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【
要
約
】
　
極
光
は
、
中
国
の
よ
う
な
低
緯
度
の
地
域
か
ら
は
望
見
し
が
た
く
、
従
っ
て
そ
の
観
測
記
録
の
如
き
も
求
め
が
た
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
が
、

従
来
の
常
識
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
こ
ろ
が
、
調
べ
て
み
る
と
、
少
く
と
も
西
紀
前
一
世
紀
に
は
す
で
に
ま
こ
う
方
な
き
極
光
の
観
測
記
録
が
あ
り
、
爾

来
二
千
年
に
亘
る
連
綿
と
し
た
史
料
を
発
見
で
き
る
。
而
も
そ
れ
ら
は
、
観
測
年
月
日
・
地
点
、
形
状
、
色
彩
、
移
動
静
止
の
状
態
な
ど
、
か
ん
じ
ん
の

点
を
明
確
に
し
得
る
も
の
が
多
く
、
質
的
に
非
常
に
す
ぐ
れ
、
量
的
に
も
か
な
り
の
も
の
に
達
す
る
。
こ
れ
は
ひ
と
え
に
、
歴
代
国
立
天
文
台
に
お
け
る

専
門
家
の
不
断
の
観
測
記
録
が
も
と
に
な
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
は
、
ま
ず
中
国
の
極
光
史
料
と
思
わ
れ
る
も
の
を
あ
げ
、
そ
れ
を
現
代
地
球

物
理
学
の
立
場
か
ら
い
か
に
解
読
し
得
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
極
光
史
料
に
誤
り
な
き
ゆ
え
ん
と
質
的
優
秀
性
を
証
し
、
あ
る
い
は
西

欧
の
観
測
史
料
と
の
対
比
に
お
い
て
、
一
層
そ
の
世
界
駒
価
値
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
極
光
史
料
の
解
析
に
よ
っ
て
、
歴
史
時

代
に
お
け
る
地
球
磁
場
の
永
年
変
化
、
低
緯
度
地
域
で
見
ら
れ
る
極
光
の
頻
度
・
強
弱
等
の
日
南
を
考
察
せ
ん
と
す
る
筆
者
の
意
図
に
も
測
量
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
五
二
巻
二
号
　
一
九
六
九
年
三
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
本
稿
は
、
　
一
九
六
五
（
昭
四
〇
）
年
五
月
二
六
日
お
よ
び
一
九
六
六

年
五
月
二
六
臼
の
日
本
地
球
電
気
磁
気
学
会
に
お
け
る
中
国
の
歴
史

的
極
光
に
関
す
る
講
演
、
一
九
六
五
年
七
月
三
日
、
金
沢
大
学
教
養

部
で
福
島
直
東
大
教
授
と
共
同
で
行
な
っ
た
極
光
に
関
す
る
講
演
、

な
ら
び
に
一
九
六
六
年
の
前
記
学
会
会
場
で
仮
印
捌
と
し
て
公
表
し

た
拙
稿
「
紀
元
前
七
世
紀
－
紀
元
一
〇
世
紀
末
・
中
国
鯛
淋
極
光
史

料
年
表
」
な
ど
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
。

　
私
は
、
も
と
よ
り
極
光
－
オ
ー
ロ
ラ
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
の
門

外
漢
で
、
長
い
間
、
極
光
と
は
極
の
附
近
に
限
っ
て
見
え
る
大
空
の

ふ
し
ぎ
な
発
光
現
象
ぐ
ら
い
の
知
識
し
か
持
た
ず
、
日
本
や
中
国
な
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ど
の
低
緯
度
の
地
域
か
ら
も
時
に
は
望
見
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
よ
う
な
こ
と
す
ら
、
思
っ
て
も
み
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
の
私

が
、
こ
の
方
面
に
関
係
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
地
震
学
会
を
通

じ
て
の
知
合
い
で
あ
り
、
地
磁
気
を
専
門
と
さ
れ
る
永
田
武
東
大
教

授
の
依
頼
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
　
一
九
六
三
（
蟹
二
八
）
年
中
の
こ

と
だ
っ
た
か
と
思
う
が
、
金
沢
に
こ
ら
れ
た
同
教
授
か
ら
中
国
の
極

光
史
料
調
査
に
つ
い
て
依
頼
を
受
け
た
。
か
か
る
方
面
に
つ
い
て
、

い
っ
こ
う
先
人
の
研
究
あ
る
を
知
ら
ず
、
ま
た
み
ず
か
ら
も
ま
っ
た

く
無
知
の
世
界
の
こ
と
と
て
、
大
い
に
危
惧
さ
れ
た
が
、
そ
の
翌
年
、

永
田
教
授
の
紹
介
で
福
島
直
教
授
に
親
交
を
得
、
そ
れ
か
ら
は
も
っ

ぱ
ら
同
教
授
の
協
力
・
教
示
に
よ
っ
て
仕
事
を
進
め
て
き
た
次
第
で

あ
る
。
極
光
に
関
す
る
著
書
・
論
文
・
映
画
・
写
真
な
ど
多
少
の

も
の
に
は
ふ
れ
、
ま
た
オ
ー
ロ
ラ
を
実
見
し
た
人
の
話
な
ど
も
聞
い

た
り
は
し
て
い
る
が
、
な
に
ぶ
ん
私
自
身
が
一
度
も
そ
の
実
体
を
見

た
こ
と
が
な
く
、
地
球
物
理
学
的
な
専
門
知
識
に
乏
し
い
こ
と
は
、

地
震
学
の
場
合
よ
り
一
層
は
な
は
だ
し
い
の
で
、
か
よ
う
な
方
面
か

ら
す
れ
ば
、
不
十
分
な
点
が
多
か
ろ
う
と
は
十
分
自
覚
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
あ
る
程
度
の
確
実
な
史
料
を
集
め
日
本
地
球
電
気
磁
気

学
会
で
の
発
表
を
行
な
っ
た
と
こ
ろ
、
幸
い
こ
の
方
面
の
専
門
家
の

承
認
も
得
、
将
来
へ
の
一
層
の
期
待
を
も
か
ち
得
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
の
で
、
今
回
は
歴
史
学
的
方
面
に
関
係
す
る
こ
と
を
主
題
と
し
、

各
方
面
か
ら
の
批
判
・
教
正
を
得
た
い
と
希
い
、
表
記
の
論
題
に
つ

い
て
述
べ
ん
と
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
な
お
、
極
光
に
は
南
北
の
両
種
が
あ
る
が
、
中
国
か
ら
望
見
さ
れ

る
も
の
は
北
極
光
に
限
ら
れ
る
の
で
、
本
稿
で
扱
う
極
光
は
こ
の
意

味
の
も
の
に
限
る
と
承
知
さ
れ
た
い
。

　
ま
た
、
既
述
の
通
り
福
島
教
授
か
ら
は
終
始
一
方
な
ら
ぬ
お
世
話

を
蒙
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
改
め
て
同
教
授
へ
の
深
甚
な
る
謝
意
を
表

明
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
1
　
星
限
ち
る
こ
と
雨
の
如
し

　
の
　
春
秋
、
荘
園
七
年
夏
四
月
辛
卯
（
紀
元
前
六
八
七
年
）
の
記
事
を
申

敦　
「
星
唄
如
雨
」
と
い
う
史
料
が
、
中
国
の
古
典
に
ど
の
よ
う
に
出

て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
特
に
詳
し
く
調
べ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、

春
秋
荘
公
七
年
に
見
え
る
も
の
が
古
く
確
か
な
も
の
で
、
有
名
で
あ

る
こ
と
に
は
ま
ち
が
い
な
か
ろ
う
。
左
伝
に
よ
っ
て
経
文
を
引
用
す

る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
夏
四
月
辛
卯
、
夜
、
恒
星
見
え
ず
。
夜
中
、
星
蹟
ち
る
こ
と
雨
の
如
し
。
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こ
こ
に
い
う
「
星
限
ち
る
こ
と
雨
の
如
し
」
と
い
う
現
象
を
流
星

と
解
釈
す
る
こ
と
は
、
常
識
の
よ
う
で
、
今
さ
ら
辞
書
を
引
く
ま
で

の
こ
と
も
な
か
ろ
う
が
、
事
実
、
辞
源
を
見
て
も
諸
橋
・
大
漢
和
辞

典
を
く
っ
て
も
等
し
く
こ
の
解
釈
か
ら
一
歩
も
出
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
か
か
る
解
釈
の
裏
に
は
、
　
「
星
」
と
い
う
語
を
、
普
通
の
「
星
」

