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第
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窄

第

六
班

空

相

1
円

な
は
本
貌
物
は
石
衣
分
を
含
む
留
速
沸
石
の
意
味
で

W
,弼
a
id
in
g
e1･
の

G
al
a
k
tit
の
云
ふ
の
が
滴
普
か
も
知
れ

な

い
0

此
等
の
分
析
は
京
大
農
学
部
山
崎
助
教
授
の
研
究
室
を
借
用
し

て遂
行
し
た
も
の
で
懇
切
を
御
教
示
を
錫
は
つ
ね

同
助
敢
接
､
歴
藤
助
手
に
勤
し
捉
謝
す
る
次
第
で
あ
る
.

描
本
地
園
に
通
常
し
た
ボ
ン
ヌ
氏
斜
軸
投
影
図
法

;

丸

山

隆

玄

序
首

如
何
は
し
て
良
い
地
問
を
措
-
か
､
即
ち
如
何
に
し
て
賓
際
の
地
形
を
精
確
に
平
面
上
に
あ
ら
は
す
か
と

云
ふ
こ
と
に
つ
い
て
は
育
-
か
ら
考

へ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
っ

て､
色
々
の
投
影
法
が
研
究
さ
れ
て
ゐ
る
が
､
特

に
描
か
ん
と
す
る
地
域
の
地
形
が
特
殊
の
形
を
量
し
て
ゐ
る
と
き
に
は
'
唯
に

一
般
の
班
論
を
あ
て
は
め
る
ば
か
-

で
な
-
'
そ
の
地
形
に
臆
じ
た
特
殊
の
投
影
法
を
考

へ
夜
け
れ
ば
在
ら
を

い
.
か
ゝ
る
見
地
か
ら
我
図
の
特
殊
の
地

形
に
腰
じ
ね
投
影
法
を
考

へ
て
見
る
乙
と
は
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
ら
う
と
瓜
ふ
｡

1
健
､

7
敗
に
地
閲
を
描
か
ん
と
す
る
と

dlJ如
何
な
る
投
影
図
法
を
用
以
る
か
と
云
ふ
乙
と
は
'
を
の
地
間
を
使

用
す
る
目
的
に
よ
っ
て
異
る
も
の
で
あ
る
が

.
一
般
の
地
排
撃
上
は
於
い
て
用
以
る
地
間
に
つ
い
て
は
衣
の
各
項
は

つ
い
で
吟
味
し
な
け
れ
ば
夜
ら
孜

い
｡

Å

投
影
に
伴
ふ
各
種
の
歪



欝

そ
の
歪
の
分
布
と
地
形
と
の
関
係

′

之
等
を
と
-
に
日
本
地
岡
を
描
-
場
各
に
つ
い
て
吟
味
し
て
見
や
う
0

Å

投
影
に
伸
ふ
各
種
の
歪

こ
れ
に
封
す
る
吟
味
は
と
-
ほ
日
本
地
問
に
限
っ
た
も
の
で
夜
-
､

一
般
に
地
同
を
措
-
際
に
用

以る
投
影
韓
を

選
揮
す
る
に
留
っ
て
次
の
修
件
を
よ
-
満
足
す
る
も
の
を
選
ぶ
の
む
常
と
す
る
｡

二

地
図
の
上
に
ふ
け
る
任
意
の
二
卸
間
の
距
離
が
出
凍
る
丈
資
長
に
近
い
乙
と
0

二
p
地
閲
の
上
に
海
け
る
任
意
の
部
分
の
面
積
が
賓
際
に
等
し
5'か
､
で
き
る
丈
そ
れ
に
近

い
乙
と
｡

三
.
地
間
の
上
は
あ
け
る
任
意
の
鮎
は
お
い

て'
任
意
竺

一方
向
問
の
角
が
貸
際
に
等
し
い
か
､
で
き
る
史
賓
際

に
近

い
乙
と
｡

こ
の
三
つ
の
偵
件
の
中
で

一
む
比
較
的
よ
-
充
す
も
の
は
二
.
三
の
傭
件
は
つ
い
て
も
比
較
的
よ
-
満
足
す
る
も

の
で
あ
る
が
､
1.ip
三
に
卦
い
て
盃
の
全
然
な

い
正
積
同
法
や
正
角
同
法
は
あ
5,で
は

l
の
懐
件
は
温
い
で
か
を
-

不
利
の
も
の
が
少
-
な

S
.
故
は
特
殊
の
目
的
の
あ
る
場
合
で
覆

い
限
り
､
先
づ

一
の
榛
件
を
よ
く
充
し
二
p
三
の

修
件
と
も
朋
骨
に
満
足
す
る
図
法
で
あ
れ
ば
用
ひ
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
｡
乙
の
吟
味
は

