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批

評

・
紹

介

蒙
古
ノ
イ
ン

・
ウ
ラ
輩
見
の
遺
物

権

末

原

治

著

昭
和
三
十
五
年
三
月
東
洋
文
庫

B
5
版

本

文

一
O
一
頁

闘

版

八

十

三

英

文

要

約

一

八

頁

一
九
二
四
年
ソ
連
邦
の
り

民

同
O
N
一
口
〈
(
カ
ズ
ロ
フ
)
探
検
隊
に
よ
る
外

モ
ン
ゴ
リ
ァ
、
ノ
イ

ン
・
ウ
ラ

の
伺
奴
古
墳
群
の
設
掘
は
、
今
世
紀
の
東
洋
皐

界
に
大
き
な
セ
γ
セ
イ

シ
ョ
ン
を
お
こ
し
た
も
の
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
の
褒

掘
の
直
接
の
動
機
と
な

っ
た
の
は
、

一
九
一
一
一
年
金
鎖
採
掘
の
一
技
師
が
、
ノ

イ
ン
・
ウ

ラ
古
墳
群
中
の
一
墳
を
背
の
採
金
坑
の
跡
と
誤
認
し
て
脂
製
掘
し
、
基

室
と
そ
の
中
か
ら
若
干
の
副
葬
品
と
を
え
た
こ
と
で
あ
る
。

カ
ズ
ロ
フ
探
検
隊
は
、
こ
の
出
土
品
に
ヒ
ン
ト
を
え
て
、
一
九
二
四
年
三
月

か
ら
九
月
に
か
け
て

ノ
イ
ン
・
ウ
ラ

ω三
g
N
rR
・
3
g巾
(
祈
り
の
谷
)
の
三

古
墳
群
中
の
大
墓
六
、
小
墓
四
の
調
査
笈
掘
を
お
こ
な
い
、
さ
ら
に
同
年
十
月

以
降
に
は
、
第
一
二
貌
墳
、
第
二
四
腕
墳
の
二
基
を
本
格
的
に
護
掘
し
た
。
つ

づ
い
て
一
九
二
七
年
の
春
|
夏
の
聞
に
も
、
ソ
連
邦
事
者
の
指
導
下
に
外
蒙
の

わ
か
い
墜
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
お
な
じ

ω
E
Z
E
N
r
s
鐙
谷
の
第
五
腕
墳
以
下

の
古
墳
が
護
招
調
査
さ
れ
た
。

現
在
レ

ニ
ン
グ
ラ

ー
ド
の
エ
ル
ミ
タ
l
ジ
ュ
博

物
館
に
牧
掛
糊
さ
れ
て
い
る
遺
物
は
、

一
九
二
四
年
の
護
掘
に
か
か
る
一
一
一
基
の

古
墳
、
と
く
に
第
一
一

一腕
、
第
二
四
鋭
爾
墳
の
出
土
ロ
聞
が
主
で
あ
り
、
本
書
に

収
録
さ
れ
て
い
る
出
土
遺
物
も
、
大
部
分
が
商
古
墳
の
副
葬
品
で
あ
る
。

本
書

の
内
容
を
紹
介
す
る
に
さ
き
だ
ち
、
ノ
イ
ン
・
ウ
ラ
古
墳
の
歴
史
的
背
景
に
つ

い
て
、
か
ん
た
ん
に

の
べ
て
お
く
こ
と
が
理
解
に
便
で
あ
ろ
う
。

回
・
。
・
三
世
紀
冒
頓
軍
子
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
旬
奴
遊
牧
王
園
の
本
地
に