と
い
う
概
念
に
含
ま
れ
る
恒
星
・
遊
星
・
流
星
・
彗
星
な
と
に
限
っ

て
解
せ
ん
と
す
る
働
き
が
あ
る
よ
う
に
感
せ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、

極
光
史
料
に
対
す
る
私
の
着
眼
は
、
第
一
に
こ
の
点
に
向
け
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
。
「
星
」
と
い
う
語
を
用
い
て
表
現
さ
れ
た
多
く
の
史

料
を
集
め
て
、
帰
納
し
た
と
こ
ろ
を
さ
き
に
い
え
は
、
中
国
人
は
古

来
、
星
と
い
う
語
を
決
し
て
普
通
に
い
う
星
、
す
な
わ
ち
匠
星
．
惑

星
・
流
星
・
彗
星
に
限
っ
て
用
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
広

範
囲
の
「
夜
、
空
で
光
る
も
の
」
一
般
を
表
現
す
る
こ
と
ば
と
し
て

も
用
い
て
い
る
こ
と
が
確
か
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
夜
、
空
に
光

る
も
の
」
と
し
て
は
、
星
の
ほ
か
に
月
も
あ
り
、
星
・
月
以
外
の
大

空
に
光
る
も
の
に
対
し
て
も
か
れ
ら
が
、
　
「
光
」
と
か
「
雲
」
と
か

「
気
」
と
か
い
う
語
を
も
用
い
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
は
あ
る
が
、

「
星
」
と
い
う
語
を
「
星
以
外
の
、
夜
、
大
空
に
光
る
も
の
」
と
い

う
意
味
に
用
い
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
と
信
ず
る
。
そ
の
意
味

で
本
論
の
主
題
で
あ
る
極
光
－
オ
ー
ロ
ラ
に
対
し
て
も
「
星
」
と
い

う
語
で
あ
ら
わ
さ
れ
た
史
料
が
ひ
じ
ょ
う
に
多
い
こ
と
を
断
っ
て
お

き
た
い
。
星
と
い
う
語
が
、
「
星
以
外
の
、
夜
、
大
空
で
光
る
も
の
」
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に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
ど
の
辞
書
に
も
記

し
て
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
お
お
か
た
の
中
国
史
家
、
中
国
語

の
専
門
家
も
気
付
か
れ
て
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
わ
た
く
し
は
、
そ

こ
に
こ
そ
従
来
の
辞
書
に
つ
い
て
も
、
こ
の
道
の
大
家
と
い
わ
れ
る

人
々
の
知
識
に
つ
い
て
も
、
改
め
ら
る
べ
き
限
界
の
あ
る
こ
と
を
強

．
く
感
ず
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
中
国
の
史
料
を
自
然
科
学

的
資
料
と
し
て
利
用
せ
ん
と
志
す
人
に
対
し
て
一
般
的
に
も
強
調
し

て
お
き
た
い
こ
と
で
あ
る
が
、
歴
史
の
専
攻
者
に
と
っ
て
も
、
自
然

科
学
的
知
識
の
重
要
視
さ
れ
る
二
〇
世
紀
後
半
の
人
間
と
し
て
、
考

え
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と
で
あ
る
。
さ
て
、
右
に
述
べ
た
「
星
」
と

い
う
語
に
関
す
る
私
の
見
解
は
、
も
ち
ろ
ん
当
面
の
問
題
た
る
荘
公

七
年
四
月
辛
卯
夜
の
経
文
の
解
釈
に
つ
い
て
も
採
用
さ
る
べ
き
も
の

で
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。
と
い
っ
て
も
、
私
は
問
題
の
一

文
中
の
「
星
唄
」
の
「
星
」
を
た
だ
ち
に
「
星
以
外
の
、
夜
、
空
に

光
る
も
の
」
と
し
て
解
釈
せ
ん
と
主
張
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。

た
だ
「
星
唄
ち
る
」
に
対
し
て
か
く
べ
つ
の
根
拠
も
な
く
、
こ
れ
を

い
き
な
り
「
流
星
」
と
き
め
込
ん
で
し
ま
っ
て
少
し
も
怪
し
ま
な
い

古
来
の
常
識
に
対
し
「
流
星
」
を
意
味
す
る
場
合
も
考
え
ら
れ
よ
う

が
、
そ
う
で
な
い
場
合
も
十
分
あ
り
得
る
、
　
「
要
脚
」
は
、
流
星
よ

り
極
光
と
解
す
る
方
が
よ
り
妥
当
と
思
わ
れ
る
場
合
、
さ
ら
に
は
流

星
で
は
な
く
ま
さ
に
極
光
以
外
の
何
物
で
も
な
い
場
合
の
あ
り
得
る

こ
と
を
ま
ず
主
張
し
て
お
き
た
い
と
い
う
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
そ
れ
に

は
、
春
秋
荘
公
七
年
の
文
だ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
不
十
分
で
、
同
様
の

文
例
を
他
に
多
く
求
め
そ
れ
ら
の
中
か
ら
妥
当
な
解
釈
を
求
め
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
当
然
で
あ
る
。
こ
の
誰
れ
し
も
考
え
つ
く
、
当

然
の
方
法
す
ら
「
星
瞑
」
に
対
し
て
従
来
全
く
試
み
ら
れ
も
せ
ず
、

「
流
星
」
と
い
う
一
方
的
解
釈
だ
け
が
横
行
し
て
き
た
よ
う
に
見
受

け
ら
れ
る
事
実
に
抗
議
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
以
上
の
私
の
所
論
を
証
す
べ
き
他
の
史
料
に
言
及
す
べ
き

．
で
あ
る
が
、
荘
公
七
年
の
文
に
つ
い
て
は
、
ち
ょ
っ
と
言
及
し
て
お

き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
貝
塚
茂
樹
編
『
古
代
股
帝
国
』
の
第
三
章
、

内
藤
戊
申
担
当
「
股
人
の
日
々
」
（
一
五
三
～
｝
五
四
ペ
ー
ジ
）
に
は
、
い

ま
私
が
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
「
星
置
如
雨
」
と
同
じ
文
が
と
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
。
　
内
藤
に
よ
れ
ば
、
　
リ
！
ダ
ー
ス
・
ダ
イ
ジ
ェ

ス
ト
の
一
九
五
〇
年
五
月
号
に
ヴ
ェ
リ
コ
フ
ス
キ
i
博
士
な
る
人
の

著
書
「
衝
突
す
る
宇
宙
」
　
の
要
旨
が
載
っ
て
居
り
、
　
こ
の
ヴ
ェ
リ

コ
フ
ス
キ
ー
は
、
　
荘
公
七
年
と
同
年
、
　
紀
元
前
六
八
七
年
の
三
月

二
十
三
日
に
起
っ
た
と
旧
約
聖
書
に
記
さ
れ
て
い
る
大
異
変
を
問
題
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に
し
て
い
る
と
い
う
。
聖
書
に
は
「
そ
の
夜
、
エ
ホ
バ
の
使
者
い
で

て
ア
ッ
ス
リ
ヤ
の
陣
営
の
中
に
十
八
万
五
千
人
を
う
ち
殺
せ
り
」
と

記
さ
れ
て
お
り
、
通
説
で
は
流
行
病
の
た
め
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
い
る
ら
し
い
が
、
ヴ
博
士
は
こ
れ
を
火
星
接
近
の
し
わ
ざ
と

解
す
る
と
い
う
。
次
に
内
藤
自
身
の
言
を
引
用
す
る
。
　
「
前
六
八
七

年
は
春
秋
時
代
の
荘
公
七
年
に
あ
た
る
。
　
〈
春
秋
〉
の
経
文
に
〈
夏

四
月
辛
卯
、
夜
恒
星
見
え
ず
。
夜
中
星
阻
つ
る
こ
と
雨
の
如
し
〉
と

あ
る
。
四
月
辛
卯
は
、
新
城
新
蔵
博
士
が
復
原
さ
れ
た
春
秋
時
代
の

暦
に
よ
っ
て
計
算
す
る
と
、
四
月
四
日
と
な
る
。
三
月
二
十
三
日
と

で
は
す
こ
し
ず
れ
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
東
西
暦
法
の
ち
が
い
に
よ
る