一
般
的
で
あ
る
か
ら
か
や

う
に
し
て
選
ば
れ
た
同
法
に
封
し
て
と
-
ほ
日
本
の
地
形
に
つ
い
て
t
B
の
幌
件
を
吟
味
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
を

S
O邪

悪
の
分
布
と
地
形
と
の
関
係

投
影
法
に
揮
ふ
歪
の
大
き

さ
は
鮎
の
位
置
と
方
向
と
に
よ
っ
て
凝
る
も
の
で
あ
る
か
ら
'
同
じ
投
影
法
を
用
ひ
て

日
本
他
州
に
池
併

し
た
ポ
ン

ス
氏
斜
軸
技
が
剛
法

空

菰

l
五



也

球

筋
十
川
巻

節
六
紛

望

六

二
ハ

も
あ
る
鮎
に
つ
い
て
は
か
在
-
大

き
い
盃
を
生
じ
(
.叉
た
'

殆
ん
ど
歪
む
蕉
じ
覆

い
や
う
夜
勤
も
で

き
る
､
と
こ
ろ

で
上
方
地
園
に
描
か
凡
と
す
る
全
地
域
の
中
に
は
'
そ
の
中
心
と
在
っ
て
ゐ
て
と
-
ほ
精
確
に
猫
か
老
け
れ
ば
怒
ら

な
･い
地
域
も
あ
る
し
､
遊
境
に
茸

つ
tJ
そ
れ
ほ
ど
の
精
確
ruを
要
し
な

い
地
域
も
あ
る
｡
そ
れ
で
も
し
か
J

る
塞
更

な
る
地
域
の
鮎
は
封
じ
て
は
鼠
が
殆
ん
ど
な
-
.
朝
督
大
取
る
歪
を
珪
ず
る
や
う
夜
鷹
は
さ
ほ
ど
韮
婆
で
軍

い
部
分

に
な
る
や
う
な
投
影
法
が
あ
れ
ば
'
そ
れ
は
同
じ
帯
皮
の
歪
を
生
ず
各
他
の
投
影
法
よ
さ
も
此
の
地
域
の
地
岡
を
描

く
ほ
際
し
て
は
優
っ
て
ゐ
る
と
考

へ
ら
れ
る
｡

･
そ
rJ
で
日
本
地
図
に
勤
し
で
論
ぜ
ら
姓
で
ゐ
る
間
法
を
見
る
と
､
多
面
謄
間
蔭
や
透
視
同
法
を
除

い

ては
､
･大
建

固
錐
聞
法
に
ふ
け
る
正
軸
投
影
と
斜
軸
投
影
の
二
つ
で
あ
る
｡
-正
軸
投
影
に
海
い

ては
投
影
問
錐
の
軸
が
地
軸
に

一

致
し
て
ゐ
る
か
ら
､
〉そ
れ
に
よ
っ
て
昼
ず
る
寵
は
大
鰭
繕
緯
線
に
滑
ふ
て
分
布
ruれ
て
ゐ
る
｡
斜
軸
投
影
に
99
5,
で

は
そ
の
投
影
圃
錐
の
軸
が
地
軸
に

一
致
し
て
ゐ
覆

い
か
ら
､
そ
れ
に
よ
っ
て
佳
ず
る
盃
は
綬
緯
線
の
方
向
で
は
な
.ij

七
､
そ
の
新
し

い
極
は
封
す
る
方
位
挽
.
等
拒
圏
の
方
向
は
そ
う
で
分
布
さ
れ
て
ゐ
る
.

今
我
酢
の
地
形
]i
つ
い
て
考

へ
る
と
､
そ
の
各
版
園
内
は
温
い
て
と
く
に
重
要
在
る
地
域
と
云
ふ
の
は
､
北
東
か

ら
南
酉

へ
千
島
､
樺
太
か
ら
北
海
道
､
本
州
､
四
囲
､
九
州
､
琉
球
か
ら
毒
轡
は
遵
互
し
た
島
唄
と
､
こ
れ
滋
直
交

し
て
北
酉
か
ら
南
東

へ
歯
偏
洲
朝
鮮
か
ら
小
笠
原
話
敵
は
至
る
陸
地
と
で
あ
る
｡
.そ
れ
で
か
や
う
な
地
域
内
の
鮎
に

つ
い
て
は
歪
が
殆
ん
ど
家
-
.'折
皆
大
な
る
歪
む
生
ず
る
や
う
在
鮎
は
､
rJ
れ
ら
の
部
分
を
遠
-
離
れ
LiJ
t
遇
か
遠

い
海
洋
上
や
大
陸
の
部
分
に
あ
る
や
う
な
投
影
法
が
あ
れ
ば
そ
れ
は
口
本
地
陶
を
描
-
ほ
常

っ
て
'
同
じ
程
度
の
歪

を
壁
ず
る
他
の
投
影
法
よ
-
も
優
っ
て
ゐ
る
と
考

へ
ら
れ
る
｡



か
や
う
な
立
場
か
ら
正
軸
投
影
と
斜
軸
投
影
と
を
比
べ
て
見
る
と
､
そ
の
差
異
は
た
iJ
投
影
圃
錐
の
軸
が
地
軸
と