は
、初
期
の
も
の
と
中
期
以
降
の
そ
れ
と
の
こ
つ
が
あ

っ
た
。前
者
は

い
ま
の
長

城
地
憎
の
婦
絞
市
、
和
林
格
爾
、托
克
托
あ
た
り
に
比
定
さ
れ
て

い
る
が
、錫
綬

市
か
ら
オ

ル
ド
ス

一
得
に
か
け
て
出
土
す
る
、
い
わ
ゆ
る
絞
遠
式
銅
容
と
か
、ま

た
は
オ
ル
ド
ス
青
銅
擦
な
ど
と
よ
ば
れ
る
金
属
器
は
、
伺
奴
族
が
そ
の
こ
ろ
使

用
し
て

い
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
中
期
以
後
す

な
わ
ち

切
の
・

二
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
漢
の
武
帝
の
は
げ
し
い
攻
撃
に
た

え
か
ね
て
、
か
れ
ら
は
そ
の
本
接
を
漠
北
に
、
つ
つ
し
た
。

そ
し
て

切
・
ゎ
・五

一

年
呼
韓
邪
草
子
(
第

M
代
)
が
漢
と
友
好
関
係
を
む
す
ん
で
以
来
、
伺
奴
族
は

し
き
り
に
漢
文
化
を
↓
享
受
し
つ
つ
、
漠
北
に
あ

っ
て
約
一
世
紀
ち
か
く
比
較
的

卒
和
な
生
活
を
つ
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
。
ノ

イ
γ
・
ウ
ラ

の
古
墳
群
は
、
ち
ょ

う
ど
こ
の
こ
ろ
の
も
の
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
本
書
は
本
文

5
H
・へ
l
ジ
、
図
版
部
葉
よ
り
な
る
が
、
う
ち
本
文
は

遺
跡
と
遺
物
と
の

こ
篇
に
大
別
さ
れ
、
第

一
の

遺
跡
は
さ
ら
に
一
一
一
項
に
わ
か

れ
、
て
遺
跡
の
位
置
と
調
査
の
経
過
で
は
、
ノ
イ
ン
・
ウ
ラ
に
お
け
る
伺
奴

古
墳
群
の
所
在
と
、
前
述
し
た
三
回
に
わ
た
る
愛
掘
調
査
の
概
要
と
を
の
べ

る。

-90ー

二
、
封
土
と
基
室
で
は
、
墳
醐
虫
の
形
式
や
墓
室
の
構
造
に
つ
い
て
記
述
す
る

が
、
著
者
は
、
こ
れ
を
み
、
す
か
ら
護
掘
調
査
し
た
築
浪
郡
枇
(
朝
鮮
卒
壊
市
)

の
漢
代
古
墳
群
お
よ
び
わ
が
園
の
古
墳
は
も
と
よ
り
、
中
園
の
漢
代
古
墳
、
さ

ら
に
は
南

ロ
シ
ア
の
F

ル
ガ
ン
や
シ
ベ
リ
ア
に
散
在
す
る
石
塚
な
ど
に
闘
す
る
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ひ
ろ
く
、
ゆ
た
か
な
知
見
に
も
と
・
つ
い
て
比
較
検
討
す
る
。
さ
ら
に
墓
室
内
に

安
置
さ
れ
た
木
棺
に
つ
い
て
も
、
集
浪
古
墳
の
木
棺
と
の
同
類
性
を
指
摘
し
た

の
ち
、
ノ
イ

γ
・
ウ
ラ
古
墳
の
構
造
を
要
約
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
墓

室
は
基
本
的
に
は
、
中
園
の
戦
闘
時
代
以
来
の
木
室
墳
や
築
浪
郡
の
漢
代
木
室

墳
と
ほ
ぼ
お
な
じ
形
式
で
、
地
下
ふ
か
く
う
が
た
れ
た
坑
内
に
木
材
で
墓
室
を

構
築
し
、
前
方
に
は
出
入
の
た
め
の
坑
道
を
つ
く
り
、
坑
の
う
え
を
封
土
で
お

お
う
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
封
土
が
叡
頭
方
錐
欣
で
、
前
方
後
方
墳
的
外
形