目
付
の
差
と
み
ら
れ
ぬ
こ
と
も
な
い
。
　
〈
夜
恒
星
見
え
ず
〉
と
い
う

の
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
空
が
曇
っ
て
も
い
な
い
の
に
星
が
見

え
な
い
と
い
う
意
味
な
ら
、
火
星
か
な
に
か
が
お
お
い
か
ぶ
さ
っ
た

と
考
え
ら
れ
な
い
で
も
な
い
。
と
に
か
く
西
ア
ジ
ア
と
極
東
と
で
同

時
に
大
異
変
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
普
通
の
地
震
な
ん
か
で

は
な
く
、
博
士
の
い
う
よ
う
に
超
地
球
的
な
原
因
に
よ
る
も
の
と
考

え
て
い
い
か
も
知
れ
な
い
。
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
右
に
っ

き
、
ま
ず
問
題
の
部
分
を
聖
書
そ
の
も
の
に
つ
い
て
さ
ぐ
っ
て
み
る

に
、
こ
れ
は
旧
約
聖
書
「
イ
ザ
ヤ
書
三
七
章
三
六
節
」
と
「
列
王
紀

廊
下
一
九
立
呈
二
五
節
」
に
ほ
ぼ
同
じ
形
で
出
て
い
る
話
を
指
す
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
イ
ザ
ヤ
書
お
よ
び
列
王
紀
略
の
原
文
に
つ
い

て
確
め
て
み
て
も
、
い
っ
こ
う
こ
れ
が
超
地
球
的
な
原
因
に
よ
っ
て
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起
っ
た
も
の
と
は
う
け
と
れ
ず
、
ヴ
ェ
リ
コ
フ
ス
キ
ー
お
よ
び
内
藤

が
い
っ
た
い
何
を
も
と
に
し
て
聖
書
の
記
事
を
さ
よ
う
な
原
因
に
結

び
つ
け
て
い
る
の
か
、
私
に
は
い
っ
こ
う
不
明
で
あ
る
。
ま
た
従
来

世
に
行
な
わ
れ
て
い
る
聖
書
学
に
も
と
つ
く
限
り
、
問
題
の
聖
書
の

喜
件
を
前
六
八
七
年
三
月
二
十
三
日
と
断
定
す
る
根
拠
を
も
い
っ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

う
明
ら
か
に
し
得
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
い
ま
は
暫

ら
く
そ
れ
ら
を
問
わ
ず
、
紀
元
前
六
八
七
年
置
北
半
球
に
超
地
球
的

（
P
）
原
因
に
よ
る
異
常
現
象
が
起
っ
た
と
い
う
想
定
を
と
ら
え
て

問
題
と
し
た
い
の
で
あ
る
。
さ
て
、
東
西
に
遠
く
離
れ
た
北
半
球
の

住
民
が
同
時
に
等
し
く
体
験
し
う
る
、
古
代
人
を
お
ど
ろ
か
す
に
足

る
異
変
と
し
て
最
も
可
能
性
に
富
む
も
の
と
い
え
ば
、
大
き
な
オ
ー

ロ
ラ
が
第
一
に
あ
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
北
磁
正
極
を
中

心
と
し
た
オ
ー
ロ
ラ
帯
を
含
む
上
空
で
光
っ
た
大
き
な
オ
ー
ロ
ラ
、

こ
れ
が
紀
元
前
六
八
七
年
に
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
は
、
問
題
の
春
秋
、

荘
公
七
年
四
月
辛
卯
の
記
事
を
オ
ー
ロ
ラ
で
あ
る
と
立
証
で
き
れ
ば
、

は
っ
き
り
断
定
し
得
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
低
緯
度
の
地
域
か
ら

も
望
見
し
得
る
ほ
ど
の
大
き
な
オ
ー
ロ
ラ
が
起
る
よ
う
な
時
に
は
、

一
、
二
年
の
問
に
そ
の
よ
う
な
も
の
が
何
回
か
起
り
、
観
測
点
に
よ

っ
て
ち
が
っ
た
日
付
の
も
の
が
記
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
十
分
考
え

ら
れ
る
の
で
、
た
と
え
東
西
文
献
に
日
付
の
憾
言
が
あ
る
と
し
て
も
、

そ
れ
は
そ
れ
で
さ
し
つ
か
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
内

藤
の
引
く
ヴ
ェ
リ
コ
フ
ス
キ
ー
博
士
指
摘
の
旧
約
聖
書
の
文
か
ら
は
、

オ
ー
ロ
ラ
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
何
物
を
も
発
見
で
き
な
い
が
、
な
お

春
秋
、
荘
公
七
年
の
記
事
に
対
応
し
得
る
西
側
の
文
献
へ
の
期
待
は

絶
無
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
こ
と
の
つ
い
で
に
書
き
添
え
て
お
く
次
第

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
の
問
題
は
、
あ
く
ま
で
血
紅
七
年
四

月
辛
々
の
記
事
を
、
確
た
る
オ
ー
律
ラ
史
料
と
み
な
し
う
る
か
否
か

に
し
ぼ
っ
て
論
ず
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
と
り
も
直
さ
ず
「
門

限
ち
る
こ
と
雨
の
ご
と
し
」
を
オ
ー
ロ
ラ
現
象
を
語
る
も
の
と
解
し

う
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
帰
着
し
よ
う
。
の
ち
に
漢
書
に
つ
い
て

証
明
す
る
よ
う
に
「
星
限
ち
る
こ
と
雨
の
如
し
」
が
た
し
か
に
オ
ー

ロ
ラ
を
意
味
す
る
揚
合
が
あ
り
得
る
こ
と
は
疑
う
べ
か
ら
ざ
る
事
実

で
あ
り
、
こ
の
堂
々
七
年
の
記
事
に
つ
い
て
も
そ
れ
を
適
用
し
う
る

か
と
も
考
え
る
が
、
そ
れ
に
は
「
星
霜
如
雨
」
の
前
に
置
か
れ
て
い

る
「
夜
、
恒
星
不
見
」
と
い
う
文
を
あ
わ
せ
て
考
察
す
る
必
要
が
あ

る
。
さ
て
、
こ
こ
で
い
う
恒
星
と
は
、
い
ま
の
学
術
用
語
の
そ
れ
で

は
あ
る
ま
い
。
漠
然
「
恒
に
見
え
る
ほ
ど
の
星
」
と
い
う
ほ
ど
の
い

い
ま
わ
し
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
曇
っ
て
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い
た
た
め
に
ま
っ
た
く
見
え
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
、
月

明
り
が
甚
し
く
て
見
え
か
た
が
少
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う

か
。
も
し
前
者
と
す
れ
ば
、
　
「
星
限
如
雨
」
に
ふ
さ
わ
し
い
ほ
ど
の

極
光
は
見
え
に
く
く
、
こ
れ
を
極
光
史
料
と
す
る
に
は
困
難
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
場
合
は
、
こ
れ
を
流
星
と
解
す
る

立
場
に
立
つ
と
し
て
も
、
同
様
の
こ
と
を
言
い
得
よ
う
。
後
者
の
場

合
に
は
、
こ
れ
に
続
く
「
星
限
如
雨
」
を
極
光
と
解
す
る
の
に
な
ん

ら
の
不
都
合
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
さ
て
、
春
秋
の
記
事
に
つ
い
て

の
論
議
は
ひ
と
ま
ず
こ
の
辺
で
措
く
と
し
て
、
次
ぎ
に
は
「
星
限
ち

る
こ
と
雨
の
如
し
」
が
確
実
に
オ
ー
ロ
ラ
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る

明
白
な
史
料
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ω
　
漢
書
、
永
始
二
年
二
月
癸
未
二
十
八
日
（
紀
元
前
一
五
年
三
月
二
三

　
（

日
）
の
記
事
を
中
心
と
し
て

　
前
漢
成
帝
、
永
始
二
年
二
月
癸
未
（
二
八
田
）
は
、
ユ
リ
ウ
ス
暦
・

紀
元
前
一
五
年
ム
ニ
月
二
三
日
、
グ
レ
ゴ
リ
イ
暦
で
は
三
月
二
五
日
に

あ
た
る
が
、
漢
書
…
巷
十
成
帝
紀
に
は
、
こ
の
日
に
か
け
「
夜
。
星
限

ち
る
こ
と
雨
の
如
し
」
と
見
え
る
。
こ
れ
だ
け
な
ら
、
さ
き
の
春
秋

荘
公
七
年
四
月
辛
卯
の
文
と
難
じ
く
、
古
来
の
通
解
「
流
星
」
で
か

た
ず
け
て
し
ま
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
は
、
同

じ
漢
書
の
他
の
箇
処
に
二
つ
も
、
同
一
現
象
に
対
し
て
の
異
っ
た
表

現
を
発
見
し
う
る
の
で
あ
る
。
次
に
そ
の
二
つ
の
史
料
に
言
及
し
た

い
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、
年
月
日
は
等
し
く
永
始
二
年
二
月
癸

