
世
界
の
国
々
に
お
い
て
も
こ
の
立
場
を
主
張
す
る
著
名
な
歴
史
地
理
学
者
が
は

な
は
だ
多
い
の
で
あ
る
。

私
は
こ
こ
で
は
歴
史
地
理
学
の
三
学
説
の
特
色
を
比
較
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
他
の
二
つ
の
学
説
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
説

明
す
る
分
担
が
定
っ
て
い
る
。
私
は
ま
た
こ
の
偉
大
な
地
理
学
者
の
ほ
ぼ
半
世
紀
に
わ
た
る
学
問
的
活
動
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
と
と

も
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。
私
の
与
え
ら
れ
た
問
題
は
そ
の
一
つ
の
歴
史
地
理
学
に
関
す
る
分
野
だ
け
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
理
論
を
歴
史

地
理
学
の
発
達
史
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
内
回
寛
一
教
授
の
歴
史
地
理
学
の
理
論
は
最
初
に
主
張
し
た
大
正
十
四
年
の
「
地

理
学
研
究
上
に
於
け
る
史
的
観
察
の
分
野
」
地
理
教
育
・
二
巻
二
号
と
最
近
の
発
表
で
あ
る
「
歴
史
地
理
の
重
要
性
」
、
昭
和
二
十
七
年
・

15 

人
文
地
理
・
一
一
一
号
五
・
六
合
併
号
と
比
較
す
れ
ば
、
約
三

0
年
聞
に
わ
た
っ
て
変
る
こ
と
な
く
自
説
を
主
張
し
て
き
た
こ
と
を
知
る
の
で

あ
る
。
日
本
に
お
い
て
そ
の
同
調
者
は
ま
す
ま
す
増
加
し
て
い
る
が
、
世
界
の
国
々
に
も
こ
の
歴
史
地
理
学
立
場
に
よ
る
人
々
が
増
加
し



て
き
た
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
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著
書
・
論
文
か
ら
み
た
学
的
活
動

内
田
寛
一
教
授
の
学
的
生
涯
は
い
ま
で
も
お
と
ろ
え
る
と
と
な
く
つ
.
つ
い
て
い
る
。
半
附
一
紀
に
わ
た
る
な
が
い
学
究
生
活
と
お
び
た
だ

し
い
数
に
達
す
る
詩
文
に
は
何
人
も
驚
か
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
。

大
正
二
年
京
都
大
学
文
科
大
学
史
学
科
か
卒
業
し
た
と
き
は
二
十
五

才
、
そ
し
て
昨
年
(
昭
和
三
十
三
年
)

に
古
稀
の
祝
賀
記
念
論
文
集
合
出
版
し
、

そ
の
祝
賀
会
に
出
席
す
る
ま
で
の
四
十
五
年
間
に
出
版

し
た
著
書
は
九
冊
・
地
図
帳
一
二
冊
・
主
な
学
術
論
文
三
八
七
か
一
数
え
ら
れ
る
。
芳
香
の
中
に
は
大
著
「
経
済
地
域
に
関
す
る
諸
問
題
の

地
理
的
研
究
」

る。

は
経
済
地
理
学
者
と
し
て
の
半
面
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
経
済
地
理
学
の
古
典
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ

「
初
島
の
経
済
地
理
に
関
す
る
研
究
」

(
昭
和
九
年
)

(
昭
和
九
年
)

の
名
著
は
地
理
学
界
の
み
な
ら
ず
、
農
業
経
済
学
界
に
ま
で
愛
読
さ
れ
、
経

済
地
理
的
面
を
強
調
し
た
歴
史
地
理
学
の
実
証
的
研
究
で
あ
る
。

「
郷
土
地
理
研
究
」

(
昭
和
八
年
)

は
本
邦
唯
一
の
体
系
的
な
郷
土
地

理
学
書
で
あ
り
、
学
校
地
理
に
郷
土
学
習
が
き
か
ん
に
な
る
た
び
に
反
覆
し
て
愛
読
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
著
書
は
内
回
寛
一
教
授
の

文
部
省
在
外
研
究
員
と
し
て
二
ヶ
年
の
イ
ギ
ワ
ス
・
ド
イ
ツ
留
学
か
ら
帰
朝
し
、
東
京
高
等
師
範
教
授
兼
文
理
科
大
学
助
教
授
に
就
任
し

た
時
の
執
筆
で
あ
る
。
し
か
し
本
格
的
な
著
書
は
な
お
今
後
に
出
版
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
文
理
科
大
学
に
在
任
し
た
昭
和
八
年
か
ら
同

二
十
四
年
ま
で
に
研
究
し
た
分
野
の
著
書
は
い
ま
だ
出
版
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
戦
前
・
戦
後
を
通
じ
て
編
集
し
た
十
二
階

し
地
図
関
係
の
う
ち
で
も
、

「
最
新
日
本
地
図
」
・
「
最
新
世
界
地
図
了
「
日
本
産
業
地
域
図
」
な
ど
は
何
人
も
追
随
の
で
き
な
い
創
意
に

み
ち
た
特
色
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
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年

91叫

学
術
論
文
に
つ
い
て
は
地
理
学
関
係
に
限
ら
ず
、
歴
史
学
・
教
育
学
や
外

院

内田寛一教授の著書論文の統計

交
・
経
済
関
係
に
わ
た
っ
て
発
表
範
囲
は
広
く
、

し
た
が
っ
て
論
文
の
数

1 

5 

理
教
育
の
主
論
文
が
約
三

O
篇、

も
多
く
、

し
か
も
多
種
多
様
に
わ
た
っ
て
い
る
。
主
な
雑
誌
は
「
地
理
教

育
」
・
「
地
理
と
経
ー
ポ
」
・
「
地
理
」
・
「
地
学
雑
誌
」
・
「
新
地
理
」
・
「
人
文
地

理
」
・
「
地
理
学
評
論
」
・
「
地
理
学
」
・
「
社
会
地
理
」
・
「
郷
土
見
学
」
・
「
社

会
と
学
校
」
・
「
歴
史
教
育
」
・
「
医
史
公
論
」
・
「
東
洋
」
な
ど
の
ほ
か
に
、

二
三
極
合
計
四
七
程
に
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
の
外
に
「
大
塚
地
理
学
会
論