を
呈
し
、
そ
の
封
土
の
外
面
が
磯
石
で
お
お
わ
れ
て
い
る
貼
、
ま
た
室
内
の
袋

飾
が
壁
畜
で
な
く
、
あ
た
か
も
い
ま
の
蒙
古
人
の
テ
ン
ト
の
内
部
の
よ
う
に
、

下
に
敷
物
を
し
き
、
周
壁
を
布
自
m
で
飾
っ
て

い
る
黙
な
ど
は
、
中
園
の
そ
れ
と

相
違
す
る
貼
で
あ
る
と。

封
土
の
外
商
が
磯
石
で
お
お
わ
れ
て
い
た
り
、

榔
室
内
の
装
飾
が
蒙
古
包
の

内
部
を
模
し
て

い
る
こ
と
な
ど
は
、
さ
き
に
筆
者

(
田
村
)
ら
の
調
査
し
た
契

丹
の
帝
王
陵
で
あ
る
慶
陵
と
も
相
似
し
て

い
る
こ
と
を
お
も
い
だ
す
。

著
者
も

注
意
し
て

い
る
よ
う
に
、
こ
れ
が
ア
ル
タ
イ
や
バ
イ
カ
ル
州
の
遺
跡
に
お
け
る

も
の
と
同
似
だ
と
す
れ
ば
、
基
本
的
に
は
中
園
の
木
室
墳
の
形
弐
に
よ
り
な
が

ら
も
、
そ
の
字
面
に
は
北
ア
ジ
ア
遊
牧
民
の
墳
墓
の
様
式
を
も
と
り
い
れ
て
い

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

三
、
埋
葬
と
墓
室
内
の
副
葬
品
に
つ
い
て
は
、
調
査
の
封
象
と
な
っ
た

一
一一

基
の
墳
墓
が
、
い
ず
れ
も
埋
葬
後
あ
ま
り
年
時
を
へ
な
い
こ
ろ

盗
掘
に
あ
っ

て
、
室
内
の
副
葬
品
が
大
部
分
も
ち
さ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
原
紋
を
遁
確
に
し

り
え
な
い
が
、
し
か
し
本
来
副
葬
品
||
大
部
分
は
絹
布
や
布
鳥
片
や
毛
織
物

の
類
で
あ
る
|
|
の
豊
富
で
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
に
う
か
が
わ
れ
、
こ
の
黙
で

も
や
は
り
築
浪
の
漢
墓
に
比
肩
し
う
る
こ
と
を
著
者
は
み
と
め
る
。
そ
し
て
副

葬
品
の
多
く
が
、
中
園
漢
代
の
古
墳
ま
た
は
戟
薗
時
代
か
ら
漢
代
に
わ
た
る
古

墳
内
に
み
ら
れ
る
も
の
と
、
ほ
と
ん
ど
同
類
の
も
の
で
あ
る
と
も
い
う
。

こ
れ
ら
副
葬
品
の
う
ち
で
、
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
ひ
く
も
の
は
、
な
が
い
頭

髪
を
つ
か
ね
て
あ
ん
だ
若
干
の
鱒
髪
で
あ
る
(
岡
版
八
三
)。
著
者
に
よ
れ
ば
、

人
類
事
上
の
認
査
の
結
果
、
そ
れ
は
蒙
古
系
種
族
の
頭
髪
で
あ
る
こ
と
が
知
ら

れ
た
(
「
像
記
」
参
照
)
と
い
え
ば
、
こ
の
事
賞
は
、

い
ま
な
お
未
解
決
の
ま
ま

・に
あ
る
旬
奴
族
の
人
種
決
定
に
、
有
力
な
や
く
わ
り
を
は
た
す
も
の
で
あ
ろ

、「J
。第

二
編
、
遺
物
は
、

H
容
器
類
、
口
玉
器
と
装
身
具
類
、
白
衣
裳
類
と

織
物
、
伺
馬
具
車
惹
類
、
回
玉
器
そ
の
他
の
五
項
か
ら
な
る
。
「
容
器
類
」
は

土
器
(
大
形
の
水
警
を
ふ
く
む
)
、
木
器
、
漆
器
、
銅
器
な
ど
多
彩
で
あ
る
が
、

な
か
で
も
漆
器
類
に
は
金
銀
卒
紋
の
装
飾
を
も
っ
優
ロ
聞
も
あ
り
、
ま
た
第
五
鋭

墳
か
ら
は
亥
帝
建
卒
五
年
の
銘
文
を
も
っ
耳
杯
も
出
土
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ

れ
ら
の
器
が
、
朝
鮮
の
築
浪
郡
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
漢
代
の
漆
器
と
ま
っ
た
く

同
似
で
あ
る
こ
と
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
注
目
に
償
す
る
と
い
え
ば
、
多

数
の
中
国
製
容
擦
に
ま
じ
っ
て
、
北
方
系
の
銅
容
器
や
木
器
の
類
も
見
出
さ
れ

る
こ
と
で
、
そ
の
な
か
に
は
、
中
園
風
の
容
器
に
北
方
系
の
把
手
耳
を
も
っ
合

作
品
も
み
ら
れ
る
と
い
う
。

「
玉
器
と
装
身
具
類
」

に
は
玉
器

・
飾
玉
類
・
装

具
類
・
細
金
細
工
そ
の
他
黄
金
製
品
・
銀
打
出
し
金
具
・
鏡

な
ど
が
あ
り
、

「
裳
衣
類
と
織
物
」

に
は
衣
類
・
絹
製
品
・
毛
髭
類
・
基
室
被
覆
の
布
・
墓
室

壁
の
飾
布
・
錦
類
・
綾
紗
類
・
刺
繍
絹
裂
類
が
み
ら
れ
る
。
さ
き
に
も
い

「
た

よ
う
に
、
ノ
イ
ン
・
ウ
ラ
古
噴
出
土
の
副
葬
品
は
布
自
巾
織
物
類
が
大
部
分
を
占

め
る
た
め
、
そ
の
種
類
も
多
く
、
ま
た
質
の
黙
で
も
す
く
れ
て

い
る
。
と
く
に

第
六
貌
墳
か
ら
は
冠
幡
・
上
、
下
衣
・
足
袋
・
沓
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
完
全
な
衣

-91-
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裳
一
式
が
出
土
し
た
た
め
、
首
時
の
旬
奴
人
の
衣
服
と
、
そ
の
着
用
の
順
序
ま

で
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
れ
ら
の
衣
装
に
は
、
中
園
の
あ

ら
ゆ
る
絹
布
が
用
い
ら
れ
て
い
る
ほ
か
に
、
北
方
民
の
特
産
で
あ
る
猷
毛
類
も

併
用
さ
れ
て
お
り
、
衣
服
の
う
え
で
も
か
れ
ら
の
創
意
が
う
か
が
わ
れ
る
。

こ
の
ほ
か
旬
奴
文
化
の
特
色
を
端
的
に
し
め
し
て
い
る
の
は
、
敷
物
用
の
毛

酸
類
や
墓
室
の
被
覆
布
や
壁
飾
り
布
な
ど
に
ほ
ど
こ
さ
れ
た
刺
繍
文
様
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
ら
の
文
様
に
は
、
あ
き
ら
か
に
旬
奴
人
自
身
の
手
に
な
る
と
お
も
わ

れ
る
も
の
の
ほ
か
に
、
西
方
の
ス
キ
タ
イ
系
や
イ
ラ
ン
系
の
も
の
と
、
中
園
系

の
も
の
と
の
こ
系
統
が
、
は
っ
き
り
と
み
わ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
前
者
に
属

す
る
も
の
に
は
、
躍
動
的
あ
る
い
は
闘
争
的
な
動
物
文
、

い
わ
ゆ
る
ス
キ
l
ト

・
サ
イ
ベ
リ
ア
ン
襲
術
を
表
徴
す
る
意
匠
と
か
、
イ
ラ
ン
風
の
動
物
闘
案
な
ど

が
み
ら
れ
、
そ
の
周
縁
に
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
植
物
文
も
西
方
的
で
あ
る
。
な