未
の
同
日
に
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
、
五
行
志
下
之
下
を
見
よ
う
。
そ
こ
に
は
「
夜
。
中
ば
を
過

ぎ
、
星
瞑
ち
る
こ
と
雨
の
ご
と
し
。
長
さ
一
、
二
丈
。
直
営
と
し
て

い
ま
だ
地
に
至
ら
ず
し
て
滅
す
。
難
鳴
に
至
っ
て
止
む
。
」
と
あ
る
。

「
星
限
ち
る
こ
と
雨
の
ご
と
し
」
ま
で
は
、
本
紀
に
変
ら
な
い
が
、

そ
の
次
の
「
長
さ
一
」
二
丈
、
繹
繹
と
し
て
未
だ
地
に
至
ら
ず
し
て

滅
す
」
と
い
う
く
だ
り
は
、
こ
こ
に
い
う
現
象
が
オ
ー
ロ
ラ
な
る
こ

と
を
推
測
せ
し
む
る
に
、
甚
だ
有
力
な
手
が
か
り
を
提
供
す
る
も
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
こ
と
を
説
明
す
る
に
は
、
オ
ー
ロ
ラ
そ

の
も
の
に
つ
い
て
の
自
然
科
学
的
知
識
を
少
し
く
必
要
と
し
よ
う
。

次
に
そ
れ
を
か
か
げ
る
。

　
太
陽
は
、
光
だ
け
で
な
く
、
荷
電
粒
子
を
も
常
に
放
出
し
て
い
る
。

こ
の
物
質
流
の
こ
と
を
、
最
近
で
は
太
陽
風
と
呼
ん
で
い
る
。
地
球

は
一
つ
の
巨
大
な
磁
石
で
あ
り
、
そ
の
磁
場
が
、
太
陽
風
の
罫
書
に

抗
し
て
、
地
球
の
ま
わ
り
に
地
球
の
勢
力
範
囲
と
も
称
す
べ
き
空
間

を
保
た
せ
て
い
る
っ
地
球
の
外
か
ら
眺
め
る
と
、
地
球
の
勢
力
範
囲
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空
間
は
、
風
に
吹
き
流
さ
れ
る
鯉
の
ぼ
り
や
彗
星
の
よ
う
に
尾
を
引

い
た
形
を
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
太
陽
風
は
青
女
強
く
吹
き
つ
け

る
こ
と
が
あ
り
、
そ
ん
な
時
に
は
地
球
勢
力
範
囲
空
間
は
押
し
ち
ぢ

め
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
赤
道
上
空
数
万
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
で

は
、
地
球
大
気
構
成
原
子
（
主
と
し
て
水
素
原
子
核
、
す
な
わ
ち
プ
ロ
ト

ン
）
や
電
子
は
、
そ
の
は
ず
み
で
地
球
磁
力
線
に
沿
っ
て
南
北
磁
軸

極
付
近
、
い
わ
ゆ
る
オ
ー
ロ
ラ
帯
の
上
空
に
降
り
そ
そ
い
で
く
る
。

さ
て
、
地
球
の
磁
軸
を
と
り
ま
い
て
約
二
、
四
〇
〇
㎞
の
環
状
を
な

す
オ
ー
ロ
ラ
帯
の
上
空
に
集
っ
て
来
た
水
素
原
子
核
や
電
子
は
、
磁

力
線
に
沿
い
、
地
表
め
が
け
て
大
気
中
に
突
入
す
る
。
そ
の
時
の
速

さ
は
毎
秒
一
、
○
○
○
～
五
、
○
○
○
㎞
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の

際
、
大
気
中
の
酸
素
や
窒
素
の
原
子
や
分
子
と
衝
突
し
、
そ
の
結
果
、

こ
れ
ら
の
原
子
や
分
子
は
光
を
発
し
得
る
よ
う
な
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
状

態
に
な
っ
た
り
、
ま
た
電
離
さ
れ
て
電
子
を
放
出
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
地
上
か
ら
眺
め
た
こ
の
光
を
わ
れ
わ
れ
は
か
ー
ロ
ラ
と
名

付
け
る
の
で
あ
る
が
、
地
上
か
ら
望
見
す
る
も
の
の
立
場
に
立
っ
て
、

も
う
一
度
さ
き
に
述
べ
た
現
象
を
説
明
し
直
し
て
み
よ
う
。
地
球
を

と
り
ま
く
大
気
を
次
第
に
さ
か
の
ぼ
る
と
、
分
子
状
の
窒
素
ガ
ス
、
．

そ
の
上
に
原
子
状
の
酸
素
ガ
ス
を
主
成
分
と
す
る
層
な
ど
、
各
種
の

ガ
ス
層
が
あ
る
。
南
北
濫
費
極
付
近
の
オ
ー
ロ
・
ラ
帯
上
空
に
集
っ
て

き
た
前
述
の
粒
子
が
、
磁
力
線
に
沿
っ
て
地
表
め
が
け
て
突
入
し
て

く
る
と
き
、
こ
れ
ら
原
子
状
あ
る
い
は
分
子
状
の
ガ
ス
層
を
く
ぐ
り

抜
け
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
際
発
光
現
象
が
起
る
こ
と
は
前
述
の
説

明
で
明
ら
か
で
あ
ろ
う
し
、
ガ
ス
層
の
相
違
に
よ
っ
て
光
の
色
に
ち

が
い
を
生
ず
る
こ
と
も
ネ
オ
ン
の
色
の
場
合
に
ひ
き
く
ら
べ
て
容
易

に
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
い
ま
の
場
合
必
要
な
こ

と
は
、
地
球
外
か
ら
の
粒
子
が
、
右
の
ガ
ス
層
に
突
入
し
た
時
に
光

を
発
し
、
こ
れ
が
地
上
か
ら
光
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
光

は
粒
子
が
ガ
ス
層
を
く
ぐ
り
抜
け
る
引
続
き
、
粒
子
が
こ
の
ガ
ス
層

を
も
は
や
通
り
抜
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
そ
の
中
に
埋
ま
っ
て
し
ま
え

ば
、
消
え
て
見
え
な
く
な
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
重

要
な
こ
と
は
、
か
よ
う
な
光
は
、
こ
れ
を
地
上
か
ら
見
れ
ば
、
無
数

の
線
状
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
地
球
外
か
ら
飛
ん
で
く
る

粒
子
の
流
れ
は
、
ひ
じ
ょ
う
に
大
き
な
幅
を
持
ち
、
長
く
っ
つ
く
大

河
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
か
よ
う
な
粒
子
は
、
次
か
ら
次
へ

と
相
い
続
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
い
ず
れ
も
、
磁
力
線

に
沿
っ
て
落
ち
て
く
る
の
で
、
無
数
の
光
り
の
平
行
線
と
し
て
地
上

か
ら
眺
め
ら
れ
る
場
合
が
起
り
得
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
が
線
構
造
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オ
ー
ロ
ラ
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
以
上
を
頭
に
入
れ
て
も
ら

っ
た
上
で
、
話
を
本
論
に
か
え
し
、
漢
書
五
行
志
の
前
掲
文
に
立
ち

か
え
ろ
う
。

　
　
星
限
ち
る
こ
と
雨
の
ご
と
し
。
長
さ
一
、
二
丈
。
繹
繹
と
し
て
い
ま
だ

　
地
に
至
ら
ず
し
て
減
す
。

　
地
球
外
か
ら
の
粒
子
の
流
れ
が
、
オ
ー
ロ
ラ
帯
の
大
気
中
に
突
入

し
て
く
る
と
、
酸
素
や
窒
素
な
ど
の
ガ
ス
層
に
ぶ
つ
つ
か
っ
て
光
を

発
す
る
。
そ
れ
は
、
磁
力
線
に
沿
っ
た
相
い
連
続
す
る
線
状
の
光
と

し
て
肉
眼
に
映
ず
る
。
な
る
ほ
ど
、
「
星
斗
ち
る
こ
と
雨
の
ご
と
し
」

と
い
え
よ
う
。
光
は
ガ
ス
層
の
上
端
で
発
し
、
入
射
粒
子
が
ガ
ス
の

中
に
埋
も
れ
て
し
ま
う
と
消
減
す
る
。
光
の
継
続
し
て
い
る
そ
の
間

の
長
さ
を
眼
で
と
ら
え
て
「
長
さ
＝
一
丈
」
と
表
現
し
た
わ
け
で
あ

一
る
。
次
に
い
う
「
繹
繹
」
と
は
何
か
、
漢
書
の
師
古
注
に
は
「
光
采

貌
」
と
い
い
、
諸
橋
・
大
漢
和
辞
典
な
ど
に
も
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
引