一
致
し
て
ゐ
る
か
傾
5,
て
ゐ
る
か
と
云
ふ
瓢
は
あ
る
の
で
を
の
描

き
方
の
本
質
に
つ
い
で
は
両
者
は
差
異
は
な

い
か

ら
.
そ
れ
に
よ
っ
て
生
ず
る
歪
の
稗
皮
は
両
者
共
殆
A
ど
同
じ
で
あ
る
が
'
を
の
歪
の
分
布
は
前
に
述
べ
た
通
-
症

両
者
に
温
5,
で異
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
で
日
本
地
岡
に
封
し

ては
何
れ
が
過
し
て
ゐ
る
か
む
比
べ
る
に
は
'
ね
ZJ

を
の
歪
の
分
布
に
つ
い
て
見
れ
ば
よ
廿
.

正
軸
投
影
に
泡
け
る
盃
の
分
布
は
､
ほ
iJ
経
緯
線
に
沿
ふ
た
方
向
で
あ
る
か
ら
､
前
述
の
如

dl,我
閥
の
地
形
は
封

し
て
は
.
樺
太
'
千
島
'
轟
轡
等
の
遊
境
に
あ
い
で
は
可
成
り
大
在
る
歪
か
塵

じ
て
､
却
っ
て
紹
緯
線
に
沿
ふ
た
方

向
は
ふ
い
で
は
遠
-
海
上
や
大
陸
の
部
分
に
ふ
い
て
歪
の
ほ
と
ん
ど
覆

い
鮎
が
で
き
る
｡
之
れ
ほ
反
し
yJ
斜
軸
投
影

に
港
い
て
は
'
そ
の
歪
の
分
布
が
新
し

い
極
に
封
す
る
等
距
圏
や
方
位
線
に
沿
ふ
た
方
向
で
あ
る
か
ら
､
新
し

い
極

を
通
常
に
と
っ
て
､
之
れ
等
の
方
向
智
北
兼
か
ら
南
西
に
至
-
'
又
ね
北
西
か
ら
南
東
に
至
る
我
版
園
内
の
陸
地
の

分
布
し
て
ゐ
る
方
向

に
.i
敦
rJせ
る
と
､
歪
の
大

き
在
部
分
は
遠

5,海
上
や
大
陸
の
部
分
に
去
っ
て
.
我
版
園
内
の

陸
地
に
沿
ふ
て
は
蚕
が
非
常
に
小
さ
-
な
る
か
ら
か
や
う
夜
斜
軸
投
影
は
日
本
地
間
を
捕
-
ほ
潜
っ
て
は
正
榊
投
影

よ
-
7P
優
れ
tJ
ゐ
る
と
考

へ
ら
れ
る
｡

か
-
の
如
-
日
本
地
園
に
封
し
て
は
､
正
朔
投
影
よ
-
も
斜
軸
投
影
を
用
ひ
た
方
が
よ

い
が
う
ね
ヾ
斜
朝
投
影
に

あ
い
て
は
を
の
計
算
が
か
な
-
繁
新
を
た
め
に
安
川
は
供
す
る
に
困
難
夜
も
の
が
少
-
夜

5,.
し
か
し
斜
軸
投
影
は

沿
い
で
79
新
し
い
極
を
地
雷

に
選
ら
ぶ
rJ
と
は
よ
っ
て
､
そ
の
計
算
を
か
在
-
簡
単
に
す
る
rJ
と
も
出
来
る
か
ら
か

や
う
な
斜
軸
投
影
は
日
本
地
閲
を
枯
-
ほ
際
し
て
は
き
わ
め
て
郡
谷
が
よ
S,も
の
で
あ
る
｡

日
本
地
相
に
池
常
し
た
ボ
ン

ヌ
氏
御
伽
投
彩
樹
法

聖

七

一

七



地

球

解
十
出
せ

鰐
六
出

望

八

一
八

(紅
.