お
、
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
ひ
く
も
の
に
、
人
馬
の
刺
繍
を
も
っ
毛
織
物
断
片
が

あ
る
。

こ
れ
に
み
え
る
二
人
物
の
容
貌
は
、
あ
き
ら
か
に
イ
ラ
ン
系

で
あ
る

が
、
筆
者
の
臆
測
を
ゆ
る
さ
れ
る
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
こ
の
織
物
は
、
ス
キ
タ

イ
本
国
か
ま
た
は
黒
海
周
遊
の
ギ
リ
シ
ア
績
民
市
あ
た
り
で
生
産
さ
れ
た
も
の

で
も
あ
ろ
う
か
。

中
園
風
の
意
匠
は
、
主
と
し
て
綾
・
紗

・
錦
な
ど
の
絹
織
物
類
に
み
ら
れ
る

も
の
で
、
山
桜
双
禽
樹
木
文
と
か
雲
気
一
柳
仙
文
と
か
雲
獄
禽
文
・
雲
級
獣
文
と

か
禽
形
華
文
と
か
双
魚
文
と
か
、
あ
る
い
は

花
菱
文
な
ど
と
よ
ば
れ
る
文
様

(
第
五
三
岡
参
照
)
で
あ
る
。

「
馬
具
車
禁
類
」
は
残
飲
ロ
聞
が
お
お
い
が
、
遊
牧
民
の
遺
品
で
あ
る
た
め
、

く
つ
わ

・
馬
面
・

く
ら
な
ど
の
馬
具
類
は
か
な
り
な
数
量
に
の
ぼ
っ
て
い
る。

ま
た
車
蓋
類
に
は
種
種
の
車
軸
頭
の
ほ
か
車
輪
の
一

部
も
あ
り
、
苧
れ
ら
は

「
器
具
類
」

と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
震
火
器
な
ど
と
と
も
に
、
旬
奴
人
の
遊

牧
生
活
の
寅
態
を
う
か
が
う
に
た
る
も
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
著
者
は
「
像
記
」
に
お

い
て

ノ
イ
γ

・
ウ
ラ
古
墳
群
の
出
土
口
聞
の

特
色
を
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
結
論
す
る
。

ω
出
土
の
遺
品
は
、
中
閣
の
漢
代
と
く
に
前
漢
の
中
期
か
ら
玉
奔
時
代
に

わ
た
る
所
産
と
み
と
め
ら
れ
る
も
の
が
大
部
分
を
占
め
る
こ
と
。

ゆ
遺
物
は
中
園
古
代
の
絹
織
物
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
を
ふ
く
ん
で
い
る
た

め
、
こ
れ
ま
で
躍
に
文
献
を
通
じ
て
の
み
し
か
、
う
か
が
い
え
な
か

っ
た
も
の

が
、
具
鐙
的
に
あ
き
ら
か
に
な

っ
た
こ
と
。

ω
副
葬
品
の
み
で
な
く
墓
室
の
構
造
ま
で
も
中
園
の
も
の
に
類
似
す
る
貼

か
ら
み
て
、
首
時
の
旬
奴
族
の
支
配
者
た
ち
の
物
質
的
生
活
が
、
漢
代
の
士
人

階
級
の
ひ
と
び
と
と
相
似
し
て
い
た
}
」
と
を
類
推
し
う
る
こ
と
。

ω
中
国
文
化
の
影
響
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
西
方
の
ス
キ
タ
イ
風
・
イ
ヲ
y