用
し
て
い
る
が
、
わ
た
く
し
は
こ
こ
で
の
繹
繹
は
、
同
辞
典
に
も
あ

げ
て
い
る
他
の
解
釈
、
　
「
相
い
連
な
る
さ
ま
。
絶
え
な
い
さ
ま
」
と

み
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
地
球
外
か
ら
の
粒
子
の
流
れ
は
、

長
時
間
続
く
こ
と
が
め
ず
ら
し
く
な
い
か
ら
、
次
か
ら
次
へ
と
絶
え

間
な
く
、
光
の
線
が
続
く
。
　
「
要
心
」
と
は
ぴ
た
り
の
形
容
で
あ
ろ

う
。
次
は
「
未
だ
地
に
至
ら
ず
し
て
滅
す
」
の
文
で
あ
る
。
オ
ー
ロ

ラ
の
下
端
は
地
上
八
○
㎞
を
下
る
こ
と
は
め
つ
た
に
な
く
、
一
一
〇

㎞
が
最
も
ふ
つ
う
、
時
に
は
三
〇
〇
～
四
〇
〇
㎞
の
も
の
も
あ
る
と

い
わ
れ
る
か
ら
「
地
に
至
ら
ず
し
て
滅
す
」
と
は
ひ
じ
ょ
う
に
正
確

な
観
察
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
あ
た
り
で
も
う
一
度
、
春
秋
荘
公
七
年
の
経
文

以
来
の
「
星
限
ち
る
こ
と
雨
の
ご
と
し
」
と
い
う
文
自
体
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。
古
来
、
お
そ
ら
く
侮
人
も
こ
の
文
中
の
星
を
流
星

と
解
し
て
疑
わ
ず
、
そ
の
こ
と
は
あ
る
程
度
自
然
科
学
を
学
ば
れ
た

は
ず
の
現
代
の
経
学
者
や
中
国
史
学
者
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
流
星
と
い
え
ば
、
最
も
有
名
な
毎
年
十
一
月
十
四
～
十
九
日

に
あ
ら
わ
れ
る
獅
子
座
の
流
星
群
な
ど
に
つ
い
て
考
え
て
見
て
も

「
雨
の
ご
と
し
」
と
か
「
繹
繹
」
と
い
う
よ
う
な
形
容
が
は
た
し
て

ほ
ん
と
う
に
当
っ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
に
流
星
を
観
察

す
れ
ば
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
が
、
か
な
り
流
星
が
多
く
見
ら
れ
る
夜

で
も
、
そ
れ
は
決
し
て
「
繹
繹
　
　
装
い
連
続
し
て
、
絶
え
直
な

く
」
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
そ
の
飛

び
方
を
見
て
い
る
と
、
一
つ
ま
た
一
つ
。
ぴ
ゆ
う
、
ぴ
ゆ
う
、
と
い

う
風
で
、
方
角
も
思
い
思
い
で
あ
り
、
決
し
て
連
続
し
て
「
雨
の
こ
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と
し
」
と
は
い
い
が
た
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
「
星
影
ち
る

こ
と
雨
の
ご
と
し
」
と
最
初
に
記
し
た
人
は
、
決
し
て
流
星
の
形
容

と
し
て
こ
れ
を
書
い
た
の
で
は
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
星
と
い

え
ば
「
恒
星
・
遊
星
・
流
星
・
彗
星
」
の
い
ず
れ
か
に
限
る
と
し
か

解
し
得
な
い
後
世
の
あ
わ
て
老
が
、
こ
れ
を
流
星
と
き
め
つ
け
て
し

ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
ぬ
こ
と
も
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
さ
き
に

述
べ
た
オ
ー
ロ
ラ
に
対
す
る
自
然
科
学
的
な
説
明
と
、
こ
れ
を
適
用

し
て
の
漢
書
五
行
志
に
対
す
る
私
の
解
釈
を
読
ん
だ
上
で
、
漢
書
成

帝
紀
・
五
行
志
に
見
え
る
問
題
の
「
星
険
ち
る
こ
と
雨
の
如
七
」
の

「
星
」
は
、
「
大
空
に
、
夜
、
光
る
も
の
」
と
し
て
の
意
味
で
使
わ

れ
た
も
の
で
、
実
体
は
オ
ー
ロ
ラ
を
指
す
と
解
す
る
方
が
妥
当
で
あ

る
か
、
そ
れ
と
も
や
は
り
「
流
星
」
と
解
す
る
方
が
正
し
い
か
、
も

う
一
度
と
っ
く
り
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
あ
る
。
私
も
春
秋
経

文
・
漢
書
成
帝
紀
だ
け
の
史
料
で
は
「
星
唄
ち
る
こ
と
雨
の
如
し
」

の
「
星
」
を
オ
ー
ロ
ラ
・
流
星
の
い
ず
れ
と
も
決
し
が
た
く
、
た
だ
、

オ
ー
ロ
ラ
と
解
し
た
方
が
よ
り
妥
当
で
は
な
い
か
と
、
い
い
得
る
に

す
ぎ
な
い
。
し
か
し
同
一
現
象
に
対
す
る
五
行
志
の
文
を
得
て
、
こ

れ
は
線
構
造
の
オ
ー
ロ
ラ
を
い
う
も
の
で
あ
る
と
の
確
信
を
大
き
く

一
歩
前
進
し
え
た
よ
う
に
感
じ
た
。
そ
れ
が
、
さ
ら
に
漢
書
天
文
志

の
文
を
対
照
す
る
に
及
ん
で
、
こ
れ
こ
そ
ま
ぎ
れ
も
な
い
線
構
造
の

オ
ー
ロ
ラ
現
象
を
き
わ
め
て
た
く
み
に
的
確
に
と
ら
え
た
貴
重
な
史

料
で
あ
る
と
の
確
信
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
前
掲
五
行
志
の
文
に
つ
い
て
い
ま
一
つ
注
意
す
べ
き

点
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
こ
こ
に
時
刻
に
つ
い
て
の
ひ
じ

ょ
う
に
明
確
な
記
載
の
存
す
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
問
題
と
し
て
い

る
極
光
に
つ
い
て
、
同
じ
漢
書
の
な
か
に
、
成
帝
紀
・
五
行
志
・
天

文
志
と
三
種
の
史
料
の
存
す
る
こ
と
は
、
い
ま
詳
述
す
る
通
り
で
あ

る
が
、
成
帝
紀
と
天
文
志
に
は
、
時
刻
を
示
す
も
の
と
し
て
単
に

「
夜
」
と
し
か
記
載
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
五
行
志
に
は
「
夜
、
中

ば
を
過
ぎ
…
…
難
鳴
に
至
っ
て
止
む
」
と
さ
ら
に
時
刻
を
明
示
す
る

も
の
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
問
題
の
オ
ー
ロ
ラ
は
、
永
始
二
年

二
月
癸
未
（
二
八
日
）
の
夜
で
は
あ
る
が
、
ま
夜
な
が
過
ぎ
、
正
確

に
い
え
ば
二
月
甲
申
（
二
九
日
）
に
入
っ
た
頃
か
ら
始
ま
り
難
鳴
ま
で

続
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
こ
れ
を
太
陽
暦
に

直
し
て
、
さ
き
に
ユ
リ
ウ
ス
暦
・
紀
元
前
一
五
年
三
月
二
三
日
、
グ

レ
ゴ
リ
イ
暦
三
月
二
五
日
と
記
し
て
お
い
た
の
も
、
さ
ら
に
正
確
を

期
す
る
な
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
日
を
進
め
、
三
月
二
四
目
、
三
月
二
六