文
集
」
や
「
日
本
大
学
地
理
学
会
誌
」
の
毎
号
に
論
文
を
掲
載
し
、
さ
ら

に
五
つ
の
古
稀
・
還
暦
記
念
論
文
集
に
招
待
さ
れ
て
、
そ
学
的
饗
宴
に
列

し
て
い
る
o

ほ
ほ
半
世
紀
に
近
い
期
間
に
お
け
る
三
八
七
の
論
文
は
、
そ
の
発
表
し

て
き
た
過
程
を
み
れ
ば
、
内
田
寛
一
教
授
の
学
的
活
動
の
推
移
は
お
の
づ

と
明
か
に
な
る
o

そ
の
内
訳
は
地
理
学
理
論
に
関
す
る
論
文
の
八
九
篇
が

も
っ
と
「
均
多
く
、
つ
宇
つ
い
て
程
済
地
理
関
係
が
七
二
矯
、
政
治
地
理
関
係

が
六
六
篇
、
歴
史
地
理
関
係
が
五
七
篇
、
集
落
地
理
関
係
が
二
三
篇
、
地

そ
の
他
が
二
九
篇
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
内
容
か
ら
み
て
学
説
創
始
を
・
学
派
形
成
者
に
ふ
さ
わ
し

〈
、
理
論
的
研
究
の
多
い
こ
と
は
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
経
済
地
理
・
政
治
地
理
関
係
の
論
文
が
庭
史
的
}
間
関
係
の
論
文
の
発
表
数
よ
り
も



多
い
こ
と
は
、
こ
れ
ら
は
内
田
寛
一
教
授
の
得
意
中
の
得
意
と
す
る
分
野
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

18 

次
の
論
文
統
計
は
五
年
毎
の
年
齢
層
に
分
け
た
も
の
で
あ
る
。

付
二
五
1

三
O
才
(
京
都
大
学
院
学
生
・
京
都
大
学
助
手
時
代
)
、
同

三
一
1

一
ニ
五
才
(
文
部
省
図
書
監
修
官
時
代
)
、
国
三
六
!
四
五
才
(
東
京
高
市
教
授
・
浦
和
高
校
教
授
時
代
)
、
例
四
六
I
六
五
才
(
文

理
科
大
学
助
教
授
・
教
授
時
代
)
、
同
六
六
才
|
現
在
(
日
本
大
学
大
学
院
教
授
時
行
)
0

こ
の
五
段
階
に
わ
け
て
論
文
発
表
の
増
減
伺
向

を
み
よ
う
。
付
と
同
の
時
代
の
発
表
し
た
論
文
に
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
十
一
新
と
十
篇
で
あ
る
。
ハ
円
に
は
政
治
地
理
関
係
の
論
文
に
集
中

し
て
い
る
こ
と
が
特
色
で
あ
る
。
当
時
は
第
一
次
大
戦
後
で
あ
っ
て
、
民
族
問
題
が
世
界
の
大
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
き
で
あ
っ
た
。
若

い
内
田
寛
一
教
授
は
、
学
生
時
代
に
法
学
の
講
義
単
位
を
多
く
と
っ
た
ほ
ど
に
、
歴
史
地
問
学
者
よ
り
む
し
ろ
政
治
地
理
学
者
で
あ
っ
た
。

文
部
省
時
代
に
「
世
界
改
造
の
地
理
L

を
稿
了
し
た
が
、

つ
い
に
こ
れ
は
出
版
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
政
治
地
理
学
の
論
文
が
六
十
六

う
ち
四
十
二
篤
も
発
表
さ
れ
た
の
は
四

O
l五
五
才
の
期
間
で
、
も
っ
と
も
地
理
学
が
円
熟
し
た
文
理
科
大
学
篇
の
時
代
で
あ
っ
た
。
悼

の
時
代
は
東
京
高
師
教
授
と
し
て
活
躍
な
研
究
生
活
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
と
き
で
、
前
半
の
五
ヶ
年
の
論
文
は
一
七
錦
、
弘
明
半
の
五
ケ

年
の
論
文
は
七
九
篇
と
激
増
し
て
い
る
。
と
の
時
代
に
は
理
論
が
三
二
話
、
経
済
地
理
が
二
六
籍
、
政
治
地
理
が
一
一
出
絹
で
あ
る
が
、
歴

史
地
理
学
の
論
文
は
た
だ
の
一
篇
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
こ
の
一
篇
こ
そ
内
田
寛
一
教
授
の
歴
史
地
理
学
の
基
本
的
本
質
論
を
最
初
に
発

表
し
た
記
念
す
べ
き
論
文
で
あ
る
こ
と
は
後
述
の
如
く
で
あ
る
。

学
者
と
し
て
の
活
動
期
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
が
い
か
な
る
年
齢
層
に
あ
る
か
を
調
べ
る
こ
と
は
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
偉
大
な
学
者

は
そ
の
一
生
を
貫
く
独
創
的
見
解
は
若
い
こ
ろ
に
芽
生
え
て
、
こ
れ
を
完
成
す
る
の
は
壮
年
期
を
す
ぎ
た
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
学
説
完
成

期
が
学
的
活
動
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
当
っ
て
い
る
。
内
田
寛
一
教
授
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
伺
の
時
代
の
前
半
に
当
る
四
六
l
五
五
才

ま
で
の
一

0
年
間
で
あ
っ
た
。
四
六
|
五

O
才
ま
で
の
論
文
は
実
に
一

O
七
篇
、
五
一
1
l
五
五
才
ま
で
の
論
文
は
八
四
濡
で
あ
っ
た
。
そ



の
後
の
五
六
l
六
O
才
ま
で
の
論
文
一
七
篤
は
第
二
次
大
戦
中
の
一
時
的
減
少
で
あ
る
が
、
平
和
恢
復
し
て
か
ら
の
六

O
i七
O
才
ま
で

の
論
文
は
約
七

O
篤
で
あ
る
。
四
六
l
五
五
才
ま
で
の
最
高
の
活
動
期
一

0
年
間
は
も
っ
と
も
特
色
が
あ
ら
わ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
時

代
を
風
び
し
た
「
地
人
相
関
理
論
」
は
四
六
i
五
O
才
に
四
一
篤
を
発
表
し
て
完
成
し
、
そ
の
後
に
は
「
地
人
相
関
理
論
」
の
発
表
は
ほ

と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
た
い
し
て
経
済
地
理
学
の
論
文
は
-
つ
前
の
年
齢
層
で
あ
る
四
一
ー
ー
四
五
才
に
も
っ
と
も
多
く
発
表
さ
れ