風
の
影
響
も
か
な
り
つ
よ
か
っ
た
こ
と
。

ω
骨園時
の
旬
奴
族
は
、

か
れ
ら
固
有
の
文
物
の
ほ
か
に
、
み
ず
か
ら
の
制

作
品
の
な
か
に
中
国
文
化
や
西
方
の
ス
キ
タ
イ
風
・
イ
ラ
ン
風
の
文
化
を
あ
る

程
度
と
り
い
れ
て
い
た
こ
と
。
著
者
に
よ
る
こ
れ
ら
の
結
論
に
封
し
、
さ
ら

に
筆
者
の
蛇
足
を
く
わ
え
る
な
ら
ば
、
旬
奴
族
が
こ
の
よ
う
に
中
園
文
化
と
西

方
文
化
と
を
と
り
い
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
あ
る
程
度
ま
で

消
化
吸
枚
し
て

い
た
こ
と
は
、

か
え
っ
て
か
れ
ら
の
内
部
分
裂
を
誘
援
す
る
よ

う
に
な
り
、
つ
い
に
南
旬
奴
部
は
南
移
し
て
長
城
地
帯
か
ら
中
原
に、

北
旬
奴

部
は
西
移
し
て
南
ロ

シ
ア
か
ら

ヨ
ー
ロッ

パ
に
侵
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

こ
れ
は
文
化
的
交
流
の
な
が
れ
に

の
っ
て
行
動
し
た
も
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
か
れ
ら
旬
奴
族
の
東
西

へ
の
民
族
移
動
が
、
や
が
て

ヨ
l
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口
フ

パ
史
と
中
園
史
と
の
う
え
に
、
中
世
を
展
開
さ
せ
る
き

っ
か
け
と
な

っ
た

こ
と
に
お
も
い
い
た
れ
ば
、
本
書
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
考
古
率
的
事
賓

が
世
界
史
上
に
も
つ
意
義
は
、
い
か
に
大
き
い
も
の
で
あ
る
か
に
き
づ
く
こ
と

で
あ
ろ
う
。

93 

な
お
本
書
に
お
さ
め
ら
れ
た
入
三
葉
の
闘
版
は
、
い
ず
れ
も
ソ
連
邦
嘗
局
の

提
供
に
か
か
る
篤
異
に
も
と
*
つ
い
た
も
の
と
い
わ
れ
る
。
筆
者
も
か
つ
て
一
九

五
七
年
レ
エ
ン
グ
ラ

l
ド
の
エ
ル
ミ
タ
l
ジ

ュ
博
物
館
に
お
い
て
、
』

-HNEm-

ロ
r
o
数
授
の
好
意
に
よ
り
こ
れ
ら
遺
物
を
手
に
す
る
こ
と
を
え
て、

ひ
と
し
お

の
感
激
を
お
ぼ
え
た
が
、
本
箇
版
に
接
し
、
そ
の
貨
物
以
上
の
鮮
明
さ
に
、

あ

ら
た
め
て
胸
お
ど
る
お
も
い
に
か
ら
れ
た
し
だ
い
で
あ
る
。

著
者
梅
原
末
治
博

士
は
、
ノ
イ
ン
・
ウ
ラ
古
墳
群
の
遺
物
と
親
縁
関
係
に
あ
る
朝
鮮
幾
浪
郡
遺
跡

の
設
掘
調
査
を
、
多
年
に
わ
た

っ
て
指
骨
目
指
導
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
と

お
り
で
あ
る
。
本
書
は
、
そ
の
よ
う
に
漢
代
文
物
に
封
し
も
っ
と
も
ふ
か
い
造

詣
を
も
っ
博
士
が
、
か
つ
て

一
九
二
七
年
、

二
八
年
、
三

O
年
と
都
合
三
た
び

訪
ソ
し
て
、
ノ
イ

γ
・
ウ
ラ
古
墳
出
土
の
遺
物
に
つ
き
精
密
な
観
察
・
調
査
を

さ
れ
た
成
果
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
こ
そ
、
ま
さ
に

ノ
イ

γ
・
ウ
ラ
澄
掘
遺

物
|
ー
と
く
に
こ
れ
ま
で
の
調
査
報
告
書
が
ゆ
る
が
せ
に
し
て
い
た
中
国
系
遺

物
|
|
の
調
査
研
究
に
閥
す
る
決
定
版
と
い
っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