日
午
前
○
時
か
ら
難
鴨
ま
で
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
私
の
長
く
手
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が
け
て
ぎ
た
地
震
に
つ
い
て
も
、
発
震
時
を
で
き
る
だ
け
限
定
さ
れ

た
時
刻
で
と
ら
え
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
そ
の
た
め
い
つ
も
資
料
の

蒐
集
に
注
意
し
て
き
た
が
、
オ
ー
ロ
ラ
に
つ
い
て
は
、
同
一
極
光
に

関
し
東
西
両
部
の
史
料
を
対
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
な
ど
、
こ
、

と
に
そ
の
点
へ
の
注
意
が
喚
起
さ
れ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
紀
元

前
耐
五
年
と
い
う
よ
う
な
古
い
記
録
に
つ
い
て
、
中
国
で
は
オ
：
ロ

ラ
出
現
の
時
刻
を
か
く
ま
で
正
確
に
と
ら
え
得
る
も
の
の
あ
る
こ
と

を
発
見
す
る
の
は
、
西
洋
の
オ
ー
ロ
ラ
史
料
に
つ
い
て
は
、
は
る
か

後
代
ま
で
、
時
刻
は
お
ろ
か
、
日
を
も
、
時
に
は
月
さ
え
確
め
得
な

い
史
料
の
多
い
こ
と
と
考
え
あ
わ
せ
、
そ
の
自
然
科
学
的
資
料
と
し

て
の
優
秀
性
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
次
第
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
鶏
鳴
と
は
何
時
頃
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
国
に

お
い
て
も
、
鶏
鳴
を
も
っ
て
時
刻
を
指
す
に
用
う
る
こ
と
は
、
戦
国

時
代
の
か
の
孟
嘗
君
の
故
事
に
も
み
ら
れ
る
如
く
由
来
す
る
と
こ
ろ

久
し
い
も
の
が
あ
ろ
う
が
、
鶏
鳴
は
呼
ん
で
字
の
如
く
、
鶏
の
鳴
く

時
刻
、
い
わ
ゆ
る
一
番
ど
り
の
鳴
く
頃
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
諸
橋
大
漢
和
辞
典
に
は
、
難
鳴
に
当
て
て
「
よ
あ

け
。
あ
か
つ
き
。
早
朝
。
午
前
二
時
頃
」
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
こ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
出
蜘
は
・
い
ず
れ
も
鶏
鳴
を
か
よ
う
に
解

し
て
よ
い
と
い
う
証
拠
に
は
な
ら
訟
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
「
午

前
二
時
頃
」
と
い
う
よ
う
に
限
定
し
て
し
ま
う
と
、
こ
れ
は
季
節
を

問
わ
ず
絶
対
的
時
間
と
な
り
、
　
「
よ
あ
け
。
あ
か
つ
き
」
と
い
う
解

釈
と
さ
え
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
断
っ
て
お

き
た
い
が
、
た
い
へ
ん
鶏
鳴
に
こ
だ
わ
る
よ
う
に
み
え
る
の
は
、
鶏

鳴
が
オ
ー
ロ
ラ
出
現
の
時
刻
に
関
し
中
国
に
お
い
て
古
く
か
ら
用
い

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
実
は
こ
れ
が
欧
州

の
極
光
史
料
に
関
し
て
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、
現
行
の
時
間
に
当
て

は
め
て
の
問
題
を
も
う
少
し
確
め
て
お
き
た
い
と
い
う
意
図
が
あ
る

か
ら
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
ブ
リ
ッ
ツ
の
極
光
年
表
、
九
三
七
年
二
月
一

四
日
の
項
に
く
0
5
缶
①
貯
お
瞬
拐
。
｝
肖
鼠
ぼ
ω
N
質
ヨ
6
9
σ
q
＄
帥
P
げ
把
。
げ

び
ご
試
σ
q
Φ
U
選
N
①
昌
ρ
口
着
旧
φ
円
げ
Φ
隣
①
鵠
α
①
。
。
国
一
引
戸
9
ω
・
と
記
さ

れ
て
い
る
。
　
こ
こ
で
は
、
国
ρ
げ
器
。
ω
o
鐸
鉱
（
鶏
鳴
）
と
6
轡
σ
q
①
る
・
ρ
㌣

σ
謡
。
財
（
夜
明
け
）
は
同
時
で
は
な
く
、
そ
の
間
に
時
間
の
経
過
を
考

え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
鶏
鳴
が
夜
明
け
に
先
き
立
ち
、

ま
だ
夜
が
明
け
て
い
な
い
状
態
に
当
て
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も

た
し
か
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
西
洋
で
の
鶏
鳴
の
用
法
を
中
国
に
も
適

用
で
き
る
か
ど
う
か
、
私
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
中
国

に
お
い
て
も
、
時
刻
は
、
現
在
の
よ
う
に
時
計
の
示
す
絶
対
的
な
年
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中
不
変
の
も
の
で
は
な
く
、
季
節
、
日
出
・
日
没
に
左
右
さ
れ
る
可

動
的
な
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る
方
が
普
遍
的
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
か
ら
、
鶏
鳴
も
午
前
二
時
頃
と
い
う
よ
う
な
と
牡
え
か
た
は
無
理

な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
「
夜
明
け
」

と
解
す
べ
き
か
、
　
「
夜
明
け
に
温
き
立
つ
ま
だ
暗
い
時
刻
」
と
解
す

べ
き
か
、
さ
ら
に
は
、
欧
州
に
お
い
て
頃
勲
げ
器
島
。
耳
魚
に
当
て
だ

い
た
い
い
ま
の
何
時
頃
と
い
う
通
念
が
存
在
し
た
の
か
否
か
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
と
、
私
に
は
不
明
で
あ
り
、
あ
わ
せ
て
教
示
に
与
り

た
い
と
い
う
こ
と
を
申
し
添
え
て
お
く
ぬ

　
さ
て
、
五
行
志
の
文
に
つ
い
て
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
て
、
次
は
天

文
志
の
一
文
に
移
ろ
う
。

　
　
夜
、
東
方
に
赤
色
あ
り
。
大
い
さ
三
、
四
囲
、
長
さ
二
、
三
丈
。
索
索

　
と
し
て
樹
の
ご
と
し
。
南
方
に
大
い
さ
四
、
五
囲
な
る
あ
り
。
下
行
す
る

　
こ
と
十
余
者
。
皆
な
地
に
至
ら
ず
し
て
減
す
。

　
こ
こ
に
は
、
成
帝
紀
や
五
行
志
に
見
た
よ
う
な
「
星
阪
ち
る
こ
と

雨
の
ご
と
し
」
の
文
は
な
く
、
前
二
者
と
は
余
り
に
異
な
る
叙
述
に
、

こ
れ
は
前
の
も
の
と
は
異
な
る
現
象
を
い
う
も
の
で
は
な
い
か
と
の

印
象
を
受
け
る
人
も
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
少
し
く
オ

ー
ロ
ラ
に
つ
い
て
の
知
識
の
あ
る
得
な
ら
、
こ
れ
が
同
夜
観
測
さ
れ

た
線
構
造
を
持
つ
同
一
オ
ー
ロ
ラ
に
つ
い
て
の
他
の
面
か
ら
の
表
現

に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
を
容
易
に
気
付
か
れ
る
に
相
違
な
い
。
と
こ
ろ

で
、
こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
考
え
て
お
き
た
い
の
は
、
漢
書
の
成
帝
紀
・

五
行
志
・
天
文
志
に
見
え
る
前
掲
三
つ
の
文
は
、
　
「
ど
こ
で
、
溜
れ

に
よ
っ
て
観
測
さ
れ
た
も
の
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
か
」
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
観
測
地
点
は
ど
れ
に
も
書
い
て
な
い
が
、
こ
れ
が
前
漢

の
都
・
長
安
で
あ
る
こ
と
に
は
疑
を
容
れ
る
余
地
が
な
い
と
思
わ
れ

る
。
次
ぎ
に
、
漢
書
の
も
と
に
な
っ
た
資
料
の
原
文
が
採
れ
の
手
に

な
っ
た
か
と
い
え
ば
、
こ
れ
は
長
安
に
置
か
れ
た
国
立
天
文
台
員
の

手
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
も
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
事
実
で
あ
ろ
う
。