た
。
こ
の
十
年
間
の
代
表
的
な
も
の
は
歴
史
地
理
学
の
五
二
篇
、
政
治
地
理
学
の
三
一
篇
、
地
理
教
育
の
二
回
篇
で
あ
る
。

ζ
の
政
治
地

理
学
も
歴
史
地
理
的
色
彩
の
強
い
こ
と
が
一
つ
の
特
色
で
あ
る
。
か
く
て
歴
史
地
理
学
の
研
究
は
全
躍
期
か
ら
現
在
に
ま
で
つ
づ
い
て
く

内田寛一教授の歴史地涯学上の位置と学風

る
の
で
あ
る
。
現
在
の
研
究
の
重
点
も
、
も
っ
ぱ
ら
歴
史
地
理
学
の
実
証
的
研
究
に
あ
る
こ
と
は
変
り
な
い
。
近
い
う
ち
に
こ
れ
ら
の
歴

史
地
理
関
係
の
論
文
が
集
大
成
さ
れ
て
、
斯
学
の
最
高
権
威
と
し
て
の
著
書
が
出
版
さ
れ
る
こ
と
が
待
望
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四

歴
史
地
理
学
論
史
上
の
位
置

日
本
に
お
け
る
歴
史
地
理
学
の
学
派
は
三
つ
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
二
つ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
学
説
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
が
早
か
っ
た
。
日

本
に
お
い
て
も
っ
と
も
早
く
形
成
さ
れ
た
学
派
の
「
歴
史
の
地
理
的
解
釈
」
は
、
明
治
二
十
二
年
(
一
八
九
九
年
)

に
、
喜
田
貞
士
口
教
授

と
吉
田
東
伍
教
授
な
ど
が
設
立
し
た
日
本
歴
史
地
理
学
研
究
会
の
立
場
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
そ
の
後
身
で
あ
る
今
の
日
本
歴
史
地
理
学

会
に
ま
で
延
長
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
立
場
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
地
理
学
者
の
フ
リ
l
マ
ン
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
地
理
学
こ
八
八

O
年
)

も
、
ド
イ
ツ
地
理
学
者
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ラ
ツ
ツ
ェ
ル
の
「
人
類
地
理
学
」

こ
八
八
二
年
)

の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
「
歴
史
へ
の
地
理

19 

的
適
用
の
綱
領
」
と
い
い
、

(
一
九
一
一
年
)
も
、
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス

ア
メ
リ
カ
の

F
・

c-
セ
ン
プ
ル
の
「
地
理
的
環
境
の
影
響
」

の
ヴ
イ
ダ
ル
・
ド
・
ラ
・
ブ
ラ
シ
ュ
や
ツ
ァ
ン
・
ブ
リ
ユ
ン
ヌ
も
ま
た
同
じ
で
あ
り
、

L
・
フ
イ
ブ
ル
の
「
大
地
と
人
類
の
進
化
」



九
二
二
年
)

の
サ
ブ
ウ
イ
ト
ル
は
「
歴
史
の
地
理
学
的
序
論
」
で
あ
っ
た
。
唱
す
一
な
わ
ち
「
歴
史
の
地
抑
止
的
解
釈
」
と
い
う
立
場
は
、

ヨ

20 

ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、

p
・
ク
レ
エ
ヴ
ュ
ル
の
著
「
古
代
ゲ
ル
マ
ニ
ア
」
・
「
古
代
イ
タ
リ
ア
」
な
ど
の
よ
う
に
一
七
世
紀
に
起
源
は
あ
っ

ア

-
o
、A

、

1
・刀

そ
の
確
立
は
一
九
世
紀
末
と
考
え
る
こ
と
が
至
当
で
あ
ろ
う
。
日
本
に
は
「
歴
史
の
地
理
的
解
釈
」
は
、
こ
れ
よ
り
約
二

O
年
遅

れ
て
移
植
さ
れ
て
発
展
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
歴
史
地
理
学
と
は
過
去
の
地
域
・
景
観
を
復
原
す
る
科
学
と
い
う
立
場
は
、
論
文
と
し
て
は
ド
イ
ツ
の

F
・
マ
ル
テ

の
「
地
理
学
の
概
念
・
目
的
と
方
法
」

二
八
七
七
年
)
や
、

A
-
ヘ
ッ
ト
ナ
!
の
「
地
理
的
研
究
と
内
容
」

こ
八
八
五
年
)
が
先
駆

的
で
あ
り
、
著
書
と
し
て
は
、

ド
イ
ツ
の

J
・
ウ
イ
ン
マ

1
の
「
歴
史
景
観
学
」

二
八
八
五
年
)
や
A
・
ヘ
ッ
ト
ナ

l
の
「
地
理
学

そ
の
歴
史
・
本
質
と
方
法
論
」

二
九
二
七
年
)
が
あ
る
。
ウ
イ
ン
マ
ー
は
「
景
観
が
人
間
占
居
に
よ
っ
て
う
け
る
変
化
を
系
統
的
に
説

明
す
る
と
と
を
主
張
し
、
ヘ
ッ
ト
ナ
ー
は
「
あ
る
地
域
の
歴
史
地
球
一
学
は
論
理
的
に
は
、
そ
の
歴
史
の
す
べ
て
の
時
期
に
つ
い
て
可
能
で
あ

り
、
そ
れ
は
各
時
期
に
つ
い
て
別
々
に
込
書
か
れ
る
べ
き
も
の
」
(
主
で
あ
る
と
託
明
し
て
い
る
。
こ
の
立
場
の
歴
史
地
理
学
が
成
立
し
た
の

「
歴
史
の
地
理
学
的
解
釈
」
を
歴
史
地
理
学
と
す
る
立
場
よ
り
も
一
時
期
も

遅
れ
て
い
る
。
日
本
に
お
い
て
も
、
こ
の
立
場
の
歴
史
地
理
学
が
小
牧
実
繁
教
授
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
た
の
は
-
九
三
二
年
で
あ
っ
た
。

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
一
九
世
末
か
ら
二

O
世
紀
初
期
で
、

内
田
寛
一
教
授
の
歴
史
地
理
学
の
概
念
「
現
在
の
地
理
的
事
象
に
含
ま
れ
て
い
る
歴
史
性
か
一
対
象
と
す
る
学
問
」
と
い
う
立
場
は
、

九
二
五
年
の
地
理
教
育
誌
二
巻
二
号
か
ら
上
・
中
・
下
三
回
に
分
け
て
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
内
田
寛
一
教
授
の
一
九
二
四