を
rJ
で
か
や
う
方<
斜
軸
投
影
を
用
ふ
る
同
法
の

1
例
と
し
て

..ホ

ン

ヌ
園
法
を
考

へ
て
見
や
う
｡

ボ
ン
ヌ
間
接
は
正

利
投
影
に
あ
い
て
､
そ
の
歪
が
大
鰭
中
央
露
線
と
捜
準
経
線
,k
t漸
近
線
と
す
る
双
曲
線
状
に
分
布
n
れ
て
居
る
か
ら

斜
軸
投
影
を
用
以
て
新
し

い
極
に
封
す
る
方
位
線
､
等
距
圏
の
方
向
が
､
鹿
緯
線
は
封
し
て
約
四
十
五
度
傾
-
や
う

に
と
れ
ば
､
そ
の
歪
の
分
邪
は
前
は
蓮
べ
た
や
う
に
我
園
の
地
形
に
つ
い
て
理
想
は
近

い
も
の
に
な
る
｡
元
凍
ボ
ン

ヌ
開
法
は
正
積
同
法
で
あ
っ
て
そ
の
長
さ
や
角
琴
ほ
封
す
る
宝
も
比
較
的
小
n
S)
か
ら
'
か
や
う
に
歪
の
分
布
を
都

合

よ
-
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
目
本
地
間
は
封
す
る
投
影
蔭
と
し
て
は
き
は
め
て
優
れ
た
も
の
ゝ
一
つ
で
あ
る
と
云

ふ
こ
と
が
で

き
る
｡

以
下
か
-.
る
都
合
の
よ
い
斜
軸
投
影
の
新
し

い
極
の
選
び
方
'
を
の
方
位
線
t
等
距
固
網
の
描

き
方
'

一
般
の
歪

の
取
扱
以
方
と
ボ
ン
ヌ
図
法
の
I描

き
方
及
び
そ
の
充
に
つ
い
て
の
吟
味
等
ほ
つ
い
て
論
じ
て
見
や
う
｡

証

-
斜
榊
投
好
を
用
ふ
べ
き
榊
法
は

､
こ
の
外
に

1
収

の
脚
飾
糊
法
や
多
脚
錬
樹
法
等
が
あ
る
が
､
潜
迫
の
樹
俳
樹
法
に
お
い
て
は
そ
の
束
が
緯
線

に

沿
ふ
て
分
布

さ
れ
る
か
ら
.
刺

(
斜
相
投
好
を
畑
ひ
て
も
':叫
鯛
の
地
形
に
封
し
て
は
'
速
攻
に
お
い
て
柑
滞
大
な
る
頚
を
北
ず
る
も
の
で
あ
る
､
叉
た

多
刷
鮒
脚
法
に
つ

い
て
は
､
そ
の
兼
が
大
鮭
中

火
細
線
及
赤
沼
を
漸
近
紬
と
す
る
双
曲
線
状
に
な
る
か
ら
'
新
し
い
柚
に
封
す
る
赤
道
を
我
鯛

の
附
妃

を
池
過
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
.
か
や
う
に
柏
を
と
る

こ
と
は
以
下
に
越
'･(
る
ア
ワ
に
､
方
位
蝕
､
等
節
幽
網

の
計
鮮
が
や
1
光
軸
に
な
る
か
ら
貸

用
に
は
粕
常
粗
雑
で
あ
る
O
脚
侍
樹
法
に
つ
い
て
も
同
株
で
あ
る
.

茸

斜
朝
投
影
に
赴
け
る
新
し

い
極
の
逃
揮

･%
T吉
に
も
,
い
て
日
本
地
園
を
描
-
ほ
は
正
軸
投
影
よ
･Jl
も
､
斜
軸
投
影
を

用
以ね
方
が
よ

い
と
云
ふ
こ
と
を
知
っ

た
が
も
し
か
ら
ば
そ
の
極
と
し
て
は
如
何
な
る
瓢
を
選
ぶ
の
が
よ
い
か
｡
極
を
選
ぶ
に
は
歪
の
分
布
の
状
態
と
計
等

の
難
易
か
ら
次
の
様
準
に
ょ
る
の
が
よ
レ
J
J
恩
ふ
｡



Å
>
正
軸
投
好
に
温
い
て
と
く
に
新
道
の
附
近
秒
票
が
小
さ
い
橡
を
同
法
を
斜
軸
乾
瓢
と
し
て
用
払
る
と

き
に
は

我
版
閣
内
の
陸
地
の
分
布
し

てゐ
る
二
方
向
の
何
れ
か
を
､
赤
道
が
通
過
す
る
や
う
に
極
を
定
め
る
fJ
と
｡

こ
の
や
う
に
し
て
'
極
h;Lj定
む
べ
き
同
法
L
J
L
で
は
多
聞
錐
閲
準
や
閲
簡
閲
法
を
拳
げ
る
rJ
と
が
で
き
る
O
此
等

の
閲
法
に
il･F
い
て
は
歪
の
分
布
の
状
態
は
相
雷
満
足
す
べ
き
も
の
と
な
る
が
､
芳
伐
線
及
び
等
距
園
の
嗣
む
晒
-
計