漢
代
に
つ
い
て
い
え
ば
、
前
漢
で
は
長
安
、
後
漢
で
は
洛
陽
、
そ
れ

ぞ
れ
の
都
に
国
立
天
文
台
が
置
か
れ
、
専
門
に
訓
練
さ
れ
た
台
員
が

日
夜
刻
女
の
天
文
・
気
象
の
変
化
を
観
測
し
こ
れ
を
記
録
に
残
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
の
原
文
は
窺
う
を
得
な
い
が
、
正
史

の
天
文
志
・
五
行
志
・
本
紀
な
ど
に
記
載
さ
れ
て
い
る
関
係
記
事
は
、

か
か
る
も
の
が
も
と
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
も
し
そ

う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
長
安
上
空
に
現
わ
れ
た
変
化
に
対
す
る

観
測
記
録
は
、
当
時
に
あ
・
て
は
最
も
訓
練
さ
れ
た
専
門
家
の
す
る
鵬

ど
い
眼
に
よ
っ
て
的
確
に
と
ら
え
ら
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
わ
け
で
　
7
3



あ
る
。
而
も
そ
れ
は
よ
ほ
ど
異
常
な
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。
豊
代
よ
り
は
ず
っ
と
後
の
明
代
の
史
料
に
よ
る
も
の

で
あ
る
が
、
天
文
台
員
に
よ
る
観
測
は
よ
ほ
ど
細
か
い
現
象
に
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

及
び
、
そ
れ
を
一
々
的
確
に
記
録
し
て
お
い
た
も
の
ら
し
い
。
こ
れ

ら
天
文
・
気
象
関
係
の
原
史
料
の
う
ち
正
史
の
天
文
志
や
五
行
志
な

ど
に
と
り
入
れ
ら
れ
る
も
の
は
、
か
な
り
顕
著
な
現
象
に
限
ら
れ
而

も
原
文
に
対
し
て
も
よ
ほ
ど
の
削
除
が
加
え
ら
れ
る
場
合
の
あ
っ
た

ろ
う
こ
と
も
容
易
に
想
像
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
ま
問

題
と
し
て
い
る
成
帝
紀
・
五
行
志
・
天
文
志
に
見
る
三
つ
の
文
章
に

対
し
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
私
は
、
天
文
台
員
の
手
に
な
っ
た
原
文

は
、
お
そ
ら
く
、
こ
れ
ら
三
者
の
記
事
を
合
わ
し
て
一
つ
に
し
た
も

の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
も
っ
と
詳
し
く
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た

ろ
う
か
と
想
像
す
る
の
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
オ
ー
ロ
ラ
の
実
際
を
見

聞
し
た
こ
と
も
、
こ
れ
に
対
す
る
関
心
も
薄
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
漢

書
の
編
者
に
よ
っ
て
、
原
文
が
ば
ら
ば
ら
に
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立

し
た
一
文
に
作
り
直
さ
れ
て
、
成
帝
紀
・
五
行
志
・
天
文
志
に
分
割

掲
載
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
成
帝
紀

と
五
行
志
の
両
文
を
比
較
し
て
、
こ
れ
が
同
一
現
象
に
対
す
る
、
老
い

異
な
る
表
現
で
あ
る
こ
と
に
は
何
人
も
異
存
が
な
か
ろ
う
。
と
こ
ろ

で
、
今
の
問
題
た
る
五
行
志
と
天
文
志
の
両
文
に
つ
い
て
は
ど
う
で

あ
ろ
う
。
こ
こ
に
も
明
ら
か
に
同
一
現
象
に
対
す
る
記
述
が
存
在
す

る
。
そ
れ
は
「
未
だ
地
に
至
ら
ず
し
て
滅
す
」
と
い
い
、
　
「
皆
な
地

に
至
ら
ず
し
て
滅
す
」
と
い
う
部
分
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
天

文
志
の
方
に
は
、
本
紀
に
も
五
行
志
に
も
あ
っ
た
「
星
限
ち
る
こ
と

雨
の
ご
と
し
」
と
い
う
文
は
な
く
、
両
者
に
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
か

っ
た
「
葉
方
に
は
三
か
か
え
四
か
か
え
ほ
ど
の
太
さ
で
、
長
さ
は
二

三
丈
、
南
方
に
は
四
か
か
え
五
か
か
え
ほ
ど
で
長
さ
十
余
上
程
の
赤

色
（
の
柱
の
ご
と
き
も
の
）
が
現
わ
れ
ゆ
ら
ゆ
ら
樹
木
の
ご
と
く
（
動

い
た
）
」
と
見
え
る
。
こ
の
場
合
も
「
斜
な
地
に
至
ら
ず
し
て
滅
す
」

で
あ
る
か
ら
、
上
空
の
あ
る
誤
聞
で
輝
き
は
じ
め
た
光
が
下
行
し
て

あ
る
箇
処
で
消
え
、
光
の
継
続
し
て
い
る
長
さ
が
コ
一
、
三
下
」
あ
る

い
は
「
十
四
丈
」
と
見
ら
れ
た
の
に
相
違
な
く
、
こ
こ
で
は
特
に
漢

書
自
体
に
も
「
下
行
十
余
業
」
と
「
下
行
」
の
二
字
を
用
い
て
い
る

こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
観
測
さ
れ
た
長
さ
に
色
々
な
相
違
が
見
ら
れ

る
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
地
表
め
が
け
て
突
入
し
て
く
る
粒

子
と
上
層
の
ガ
ス
の
状
態
に
よ
っ
て
、
光
を
発
す
る
上
端
と
消
滅
す

る
下
端
と
の
間
、
す
な
わ
ち
光
の
継
続
す
る
長
さ
に
相
違
を
生
ず
る

と
い
う
こ
と
で
、
む
し
ろ
そ
の
方
が
事
実
を
正
し
く
把
え
て
い
る
と
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い
う
べ
き
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
以
上
の
説
明
の
諸
点
に
つ
い
て
は
、

参
考
と
し
て
掲
げ
た
写
真
と
対
照
し
て
考
察
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、

必
ず
諒
解
さ
れ
る
と
信
ず
る
。
こ
の
点
は
、
以
下
の
文
の
関
係
妙
処

に
つ
い
て
も
下
様
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
天
文
志
の
文
は
、
こ
れ
を

要
す
る
に
「
上
空
に
、
東
方
に
も
南
方
に
も
赤
い
柱
の
よ
う
な
も
の

が
出
現
し
、
ゆ
れ
動
い
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
こ
そ
、

線
構
造
の
オ
ー
ロ
ラ
が
あ
ち
こ
ち
に
出
現
し
、
ゆ
れ
動
い
て
移
動
す

る
さ
ま
を
述
べ
だ
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
「
赤
色
」
と
い
う
の
は
、

オ
ー
ロ
ラ
に
最
も
普
遍
的
な
色
の
一
つ
で
、
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
の
史
料
を

見
て
も
、
　
「
赤
色
」
と
か
「
火
の
よ
う
に
燃
え
る
」
と
か
い
う
オ
ー

ロ
ラ
の
色
に
対
す
る
形
容
が
き
わ
め
て
多
い
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に

い
う
と
、
赤
色
の
ほ
か
に
多
く
見
ら
れ
る
の
は
、
緑
か
黄
緑
か
で
あ

る
。
赤
と
い
う
の
は
、
粒
子
が
原
子
状
の
酸
素
ガ
ス
層
を
突
進
す
る

際
に
生
ず
る
色
で
あ
る
こ
と
が
ス
ペ
ク
ト
ル
分
析
で
知
ら
れ
て
い
る
。

カ
ラ
ー
で
と
っ
た
オ
ー
ロ
ラ
の
映
画
で
も
見
ら
れ
れ
ば
、
す
ぐ
わ
か

る
こ
と
で
あ
る
が
、
問
題
の
天
文
志
の
一
文
に
い
う
と
こ
ろ
に
類
似

の
現
象
は
し
ば
し
ば
こ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
で
に
五
行
志

の
「
星
限
ち
る
こ
と
雨
の
ご
と
し
、
長
さ
＝
一
丈
、
繹
繹
と
し
て
未

だ
地
に
至
ら
ず
し
て
滅
す
」
と
い
う
文
に
よ
っ
て
、
こ
れ
が
線
構
造

の
オ
ー
ロ
ラ
で
は
な
い
か
と
い
う
推
定
を
立
て
た
が
、
天
文
志
の
文

と
対
照
し
て
一
層
そ
の
誤
ら
ざ
る
を
確
信
す
る
に
至
っ
た
。
だ
い
た

い
、
線
構
造
の
オ
ー
ロ
ラ
は
形
の
変
化
・
場
所
の
移
動
が
は
げ
し
い

と
い
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
も
、
実
際
に
は
文
面
以
上
の
は
げ
し
い
変