年
に
東
京
高
師
史
学
会
に
お
け
る
講
演
速
記
誌
を
加
筆
し
て
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
o

と
の
立
場
は
、

イ
ギ
リ
ス
の
W
・
G
・
イ
ー
ス
ト

が
「
そ
の
著
「
地
理
学
の
精
神
と
目
的
」

二
九
五
一
年
)

の
中
に
「
現
在
の
地
理
的
事
笑
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
過
去
の
地
理
を

復
原
す
る
:
:
:
地
域
の
現
在
の
地
起
を
理
解
す
る
た
め
に
地
理
的
事
実
を
つ
く
っ
た
プ
ロ
セ
ス
を
明
ら
か
に
す
る
」
(
乙
こ
と
が
歴
史
地



理
学
の
本
質
と
機
能
で
あ
っ
て
、
歴
史
の
地
理
的
解
釈
と
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
イ
ー
ス
ト
が
こ
の
立
場
に

立
っ
た
の
は
一
九
三

0
年
代
の
著
書
の
「
段
史
の
背
後
に
あ
る
地
理
学
」
(
一
九
三
八
年
)
や
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
地
理
」
(
一
九
三
五

年
な
ど
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
古
い
歴
タ
地
理
学
者
の

H
-
マ
ッ
キ
ン
グ

1
の
「
歴
史
地
理
学
は
歴
史
的
現
在
の
研
究
で
あ
る
。
過
去
に

実
在
し
た
現
在
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、

と
い
う
主
張
や
「
一
八
世
紀
以

そ
の
時
代
に
つ
い
て
あ
ま
ね
く
思
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一

(
7
)

と
も
早
く
述
べ
た
の
は
、

同
じ
立
場
を
著
者
に
も
つ

ア
メ
リ
カ
の
景
観
地
理
学
者
の

C
・
O
-
サ
ワ
ー
で
あ
ろ
う
。
サ
ワ
ー
は
そ
の
若
「
文
化
地
理
学
の
最
近
の
発

前
の
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
地
理
学
」
(
一
九
五
一
年
)

を
編
著
し
た

H
・
C
-
ダ

1
ピ
イ
の
立
場
と
は
異
な
る
。
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最 は
近 、

に
な
ペコ

て

世
界
各
国
の
歴
史
地
理
学
者
の
見
解
カ1
し
だ
し、

に

致
点
に

[司

つ
よ
う
に
な
てコ

た
定
義
を

世
界
Y乙
お
し、

て
も
つ

達
」
の
中
で
、
「
文
化
景
観
の
変
化
、
ゼ
明
ら
か
に
し
、
異
な
る
時
代
の
土
地
利
用
の
状
態
が
い
か
に
移
り
変
っ
た
か
を
説
明
す
る
こ
と
、

II{， 

代
ご
と
に
土
地
利
用
を
い
か
に
再
一
型
以
さ
れ
た
か
を
説
明
す
る
こ
と
、

こ
れ
ら
は
歴
史
地
理
学
の
論
理
上
か
ら
当
然
の
発
言
で
あ
る
」
(
9

と
し
て
、

景
観
の
変
遷
も
ま
た
悶
松
山
人
地
理
学
の
正
当
な
る
分
野
の
一
つ
で
あ
る
と
述
べ
な
が
ら
、

(
歴
史
地
理
学
の
研
究
の
重
点
ば
現
在

に
お
け
る
歴
史
的
景
観
で
あ
る
。
現
在
の
文
化
景
観
の
う
ち
で
、
そ
の
歴
史
的
起
源
が
過
去
に
あ
る
も
の
は
歴
史
地
理
学
の
対
象
で
あ

る
。
こ
れ
は
科
学
と
し
て
成
立
す
る
た
め
の
便
利
な
簡
単
化
の
方
法
で
あ
る
」
(
凶
)

と
明
↑
一
一
目
し
て
い
る
。
サ
ワ
ー
の
こ
の
見
解
ば
ア
メ
リ

カ
の

H
・
パ
ロ

l
の
「
人
類
生
熊
学
と
し
て
の
地
理
学
」
(
一
九
二
三
年
)
や
イ
ギ
リ
ス
の

F
・
ア
ン
ス
テ
ッ
ト
の

「
地
理
学
と
歴
史
地

理
学
」
(
一
九
二
二
年
)

な
ど
の
詑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
諸
論
文
を
参
考
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
一
九
二
八
年
に
ド
イ
ツ
の

H
-
ハ

「
現
在
を
説
明
す
る
た
め
の
歴
史
地
理
学
」

ッ
シ
ン
ガ
ー
も
「
歴
史
科
学
と
地
理
学
と
の
関
係
」
に
も
同
様
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
確
立
し
て
い
た
同
じ
時
期
に
、
内
向
寛
一
教
授
に
よ
っ
て
日
本
に
お
い
て
も
成
立
し
て
い
た
の
で
あ J) 

と
も
早
く
主
張
し
た
人
々
の
う
ち
の
一
人
に
、
内
田
寛
一
教
授
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か



し
こ
こ
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
主
張
は
微
細
な
点
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
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し
か
し
こ
の
歴
史
地
理
学
の
概
念
が
、
内
田
寛
一
教
授
に
と
っ
て
は
論
文
と
し
て
発
表
す
る
十
年
前
の
京
都
大
学
の
在
学
中
に
す
で
に

芽
生
え
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
大
正
二
年
七
月
の
卒
業
論
文
は
「
秦
嶺
の
研
究
」
と
い
う
テ

l
マ
で
あ
っ
た
。
当
時
は
中
国
の

奥
地
研
究
が
世
界
の
地
理
学
者
の
関
心
の
的
で
あ
っ
た
。
秦
嶺
の
調
査
だ
け
で
も
、
ド
イ
ツ
の
リ
ヒ
ト
ホ

l
へ
ン
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
の
シ
へ

ニ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ロ
ッ
チ
な
ど
の
報
告
書
が
出
版
さ
れ
て
い
た
。
小
川
琢
治
教
授
か
ら
ア
ジ
ア
地
誌
の
詩
義
を
う
け
、
同
教
授
に
私

淑
し
た
若
き
日
の
内
田
寛
一
教
授
は
卒
業
論
文
の
テ

l
マ
と
し
て
「
秦
嶺
の
研
究
」
を
選
ん
だ
と
と
は
不
思
議
は
な
い
。
こ
の
「
秦
嶺
の

研
究
」
に
は
後
年
の
主
張
し
た
歴
史
地
理
学
的
な
意
味
で
史
的
研
究
法
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
力
説
さ
れ
て
あ
っ
た
。
と
の
歴
史
地
理
的