算
が
か
な
-
繁
雛
に
な
る
か
ら
､
賓
際
に
用
ひ
る
場
合
は
つ
い
て
は
相
普
困
難
で
あ
る
｡

B
､
iE
軸
投
影
に
お
い
て
中
聞
繰
腔
の
地
に
於
で
も
､
経
緯
線
に
附
ふ

て盃
の
小
さ
い
部
分
が
分
布
さ
れ
て
ゐ
る

や
う
な
問
法
を
斜
軸
投
影
と
し
て
用
ひ
る
場
合
に
は
'
敢

へ
て
新
し

い
赤
道
が
我
版
閣
内
の
陸
地
の
分
布
し
て
ゐ

る
二
方
向
の
何
れ
か
を
油
過
す
る
必
要
は
覆

い
か
ら
'
こ
の
時
に
は
方
位
線
及
び
等
距
閥
の
方
向
が
こ
の
こ
方
向

に

1.
致
す
る
や
う
に
し
か
も
そ
の
網
が
在
る
べ
-
容
易
に
描

き
得
る
や
う
に
極
を
定
め
る
乙
と
｡

こ
の
や
う
に
し

て､
極
を
選
む
べ
き
図
法
と
し
て
ば
､
種
々
の
圃
錐
国
法
や
ボ
ン
ヌ
同
法
h
lあ
げ
る
こ
と
が
で

き

る
｡
此
等
の
同
法
に
溢
い
て
は
極
を
定
め
る
の
は
た
ゞ

等
睦
圏
及
び
方
位
線
が
陸
地
の
分
布
し
て
ゐ
る
方
向
に

一
致

し
さ
へ
す
れ
ば､
よ

い
の
で
あ
る
か
ら
七
万
位
線
皮
等
蛙
囲
網
の
計
算
が
容
易
な
る
や
う
に
極
を
定
め
る
rJ
と
が
で
き

る
O
即
ち
A
に
ょ
る
と

き
は
極
の
位
置
が
確
定
し
て
計
算
の
難
易
を
考
へ
る
飴
地
は
な

い
が
t
B
に
従
ふ
と

き
は
そ

の
飴
地
が
あ
る
｡
B
に
よ
る
図
法
の
中
で

一
般
の
閲
錐
閲
法
と
ボ
ン
ヌ
閲
放
と
を
比
べ
る
と
後
者
は
前
者
は
比
べ
て

盃
の
倍
も
少
な

い
L
p
を
の
分
布
の
状
態
も
我
閥
の
地
形
に
通
し
て
ゐ
る
か
ら
､
後
者
の
方
が
H
本
地
間
は
封
す
る

投
影
法
と
し
て
は
､
勝
れ
て
ゐ
る
79
の
と
皿
は
れ
る
｡

A
或
S
は
B
に
よ
り
で
.
賓
際
に
極
を
定
め
る
に
は
次
の
棟
に
計
算
む
す
る
O

日
本
地
問
に
沌
館
し
た
ボ
ン
ヌ
氏
斜
軸
投
好
脚
法

川

7
人

.L
九



地

放

解
十
的
替

解
六
非

望

0

二〇

.i
p
新
し
い
赤
道
が
北
東
か
ら
南
西
へ
.
北
海
道
か
ら
轟
帝
の
附
近
を
通
過
す
る
と

き
｡

此
時
に
は
rJ
の
赤
道
の
通
過
す
べ
き
任
意
の
二
鮎
を
定
め
そ
の
二
鮎
を
迫
る
大
間
の
極
む
と
れ
ば
求
む
る
極
で
あ

る
｡
そ
の
計
算
htLJす
る
に
は
'
例

へ
ば
そ
の
二
鮎
と
し
て
A
(兼
堆
育
E
十
五
度
'
北
緯
四
十
五
度
)
Fq
(東
経
官
二

十
五
度
'
北
緯
二
十
五
度
)
を
と
っ
て
乙
の
二
度
を
通
る
大
同
の
極
を
求
め
て
見

や
う
｡
今
rJ
の
二
度
の
外
に
北
極

N
む
と
-
球
面
三
角
形

A
N
B
を
考

へ
る
.

A
t
B
は
あ
た

へ
ら
れ
カ
ニ
瓢
で
あ
る
か
ら
直
ち
に

む
得
る
を
乙
で
球
面
三
角
法
に
摘
す
る
公
式

1
JJl,
ニー′

tan車
(
Z･
BAN
･zNBA)-c

os+
(NBIAN)
,1

^

C.S中
(NB･AN)

C.t叶

A

N

B

8

及
びtan中

(

zBAN･卜NBA)-sin
車

(
N
B

･
A
N
)

C.S中

(N
B
･

AN)
c

c
t
i

･

A
N̂
B

に
ょ
つ
で

Z
B
A
N
及
び

z
N
B
A

を
求
め
る
と
､



Z
A
N
B
.
N
B
.

A
N

.

ほ
上
の
値
を
入
れ
て
､
Z
A
B
A
=
3
3
6
5
3
r

JZ
B
A
N
-
)･34｡
23
1

を
得
る
｡

新
し
い
極
を
P
と
し
球
面
三
角
形
A

P
B

を
考

へ
る
と
'
今
の
場
合
は

A
P
=
P
B

I
9
0｡
で
あ
る
か
ら
明
ら
か
に

h
P
B
A
-
90
｡
と
7万･6
-
直
ち
に

N
P
B
N
I
5
6｡7'
を
得
る
.