著
者
の
自
序
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
嘗
初
ソ
連
邦
物
質
文
化
撃
院
長
オ
ル
デ
ン

プ
ル
グ
数
授
の
要
請
に
よ
っ
て
、
向
島
宇
院
か
ら
公
刊
さ
れ
る
計
重
で
あ

っ
た
ら

し
い
が
、
の
ち
同
数
授
の
長
逝
に
あ
っ
て
、
そ
の
計
査
が
挫
折
し
た
た
め
、
あ

ら
た
め
て

一
九
四
二
年
東
洋
文
庫
論
叢
の
一

朗
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
は
こ
び
と

な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
上
梓
の
寸
前
、
不
幸
に
も
東
京
空
襲
に
あ
っ
て
全
焼
し
た

の
で
、
戟
後
ふ
た
た
び
稿
を
と
と
の
え
、
こ
こ
に
三
十
徐
年
の
曲
折
を
へ
て
本

室
田
の
完
成
を
み
た

ιい
う
。
老
い
て
ま
す
ま
す
壮
ん
な
気
力
に
よ
っ
て
、
い
か

な
る
障
碍
を
も
ふ
み
こ
え
て
ゆ
く
著
者
の
皐
間
研
究
の
熱
情
に
は
、
ま
っ
た
く

頭
の
さ
が
る
お
も
い
で
あ
る
。

(
田
村
賞
遺
)

中
園
古
代
の
田
制
と
税
法

|

|
秦
漢
経
済
史
研
究
||

卒

苓

次

著

中

昭
和
三
十
六
年
三
月

京

都

奨

文

堂

B
5剣
三

O
O頁

戦
後
、
中
園
古
代
史
の
研
究
、
と
く
に
秦
漢
史
の
そ
れ
に
い
ち
じ
る
し
い
設

展
が
み
ら
れ
る
の
は
ま
こ
と
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
秦
漢
史
の
根
本
史
料

で
あ
る
史
記
・
漢
書
・
後
漢
書
は
、
古
来
三
史
と
し
て
日

・
中
雨
園
に
お
い
て

長
年
月
の
問
、
幾
多
の
事
者
に
親
炎
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
こ
に

記
載
さ
れ
た
中
園
古
代
帝
国
の
園
家
纏
制
は
、
そ
の
後
幾
多
の
獲
遜
を
経
た
と

は
い
え
、
清
末
ま
で
お
よ
そ
こ

0
0
0徐
年
の
問
、
世
界
史
上
に
そ
の
巨
大
な

姿
を
と
ど
め
た
東
洋
的
ず
ス
ポ
テ
イ
ズ
ム
の
租
形
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
秦
漢
史
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
お
い
て
中
園
史
研

究
の
出
愛
黙
で
あ
る
こ
と
は
誰
し
も
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

秦
漢
史
研
究
の
業
績
は
現
今
多
く
の
数
に
の
ぼ
っ
て
お
り
、
そ
の
業
績
が
ま

と
ま
っ
た
形
と
し
て
著
書
に
な

っ
た
も
の
も
か
な
り
の
数
に
達
し
て
い
る
。

そ

の
な
か
で
も
、
こ
こ
に
紹
介
す
る
卒
中
氏
の
著
書
が
と
く
に
す
ぐ
れ
た
も
の
の

一
つ
で
あ
る
こ
と
は
喋
々
す
る
ま
で
も
な
い
。

本
霊
園
の
構
成
は
序
文
に
つ
い
で
ま
ず
田
制
を
論
じ
た
六
篇
の
論
文
が
あ
り
、

そ
の
後
に
税
制
を
論
じ
た
六
篇
の
論
文
を
お
さ
め
、
移
り
に
附
録
と
し
て
二
篇
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