見
解
が
京
都
大
学
の
学
生
時
代
に
旺
胎
し
た
も
の
な
ら
ば
、
当
時
の
諸
教
授
か
ら
の
思
想
的
影
響
を
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
試
み
に
地

理
学
・
歴
史
学
の
当
時
の
主
な
教
授
を
あ
げ
れ
ば
、
中
目
覚
教
按
の
タ
キ
タ
ス
の
ゲ
ル
マ
ニ
ア

京
、
小
川
琢
治
教
授
の
ア
ジ
ア
煎
誌
、
喜
日
貞
士
口
教
授
の
日
本
歴
史
地
理

(
ラ
テ
ン
語
詩
読
)

と
ア
メ
リ
カ
経
済
地

(
同
墳
の
変
化
に
つ
い
て
)
、

内
田
銀
蔵
教
授
の
国
史
概
説
と

課
外
の
統
計
学
、
桑
原
鴎
蔵
教
授
の
東
洋
史
、
内
藤
虎
次
郎
教
授
の
東
洋
史
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
顔
ぶ
れ
か
ら
み
れ
ば
、
内
田
寛
一
教
授

に
そ
の
歴
史
地
理
的
概
念
の
形
成
す
る
に
役
立
っ
た
の
は
、
支
口
田
貞
士
口
教
授
の
歴
史
地
理
学
よ
り
も
内
田
銀
蔵
教
授
の
史
学
方
法
論
や
小

川
琢
治
教
授
の
地
理
学
的
見
解
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
諸
教
授
に
共
通
に
流
れ
て
い
た
考
え
方
が
内
田
寛
一
教
授

の
地
理
学
思
想
に
影
響
し
た
も
の
と
し
て
見
逃
し
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
京
都
大
学
は
明
治
末
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
日
本
に

お
い
て
歴
史
学
地
理
学
の
歴
史
主
義
の
最
高
牙
城
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
私
は
こ
の
よ
う
な
人
的
環
境
の
外
に
む
し
ろ
物
的
環
境
を
も

強
調
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
は
京
都
大
学
の
地
理
学
教
室
が
使
用
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
る
。
京
都
盆
地
・
奈
良
金
地
・
近
江
盆

地
や
大
阪
平
野
な
ど
の
地
方
は
、
古
い
過
去
の
さ
ま
ざ
ま
の
時
代
に
成
立
し
た
地
理
的
事
象
が
現
在
に
ま
で
存
続
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い



て
全
国
の
ど
こ
に
も
比
類
が
な
い
。
こ
こ
を
背
景
と
し
て
日
本
に
お
け
る
歴
史
地
理
的
見
解
の
す
べ
て
が
誕
生
し
た
こ
と
は
当
然
の
結
果

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
方
法
論
は
優
れ
た
地
理
学
者
た
ち
が
こ
の
地
方
の
地
理
的
事
象
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
こ
れ

ら
の
人
々
の
脳
裡
に
お
の
ず
か
ら
に
発
想
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
物
的
環
境
は
客
観
的
に
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
が
、
喜
田
貞
吉
教

授
・
内
田
寛
-
教
授
・
小
牧
笑
繁
教
授
と
主
体
が
異
に
す
れ
ば
、
そ
こ
に
成
立
す
る
歴
史
地
理
学
的
理
論
は
、
歴
史
的
見
解
と
し
て
は
共

通
の
地
盤
に
立
ち
な
が
ら
も
、
コ
一
つ
の
異
な
る
方
法
論
を
形
成
せ
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。
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五

「
ー
現
在
を
説
明
す
る
た
め
の
歴
史
地
理
学
」
の
基
本
的
な
概
念

常
識
的
に
は
歴
史
学
は
過
去
の
事
実
を
説
明
し
、
地
理
学
は
現
在
の
事
実
を
説
明
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
歴
史
は
過
去
を
知
り
、
地

理
は
現
在
を
知
る
と
か
、
地
理
は
現
在
の
歴
史
だ
あ
る
と
は
よ
く
い
わ
れ
る
。
歴
史
地
理
学
は
、
広
義
の
地
理
学
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る

限
り
、
そ
の
機
能
は
地
域
の
現
在
の
地
理
を
明
ら
か
に
理
解
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
文
地
理
学
は
地
理
的
事
象
を
静
態
的

に
説
明
す
る
が
、
歴
史
地
理
学
は
現
在
に
お
け
る
地
理
的
事
象
が
つ
く
ら
れ
た
プ
ロ
セ
ス
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
多
く
の
過
去
の
地

理
的
事
象
が
現
在
に
ま
で
続
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
過
去
に
手
が
か
り
の
あ
る
地
理
的
事
象
を
研
究
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

第
ご
札
、
歴
史
地
理
学
は
な
に
よ
り
も
過
去
の
さ
ま
ざ
ま
時
代
に
発
生
し
た
地
理
的
事
象
が
現
在
と
い
う
時
点
に
お
い
て
い
か
な
る
意
義

を
持
っ
て
い
る
か
、
す
な
わ
ち
歴
史
的
現
在
を
分
析
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
内
田
寛
一
教
授
の
こ
の
問
題
点
の
分
析
を
や
や
長
文

に
わ
た
る
が
引
用
し
よ
う
。
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「
現
在
の
地
狸
事
頃
に
あ
っ
て
は
、
現
時
の
環
境
l
l
1自
然
環
境
及
び
人
文
的
環
境
共
に

l
!
と
対
照
し
て
、
十
分
に
其
の
意
義
を
明

ら
か
に
し
得
る
部
分
が
あ
る
と
共
に
、
到
底
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
部
分
も
あ
る
べ
き
筈
で
あ
る
。
換
ニ
一
目
す
れ
ば
、
現



代
的
の
部
分
と
非
現
代
的
の
部
分
は
あ
ら
ゆ
る
現
在
の
地
理
事
項
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
筈
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
非
現
代
的
の
部
分
こ
そ
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過
去
の
歴
史
の
余
命
で
あ
っ
て
、

そ
の
中
に
は
現
時
な
ほ
文
化
的
価
値
を
有
し
て
一
種
の
現
代
的
気
分
を
発
揮
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
、