取
ら
に
球
面
三
角
形

P
B
N

に
つ
い
て
考

へ
る
と
､

P
B
-
90
｡

B
N
I
6
5o

Z
P
B
N
-
5
6
07
'

で
あ
る

か

ら

'

こ
の
三
角
形
を
前
の
場
合
と
同
様
に
研

い
て
､

/
I

B

N
p
-
)05.
51
I

N
P
-
590
38T

を
得
る
｡
B
の
紐
皮
は
東
経
百
二
十
五
度
で
あ
っ
た
か
ら
P
の
経
緯

度
は

(東
館
十
九
度
九
分
､
北
緯
三
十
度
二
十
二
分
)
と
な
る
｡

二
､
新
し
い
赤
道
が
賠
輔
か
ら
南
東
に
南
満
洲
か
ら
小
笠
原
諸
島
の
附
近
む
通
過
す
る
と
き
｡

此
時
に
は

一
､
の
場
合
と
同
様
に
し
て
新
し
い
極
の
経
緯
度
を
求
め
る
と
､(
閲
歴
官
三
度
I
fI十
41
分
､
北
緯
三
十

八
度
二
十
分
)
を
得
る
｡

三
､
新
し
い
極
か
ら
の
等
瞳
国
の
方
向
が
北
東
か
ら
南
西
に
向
つ
て
ゐ
る
と
き
｡
√

此
時
に
は
A
.
B
ll鮎
を

一
と
同
様
に
と
っ
て

/-
A
N
B

I
20｡

N
B
I
6
5o

A
N
-
450

z
N
B
A
-

33｡5SF

.z
B
A
N
I
134
0
2
3
1

を
得
る
｡

B
A
を
求
め
る
に
は
球
面
三
角
形

A
N
B

に
封
す
る
関
係
式

C
｡
S
車
B
A

-
C.S中
(N
B

十

AN)

ccs
車

(
z
B
A
N
に

NBA)

E:本
地
糊

に
純
朴==
し
た
ボ
ン
ヌ
托
斜
軸
投
.:%
榊
法

s
in
車

A
Q

B

に
上
の
値
芙

れ
-

算
す
れ
ば

E
l
.
1

∴
.L



約
十
凹
巷

第
六
離

望

二

二

二

B
A
-
2
5
04
21
と
在
る
0

今

の
場
合
に
は

A
､
B
を
通
る
等
虻
田
は
棒
P
に
封
す
る
赤
道
で
は
夜

い
か
ら
､
A
P

.

P

B
.
は
共
に
九
十
度
よ
-
も
小
さ
-
在
る
O
A
,
B

の
外

ほ
等
距
圏
の
通

過
す

べ
き
他
の

一
瓢

C

を
と
-
､
球
面
三
角
形

A

B
C

を
考

へ
る
と
p
P
は
そ
の
外
心
と
在
か
､
A
P
,

P
B

は
そ
の
外
楼
閣
の
牢

雀
と
な
る
.
故
に

C
を
過
皆
に
定
め
る
と
そ
れ
に
よ
っ
て

A
P
r
P
B
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡
C
を

B
A

在
る
大
閲
に
相
常
接
近
し
た
鮎
は

FL

と
れ
ば

A

P
,

P

B

は
九
十
度
ほ
か
を
ら
近

い
値
と
在
る
'
球
面
三
角
形

A

P

B
は
二
等
遊
三
角
形
で
あ
る
か
ら
rJ
ゝ

ほ

tan中
pBA圭
.
蛸

S-
ヤ

A
P
･
PB
･
BA
)

な
る
踊
係
式
が
あ
る
.
A
P
,
P
B

は
粕
歯
九
十
度
に
近
い
値
で
あ
る
か
ら
試
み
に
之
れ
を
六
十
五
度
と
し
て
見
る
と

B
A
=
25
.
4
2
P

S
I

77｡
5i
r

と
な
る
か
ら
こ
れ
に
よ
っ
て

卜
P
B
A
-
8
3
0
5
5
'
を
得
る
｡
し
か
る
に

z
N
B
A
=
3
3
.
5
3
'

で
あ
っ
た
か
ら

Z
P
B
N
I
50
02
'
と
改
み
叉
ね
.
P
B
I
65o

B

N
=
6
50
で
あ
る
か
ら
､

球
耐
三
角
形

P
B
N

を
解

い
て

P

の
経
緯
度
を
求
め
る
と

(東
館
四
十
六
度
九
分
､
北
緯
四
十
四
度
五
十

1
分
)

を
得
る
｡.
そ
こ
で
賓
際
上
三
の
場
合
に
は
P
の
経
緯
寧

冥
兼
鮭
四
十
五
度
'
北
緯
四
十
五
度
)
に
と
る
rJ
と
が
で
き

る
が
.
か
や
う
に
と
つ
允
斜
朝
股
影
は
そ
の
方
位
線
､
等
距
闇
鯛
に
戯
す
る
部
署
や
､
潜
藤
娘
に
滑
ふ
盛
の
計
薯



簡
軍
に
な
る
か
ら
､
日
本
他
聞
の
投
影
に
封
し
て
は
'
極
め
て
､
郡
谷
の
よ
い
も
の
で
あ
る
と
凪
ふ
｡
を
rJ
で
ボ
ン

ヌ
固
法
を
か
J
る
斜
軸
投
影
に
用
い
る
こ
と
,Uh
就

.S
で
論
じ
て
見
や
う
｡

約
万
仕
組
t
等
距
粗
鋼
の
構
成

瓦
に
ょ
つ
て
極
の
位
置
が
決
ま
る
と
､
そ
れ
に
よ
っ
て
方
位
孤
t
等
距
圏
の
網
が
描
か
れ
､
任
意
の
鮎
の
極
か
ら

の
距
離
∂
.
新
し
い
極
を
通
る
子
午
線
か
ら
の
方
位

α
を
求
め
る
rJ
と
が
で
き
る
.
今
板
P
の
腐
緯
度
を
(
A
oqi
o)と

し
て
'
任
意
の
鮎
A
の
経
緯
度
(
壱
)か
ら
を
の
鮎
の
∂
及

α
を
求
め
る
ほ
は
､
A
及
び

P
を
北
極
N
と
結
び
球
面
三

∧

角
形

A
N
P
を
考

へ
る
と
園
か
ら
明
ら
か
を
迫
-
ほ
､

p

A
-
o
b.

A
N
I

節固

9
00
-
せ､
N
P
I
9
0
｡
I
Q
o

Z
A
N
P
=
).I
Io
Z
N
P
A
-
1800
-
a
と

在
る
｡

こ
れ
に
ょ
つ
て
乙
の

三
角
形
む
と
-
と
t

cos
o～-
c
o
s
(
9
0
0
-
S
o
)
c
o
s
(
g
o
o
-
i
)
+
s
in
(
9
0
0
-
也
.)s
in
(
9
0
.
-
也
)

co
s
(
A
-

1
0

)

-

S
in

t

osi息
十

c
o
s

i
ocos骨
os
(
γ

A
O

)三
･-li
l
)

及
び

Stn

(1,:

c
o
s
i
s
in
(
A

-

2
0

)

S
in

s

n
il
曳
)

と
な
る
か
ら
､
(lo
≠
.

)
(
壱
)
か
･.知
れ
ば
∂
及

α
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
.

し
か
る
に
､
乙
の

cos
a.
の
看
過
は
二
項
の
和
と
在
っ
て
ゐ
る
か
ら
､
封
数
計
算
に
は
都
合
が
憩

い
｡
し
か
る
に

田
本
地
倒
iJ.池
坊
し
た
ボ
ン
ヌ
氏
射
相
投
膨
剛
比

誓

占

三
二



地

球

妨
十
鞘
番

.

餌
大
髄

竺

四

二
四

瓦
の
箪

こ
の
例
の
如
き
場
合
に
封
し

ては
.
新
し

5,極
を

(
東
経
四
十
五
度
'
北
緯
四
十
五
度
)
に
と
る
fJ
と
が
で

き
る
か
ら
､
か
や
う
を
と
6TJに
は

Ii
1
)
に

)..
=
45｡
≠
O

-
45
｡
と
息
け
ば
､
任
意
の
鮎

(壱
)に
封
す
る
∂
は
､

C.SGI/車
(
s
in
Q
･
C.si
c.
S(,t･
4
芋

-
-
Ii
z
)

と
な
ら
ⅠⅠ

()
に
比
べ
る
と
よ
ほ
ど
箇
峯
に
在
る
｡
又
た

ⅠⅠ
3
)
に
も
け
る
rl
は
∂
及
び

血
を
求
め
ん
と
す
る
瓢
の

経
度
で
あ
っ
た
が
.
こ
れ
を
東
経
百
三
十
五
度
の
緯
線
を
基
準
に
し
た
鮮
度

〃
ほ
か
へ
る
と
.二

-
FE+
13
5
0

と
を

る
｡
乙
の
A
を

iI
3
)
ほ
入
れ
る
と
､

C.S
8-
.,中
(si
nT
c.st
sinJ[1)･････
･I
I

4
)