又
何
等
の
価
値
を
も
有
し
な
い
も
の
も
あ
る
の
で
あ
る
。
前
者
は
こ
れ
を
「
現
在
せ
る
生
け
る
歴
史
」
と
い
い
得
る
な
ら
ば
、
後
者
は
こ

れ
を
「
現
在
せ
る
死
せ
る
歴
史
」

又
は

「
化
石
せ
る
歴
史
」
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
「
化
石
せ
る
歴
史
」
と
い
え
ど
も
過
去
の
或
る
時

代
に
あ
っ
て
は
「
現
在
せ
る
歴
史
」
と
し
て
地
理
上
意
義
の
深
い
文
化
事
実
で
あ
っ
た
。
」
(
日
)

あ
る
い
は
ま
た
現
在
の
地
理
的
事
象
を
分
析
し
て
、

「
現
在
の
地
理
事
項
の
常
態
と
は
、

古
い
歴
史
と
新
し
い
歴
史
と
の
融
合
全
体
で

あ
り
、
古
い
歴
史
は
変
化
し
難
か
っ
た
部
分
で
あ
り
、
そ
の
他
の
変
化
し
易
い
部
分
が
新
し
い
歴
史
に
変
っ
た
も
の
」
(
ロ
)
と
説
明
さ
れ

る
。
わ
れ
わ
れ
が
現
在
の
地
理
的
事
象
と
い
う
領
域
は
、
「
化
石
せ
る
歴
史
」
の
部
分
と
、
「
現
在
せ
る
生
け
る
歴
史
」
の
部
分
と
、

ー「

現

在
に
発
生
し
た
部
分
」
と
に
分
析
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
を
「
識
別
す
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
現
在
の
地
理
事
項
を
対
象
と

け
だ
し
十
分
に
共
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
は
覚
束
な
い
」
(
日
)
と
注
意
を
喚
起
で
き
る
の
で
あ
る
。

す
る
研
究
も
、

第
二
に
過
去
に
成
立
し
た
地
理
的
事
象
が
過
去
を
経
過
し
て
現
在
に
至
る
こ
と
が
、

い
か
に
し
て
で
き
た
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
内
田
寛
一
教
授
の
理
論
の
中
で
は
「
継
続
性
」
の
概
念
で
あ
る
。

「
現
在
の
地
理
事
項
に
過
去
を
蔵
し
、

歴
史
を
含
ん
で
い
る
と
い
っ
て
も
、
必
ず
し
も
過
去
を
そ
の
ま
ま
の
意
味
で
蔵
し
、
歴
史
を
そ
の
ま
ま
の
意
味
で
含
ん
で
い
る
と
は
限
ら

な
い
」

(

U

)

と
い
う
。
過
去
の
地
理
的
事
象
は
成
立
当
時
そ
の
ま
ま
で
は
継
続
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
時
代
に
成
立
し
た
地
理
的

事
象
は
、
現
在
に
い
た
っ
て
み
れ
ば
、
「
変
化
し
難
か
っ
た
部
分
」
が
現
在
に
お
い
て
古
い
歴
史
」
と
い
わ
れ
る
部
分
で
あ
り
、
「
そ
の
他

の
変
化
し
易
い
部
分
」
が
「
新
し
い
歴
史
に
変
っ
た
も
の
」
と
い
わ
れ
る
部
分
で
あ
る
。
ま
た
換
言
す
れ
ば
、
あ
る
時
代
に
成
立
し
た
地

理
的
事
象
の
う
ち
「
変
化
し
難
か
っ
た
部
分
」
が
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
現
在
に
至
っ
た
も
の
で
あ
り
、
変
化
し
易
い
部
分
が
「
新
し
い
歴



史
と
な
っ
て
時
世
の
波
に
応
ず
る
よ
う
に

(
古
い
歴
史
)
に
織
り
成
さ
れ
た
」
(
日

の
が
、
現
在
に
お
け
る
地
理
的
事
象
の
在
り
か
た
で

あ
る
。
非
歴
史
地
理
学
で
は
あ
ま
り
に
も
変
化
し
易
い
部
分
、
す
な
わ
ち
「
新
し
い
歴
史
」
の
み
を
研
究
対
象
に
と
り
あ
げ
す
ぎ
て
、
変

化
し
難
か
っ
た
部
分
、
す
な
わ
ち
「
古
い
歴
史
」
に
気
づ
か
な
い
で
い
る
欠
陥
が
目
立
つ
こ
と
を
、

イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
地
理
学
者
イ

1
ス

ト
が
注
意
を
喚
起
し
た
盲
点
で
も
あ
る
。

第
三
に
先
史
時
代
・
古
代
の
地
理
と
か
、
中
世
・
近
世
の
地
理
と
か
、

さ
ま
ざ
ま
の
時
代
の
地
理
は
「
現
在
の
た
め
の
歴
史
地
理
学
」

「
現
在
を
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
将
来
へ
の
サ
ジ

か
ら
み
て
い
か
な
る
意
義
を
持
っ
て
い
る
か
、

す
な
わ
ち
時
代
性
の
問
題
で
あ
る
o
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エ
ス
シ
ョ
ン
を
得
る
」
た
め
に
は
、

「
地
理
的
活
動
の
東
西
古
今
に
共
通
性
の
も
の
と
特
殊
な
も
の
が
識
別
さ
れ
、

今
後
の
活
動
の
進
展

に
大
き
な
推
進
力
が
与
え
ら
れ
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
に
「
時
代
を
い
つ
ま
で
さ
か
の
ぼ
れ
ば
よ
い
か
と

い
っ
た
よ
う
な
こ
と
は
、
事
項
に
よ
っ
て
自
然
に
定
ま
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

一
概
に
規
定
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
」
(
日
)
と

い
う
。
か
く
て
内
回
寛
一
教
授
の
歴
史
地
理
学
の
全
体
は
、
古
代
・
中
世
・
近
世
産
業
革
命
期
や
そ
の
他
な
ど
の
歴
史
地
理
学
や
芳
古
地

理川字、

さ
ら
に
パ
レ
オ
・
ジ
オ
グ
ラ
フ
イ
ま
で
も
包
含
し
て
い
る
o

こ
れ
ら
の
各
時
代
の
地
理
は
平
等
な
る
重
要
性
を
持
っ
て
い
な
い
。

そ
れ
は
一
一
一
一
日
外
の
意
味
か
ら
推
察
す
れ
ば
、

「
現
在
の
た
め
の
歴
史
地
理
学
」
に
と
っ
て
は
、

各
時
代
の
重
要
性
が
現
在
の
地
理
を
説
明
す

る
に
貢
献
す
る
程
度
い
か
ん
に
よ
っ
て
定
っ
て
い
る
の
で
あ
る
o

各
時
代
の
価
値
は
現
在
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
、
ま
た
場
所
に
よ