と
kS
る
｡
東
経
軍

二
十
五
度
の
廃
線
は
我
版
閣
内
の
ほ
1,
中
央
h
t迫
っ
て
ゐ
る
の
で

〃
は
正
負
北
ハに
0
ほ
勤
し

で封

栴
で
あ
る
か
ら

Ii
4
)
は

iI
3
)
よ
-
も
更
に
計
算
は
都
各
が
よ
い
｡
同
蛍
在
靭
係
を
Ⅰ
Ⅰ

2
)

に
入
れ
p
と
-
ほ

II
2
)
に
洛

け
る

α
の
飴
角
を

α
と
音
さ
直
せ
ば

cos
a=
厄
は骨
博

...-
ⅠⅠ
5
)

.
ノ

Sln
O

と
な
る
｡
更
ら
ほ
極
か
ら
の
距
離
で
夜
-
新
し
い
極
に
封
す
る
赤
道
を
基
準
に
し
た
粒
度
.
¢
h
=)用
以
れ
ば

ⅠⅠ
4
)

if
5
)
は

'
sinQITi
(S早
c
.
s
i
sin,,i,･･････Ii
6)

C.s
a
I
･鰯

･･･-

･ⅠⅠ
7
)

と
在
る
之
れ
に
ょ
つ
て
方
位
線
t
等
鎚
圏
の
網
),虹
招
-
こ
と
が
で
き
る
｡

TA
B
IJ回
i､
は
か
や
う
に
し
て
計
算
L
LJ



日
本
地
脚
に
誼
解
し
た
ボ
ン
ヌ
氏
斜
軸
投
抄
蜘
法

..ill.i

∴
:,li

頑
及
び

α
の
倍
を
来
歴
宵
十
度
か
ら
､
宵
六
十
度
晋
で
'
北
緯
二
十
度
か
ら
六
十
皮
ま
で
の
鮎
に
つ
い
て
五
度
毎
に
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地

"

揺

節
十
四
怨

節
六
駄

望

六

二

六

示
し
た
も
の
で
あ
る
0

証

式
中

の
rL
は
C
<に
つ
い
て
は
新
し

い
誠

泊
を
越
え
て
甫

(
と
っ
た
値
､

α
に
つ
い
て
は
新
し
い
曲
に
お
い
て
･
趣
を
曲
る
練
塀

に
垂
直
な
る
方

位
線
を
準

凡
て
田

(
と
っ
た
値
を
示
す
｡
(
未
完
)

伊

那

山

系

と

三

河

高

原

本
満
は
地
形
鍵
的
縦
軸

に
し
て
地
理
凝
評
諭
八
月
雛
仰
北
柏
山

荘
共
成
の

｢
三
河
満
悦
の
平
地
鑑
に
放
て
L
に
越
的
す
べ
き
も

の
と
云
っ
て
よ
い
｡

地

域

赤
石
山
系
の
内
側
で
あ
る
原
凹
博
士
.の
亦
石
塀
線

(

A
lna
ish
i
B
ru
c
h
tin
ie
)と
天
龍
川
と
の
間
に
狭
長
を
山

系
が

あ
っ
て
花
南
岩
及
花
同
質
片
麻
岩
等
か
ら
成
っ
て

居
る
｡
是
を
伊
那
;
系
と
科
し
て
赤
不
の
内
側
前
衛
を

な
し
て
居
る

｡

北
は
諏
訪
湖
南
岸
の
守
屋
山

二

六
五
〇
三

米
)
か

ら
起
っ
て
南
南
西
の
方
向
に
連
-
其
主
峰
列
は
上
伊
那

郡
で
は
鉢
伏
山
(
｣
四
五
五
米
)､
三
月
山
(
一
三
九
六
･

市

額

八

代

青

l
米
)､
戸
倉
山
(
一
六
八
〇
･七
光
)､
高
森
両
(
1
五
四

C
｡七
米
)'盈
朋
樺
山
(
一
四
七
八
｡四
米
)と
夜
-
､
下

伊
那
郡
に
到
っ
て
警

固
度
を
現
し
て
大
西
出

二

七
四

二
二
光
)
､
鬼
両
川
(
一
八
八
九
･三
光
)
､
氏
乗
～;
(
〟

八

一
八
三

米
)雇

山
(
一
六
C
,〇
三

来
)､
小
川
路
峠

(
1
四
九
二
入

来
)､
金
森
山
(
一
七
〇
二
立

米
)､
黒

石
岳
(
二
二
雲

ハ
去

来
)､熊
伏
山
(
一
六
五
三
三

光
)､

観
菅
山
(
一
四

一
六
･
二
光
)
と
な
-
､
そ
れ
よ
-
天
龍

川
を
越
え
て
日
本
ケ
塚
山
(
二

〇
宰

三
光
)､
明
醐
山

(
一
〇
1
六
米
)､
字
連
山
(
九
l完

･凹
米
)､
本
官
山
(
七

八
九
米
)
と
塚
･Jl
次
第
は
海
岸
は
低
下
し
佐
久
島
等
の