っ
て
も
各
時
代
の
重
要
性
は
異
な
る
で
あ
ろ
う
。

内
田
寛
一
教
授
の
歴
史
地
理
学
の
主
要
概
念
は
、
こ
れ
ら
の
「
歴
史
的
現
在
」
・
「
紘
続
性
」
と
「
時
代
性
」
な
ど
の
外
に
も
多
く
あ
げ

25 

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
紙
数
の
都
合
で
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
ら
の
概
念
は
三
五
才
に
発
表
し
た
「
地
理
学
研
究
上
に
於
け
る
史

的
観
察
の
分
野
」
か
ら
、
最
近
の
六
五
才
に
発
表
し
た
「
歴
史
地
理
の
概
念
」
に
ま
で
、
三
十
年
以
上
も
一
貫
し
て
同
じ
立
場
を
発
展
さ



せ
た
の
で
、
そ
の
学
説
内
容
は
深
く
広
い
。
そ
の
基
盤
は
四
五
1

五
O
才
時
代
に
発
表
し
た
「
地
人
相
関
理
論
」
が
あ
る
。
ま
た
多
数
の

26 

政
治
地
理
・
経
済
地
理
・
歴
史
地
理
な
ど
の
個
々
の
実
証
的
研
究
に
も
、
主
要
概
念
の
生
長
・
深
化
が
認
め
ら
れ
る
。

し
か
も
今
な
お
内

田
寛
一
教
授
の
歴
史
地
理
的
概
念
と
理
論
は
発
展
し
て
い
る
か
ら
、

そ
の
学
説
の
完
成
と
体
系
化
は
将
来
の
問
題
と
し
て
倹
つ
べ
き
で
あ

ろ
う
。

...... ，、

近
世
の
歴
史
地
理
研
究
の
創
始
者

内
田
寛
一
教
授
の
論
文
は
政
治
地
理
・
経
済
地
理
・
集
落
地
理
・
交
通
地
理
の
多
方
面
の
分
野
に
及
ん
で
い
る
が
、
す
べ
て
広
義
の
歴

史
地
理
学
方
法
論
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
が
特
色
で
あ
る
。
政
治
地
理
の
分
野
で
は
、
小
川
博
士
還
暦
記
念
史
学
地
理
学
論
叢
の

中
の
「
我
が
南
洋
諸
島
に
於
る
気
候
と
蒼
衣
問
題
と
の
関
係
を
論
。
す
」
と
い
う
名
論
文
や
、

「
地
理
と
経
済
誌
」
に
お
付
る

「
漁
場
の
県

界
に
及
ぼ
し
た
る
影
響
」
(
昭
和
十
一
年
)
や
田
中
啓
商
先
生
退
官
記
念
論
文
集
の
「
国
界
・
県
界
と
し
て
の
北
利
根
川
「
(
昭
和
二
十
五

年
)
な
ど
の
代
表
的
論
文
は
歴
史
地
理
的
方
法
論
に
よ
る
も
の
で
あ
る
o

経
済
地
理
に
お
い
て
は
、
名
著
「
初
島
の
経
済
地
理
に
関
す
る

研
究
」
(
昭
和
九
年
)
を
は
じ
め
、
石
橋
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
(
昭
和
一
一
年
)
の
「
農
村
の
耕
地
と
人
口
と
の
関
係
の
一
面
」
や
「
地

理
と
経

J

併
」
誌
の
「
農
村
の
耕
地
と
人
口
の
関
係
一
面
」
(
昭
和
一
一
年
)

な
ど
が
歴
史
地
理
的
手
法
に
よ
る
範
例
で
あ
ろ
う
。

ま
た
集

落
地
理
の
分
野
で
は
、
集
落
地
理
学
論
文
集
(
昭
和
一

O
年
)

の
「
多
摩
川
上
流
域
の
集
落
l
特
に
氷
川
村
の
集
落
に
つ
い
て
」
や
「
地

理
」
誌
の
「
日
支
廻
城
集
落
差
別
観
」
(
昭
和
一
四
年
)
、

日
本
学
術
協
会
報
告
第
六
巻
の
「
九
十
九
里
平
野
に
於
け
る
人
文
の
発
達
と
海

岸
線
の
変
化
」
な
ど
は
、

集
落
研
究
を
歴
史
地
理
的
見
解
で
つ
ら
ぬ
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
交
通
地
理
に
お
い
て
も

「
新
地
理
し
誌
の
一

「
仁
科
三
潮
及
び
糸
魚
川
街
道
地
帯
に
お
け
る
交
通
」
(
昭
和
二
十
三
年
)

な
ど
は
そ
の
学
風
を
示
す
も
の
で
あ
る
。



し
か
し
内
田
寛
一
教
授
の
も
っ
と
も
得
意
で
あ
る
は
近
世
の
村
落
人
口
の
研
究
で
あ
ろ
う
。
「
地
理
と
経
済
」
誌
の

「
式
蔵
野
西
窪
村

宗
門
人
別
帳
の
研
究
」
(
昭
和
一
一
年
)

は
畑
作
村
落
の
人
口
現
象
に
つ
い
て
、
「
地
理
」
誌
の
「
徳
川
時
代
農
村
に
お
け
る
戸
口
増
減
の

相
関
々
係
」
(
昭
和
一
六
年
)

は
水
田
村
の
人
口
現
象
に
つ
い
て
、
「
新
地
理
」
誌
の
「
九
十
九
里
浜
に
お
け
る
農
業
と
水
産
業
と
の
関
係

ー
片
貝
村
宗
門
人
別
帳
の
研
究
」
(
昭
和
二
四
年
)
は
漁
村
の
人
口
現
象
に
つ
い
て
、
ま
た
「
日
本
大
学
文
学
部
研
究
年
報
」

の

「
梓
山

村
の
性
格
」
は
鉱
山
村
の
人
口
現
象
に
つ
い
て
、

(
昭
和
一
五
年
)
や
吉

の
「
徳
川
時
代
農
村
中
の
特
異
な
る
人
口
現
象
」
な
ど
が
あ
る
。
と
の
近
世
村
落
人
口

さ
ら
に
「
地
理
」
誌
の
「
徳
川
時
代
に
お
け
る
全
国
的
人
口
」

回
静
致
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
(
昭
和
一
六
年
)

内由党一教授の歴史地理学上の位置と学風

の
研
究
は
大
塚
地
理
学
会
論
文
集
第
二
輯
「
熱
海
初
島
に
お
け
る
耕
地
と
戸
口
と
家
系
と
の
関
係
の
一
面
に
つ
い
て
」
の
論
文
が
昭
和
九

年
に
発
表
さ
れ
た
こ
と
が
最
初
で
あ
る
。
同
九
年
に
つ
初
島
の
経
済
地
理
的
研
究
」
に
こ
の
よ
う
な
論
章
が
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、

近
世
村
洛
人
口
は
昭
和
九
年
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
は
推
察
で
き
る
。

内
田
寛
一
教
授
の
こ
の
研
究
は
日
本
に
お
け
る
三
大
潮
流
を
つ
く
っ
た
。

一
つ
は
貝
塚
や
条
笠
な
ど
を
主
に
研
究
す
る
方
法
、
二
つ
は

古
い
歴
史
書
・
古
紀
行
警
な
ど
か
ら
歴
史
の
地
理
的
解
釈
す
る
方
法
に
対
し
て
、
近
世
の
村
落
文
書
と
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ

1
ク
を
兼
用
し

て
近
世
の
歴
史
地
理
を
研
究
す
る
方
法
は
内
田
寛
一
教
授
が
地
理
学
の
分
野
に
お
い
て
の
創
始
者
で
あ
る
。
そ
し
て
近
世
の
村
落
文
書
を

研
究
資
料
と
し
た
の
は
、
隣
接
の
社
会
経
済
史
学
や
史
学
一
般
よ
り
も
早
い
。
む
し
ろ
史
学
一
般
で
は
近
世
研
究
は
史
学
に
入
ら
な
い
と

極
言
す
る
人
も
あ
り
、
近
世
文
書
を
読
解
・
佼
用
法
を
知
る
人
も
ず
く
な
い
。
社
会
経
済
史
学
会
は
比
較
的
に
近
世
の
問
題
を
と
り
あ
げ

た
が
、
昭
和
九
年
に
創
立
さ
れ
て
か
ら
は
、

む
し
ろ
唯
物
史
観
の
埴
用
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
観
が
あ
っ
た
。
田
町
正
殿
教
授
と
小
野
武
夫
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教
授
と
の
「
百
姓
一
擁
」
の
論
争
や
太
閤
検
地
・
小
作
制
度
・
新
地
主
・
新
聞
開
発
な
ど
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
が
、
近
世
の
村
落
文
書
に

よ
る
実
証
的
研
究
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
史
学
界
で
近
世
文
書
を
本
格
的
に
と
り
あ
げ
た
の
は
終
戦
後
か
ら
と
言
っ
て
も
よ
い
だ



ろ
う
。
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内
田
寛
一
教
授
は
歴
史
地
理
学
の
実
証
伺
研
究
に
こ
の
近
世
の
村
落
文
書
を
平
く
か
ら
と
り
あ
げ
た
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
動
機
・
着
想
は
近
世
の
歴
史
地
理
の
創
始
者
の
名
を
も
っ
て
よ
ば
れ
る
当
然
の
資
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
何
人
も
否
定
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
。
内
田
寛
一
教
授
は
文
部
省
に
在
任
時
代
の
こ
ろ
、
第
一
次
大
戦
後
の
世
界
的
不
況
の
中
に
農
村
振
興
会
議
が
設
置
さ
れ
、

そ

の
委
員
と
し
て
活
躍
し
た
。
こ
の
と
き
の
会
議
は
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
論
争
に
終
っ
て
会
議
は
空
転
し
た
の
で
、
村
一
治
資
料
を
近
世
か
ら
現
在

に
至
る
ま
で
集
め
る
と
と
、

と
く
に
村
落
の
実
態
は
近
世
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
こ
と
を
痛
感
し
た
こ
と
に
よ
る
。
こ

の
時
村
落
に
近
陛
文
書
が
豊
か
に
残
存
し
て
い
る
こ
と
に
き
，
つ
い
て
い
た
の
は
、
小
川
琢
治
教
授
の
助
手
時
代
に
近
世
の
正
保
図
・
元
禄

図
な
ど
を
集
め
た
経
験
か
ら
で
あ
っ
た
。
昭
和
初
期
に
郡
制
廃
止
さ
れ
、
郡
役
所
の
所
蔵
文
書
が
古
本
屋
に
出
る
こ
と
が
多
く
、
本
郷
の

木
内
全
国
屈
は
近
世
文
書
を
手
に
入
れ
る
よ
い
屈
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
最
初
に
集
め
た
近
世
文
書
は
村
々
の
検
地
帳
と
宗
門
帳
で
あ
っ

た
。
耕
地
・
検
見
・
人
口
な
ど
か
ら
近
世
村
落
の
実
態
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
研
究
が
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
資
料
採
訪
の
最
初
は
武

蔵
野
開
拓
の
研
究
で
大
正
十
年
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

一
ヶ
月
余
の
病
気
の
後
に
、
保
養
を
か
ね
て
貞
子
夫
人
と
と
も
に
式
蔵
野
の
村
落
の
名

主
の
家
々
を
訪
れ
て
古
文
書
を
探
訪
し
た
。
こ
れ
が
今
日
の
日
本
の
歴
史
地
理
学
の
三
大
潮
流
の
一
つ
の
拍
り
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
四

十
年
後
の
今
日
は
、

日
本
の
有
名
な
歴
史
地
理
学
者
に
し
て
こ
の
研
究
法
に
立
脚
し
て
い
る
人
々
が
は
な
は
だ
多
い
。
内
田
寛
一
教
授
の

「
近
世
村
落
人
口
の
研
究
」
は
よ
う
や
く
完
成
さ
れ
て
、
最
近
の
う
ち
に
出
版
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
日
本
の
歴
史
地
理
学
の
最
高

峯
を
示
す
も
の
と
な
ろ
う
。
古
稀
の
年
齢
を
こ
え
て
も
な
お
研
究
の
情
熱
は
い
さ
さ
か
も
装
え
る
こ
と
が
な
い
こ
と
は
、
今
後
も
な
い
日

本
の
歴
史
地
理
学
界
の
最
高
指
導
者
と
し
て
の
活
躍
が
つ
づ
く
で
あ
ろ
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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