化
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、
天
文
志
の
文
に
対

し
て
、
こ
れ
を
極
光
史
料
と
見
る
う
え
に
た
だ
一
つ
難
点
が
考
え
ら

れ
る
。
そ
れ
を
も
披
歴
し
、
あ
わ
せ
て
私
見
を
加
え
て
お
き
た
い
。

難
点
と
い
う
の
は
、
文
中
、
オ
ー
ロ
ラ
出
現
の
方
角
を
「
東
方
」
と

い
い
「
南
方
」
と
い
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
移
動
性
オ
」
ロ
ラ
は
同

時
に
あ
ち
こ
ち
に
出
現
す
る
こ
と
が
多
い
か
ら
多
方
面
に
見
え
て
も

不
都
合
は
な
い
が
、
　
観
測
点
が
長
安
（
北
緯
三
四
度
一
六
分
。
昏
昏
一

〇
八
度
五
四
分
）
で
あ
る
場
合
、
オ
ー
ロ
ラ
が
全
天
中
の
真
東
、
こ
と

に
真
南
だ
け
に
現
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
考
え
ら
れ
惹
。
真

東
、
真
南
を
地
平
線
に
近
い
と
こ
ろ
と
考
え
れ
ば
一
層
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。
か
か
る
難
点
に
対
し
て
の
解
決
策
と
し
て
わ
た
く
し
は
次
の

よ
う
に
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
今
日
わ
れ
わ
れ
は
、
観
測

記
録
の
原
文
そ
の
も
の
を
見
得
な
い
が
、
既
述
の
本
紀
・
五
行
志
の

両
文
か
ら
「
少
く
と
も
二
、
三
時
間
は
続
い
た
顕
著
な
線
構
造
の
オ
ー

ロ
ラ
が
現
わ
れ
た
」
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
天
文
志
の
文
は
そ
の
う
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ち
特
に
著
し
い
現
象
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
す
る
。
か
か
る

認
識
を
も
と
に
し
て
、
い
ま
問
題
と
し
て
い
る
方
角
に
つ
い
て
は
次

ぎ
の
よ
う
に
推
定
す
る
次
第
で
あ
る
。
「
東
方
」
と
い
い
、
　
「
南
方
」

と
い
い
、
そ
れ
は
オ
ー
ロ
ラ
相
互
間
の
相
対
的
な
位
置
に
関
し
て
言

わ
れ
た
も
の
で
、
観
測
者
は
長
安
に
あ
っ
て
、
北
方
の
空
を
仰
い
で
、

こ
れ
を
記
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
要
す
る

に
、
北
方
に
向
い
て
い
る
観
測
者
か
ら
見
て
の
相
対
的
方
角
と
し
て

の
「
東
方
」
　
「
南
方
」
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
長
々
と
説
明
を
加
え
た
が
、
以
上
に
よ
っ
て
、
前
漢
永
始

、
二
年
二
月
癸
未
夜
、
長
安
上
空
に
現
わ
れ
観
測
記
録
さ
れ
た
異
常
な

現
象
が
、
線
構
造
を
持
つ
移
動
性
オ
ー
ロ
ラ
に
相
違
な
い
こ
と
を
証

し
得
た
も
の
と
確
信
す
る
。
こ
の
確
信
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
わ
た
く
し

は
中
国
古
来
の
文
献
に
見
受
け
ら
れ
る
「
星
宮
ち
る
こ
と
爾
の
ご
と

し
」
の
実
体
が
、
流
星
で
は
な
く
オ
ー
ロ
ラ
で
あ
る
場
合
の
存
す
る

こ
と
を
強
く
主
張
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
少
く
と
も
、
い
ま
証

し
得
た
二
五
工
年
の
場
合
に
つ
い
て
は
確
か
に
オ
ー
ロ
ラ
で
、
こ
れ

を
流
星
と
解
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
と
積
極
的
に
主
張
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
荘
公
七
年
の
記
事
「
星
隈
ち
る
こ
と
雨
の
ご
と

し
」
だ
け
で
は
い
ず
れ
と
も
き
め
が
た
い
。
こ
れ
が
獅
子
座
流
星
群

で
な
い
こ
と
は
四
月
受
壷
と
い
う
月
日
に
明
ら
か
で
あ
る
が
、
一
般

的
に
い
っ
て
流
星
に
対
す
る
形
容
と
し
て
「
忽
ち
る
こ
と
雨
の
ご
と

し
」
が
は
た
し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
私
の
疑
問
は
こ
の
場
合

も
氷
解
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
　
「
星
限
ち
る
こ
と

雨
の
ご
と
し
」
の
文
に
対
し
て
古
来
誰
れ
が
、
こ
れ
を
線
状
オ
ー
ロ

ラ
に
当
て
て
考
え
た
も
の
が
あ
ろ
う
か
。
干
古
人
の
疑
わ
ざ
る
、
人

の
言
わ
ざ
る
事
実
を
発
見
す
る
と
同
時
に
、
中
国
文
献
中
の
オ
ー
ロ

ラ
史
料
を
世
界
的
立
場
か
ら
現
代
自
然
科
学
の
脚
光
に
照
し
出
さ
ん

と
す
る
興
味
は
、
前
人
未
踏
の
か
か
る
立
証
の
上
に
油
然
と
し
て
湧

く
の
で
あ
る
。

　
の
　
真
書
天
文
志
、
天
祐
二
年
三
月
乙
丑
六
日
（
九
〇
五
年
四
月
一
三
日
）

　
（

の
記
藝
を
め
ぐ
っ
て

　
ま
ず
問
題
と
す
べ
き
文
を
掲
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
　
天
祐
二
年
。
三
月
乙
丑
（
六
日
）
。
夜
中
。
大
星
、
中
天
よ
り
出
ず
る

　
あ
り
。
五
斗
の
器
の
如
し
。
流
れ
て
西
北
に
至
る
。
地
を
去
る
こ
と
十
丈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
ば
か
り
に
し
て
止
ま
る
。
上
に
星
あ
り
。
芒
炎
火
の
如
し
。
赤
く
し
て
黄
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
長
さ
藍
玉
ば
か
り
に
し
て
蛇
行
す
。
小
嵩
み
な
動
き
て
東
南
し
、
其
の
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
ち
る
こ
と
雨
の
如
し
。
少
頃
に
し
て
没
す
。
あ
と
に
蒼
白
の
気
あ
り
。
竹

　
叢
の
如
く
、
上
っ
て
天
を
衝
く
。
　
中
の
色
、
啓
暦
（
ボ
ゥ
ボ
ゥ
く
ろ
い
さ
ま
）
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た
り
。

　
こ
こ
で
も
、
　
「
星
」
は
す
べ
て
「
夜
空
の
光
」
と
解
釈
す
れ
ば
よ

い
。
例
え
ば
「
有
大
星
出
中
天
」
は
、
　
「
大
き
な
光
が
中
天
か
ら
輝

き
出
し
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
　
「
上
有
星
芒
炎
昼
火
」
と

い
う
の
は
、
　
「
そ
の
上
に
さ
ら
に
発
す
る
光
が
あ
り
、
光
の
炎
は
火

の
よ
う
で
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
と
解
せ
ら
れ
る
。
そ
の
次
ぎ
に
あ

る
「
小
星
皆
動
而
東
南
。
其
隈
如
雨
」
と
い
う
の
を
、
特
に
こ
こ
で

の
問
題
と
し
た
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
決
し
て
多
く
の
小
流
星
が

東
南
に
流
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
ほ
ぼ
平
均
し
た
強
さ

の
光
の
線
か
ら
成
り
立
つ
線
構
造
の
オ
ー
ロ
ラ
は
、
小
さ
な
ふ
り
そ

そ
ぐ
光
の
平
行
線
と
し
て
眼
に
映
ず
る
の
で
、
　
こ
れ
を
「
小
星
皆

動
」
と
と
ら
え
た
の
は
、
ま
こ
と
に
た
く
み
で
的
確
な
表
現
と
感
ぜ

ら
れ
る
が
、
　
「
其
限
如
雨
」
と
い
う
点
を
注
意
し
て
欲
し
い
。
私
は
、

こ
れ
を
流
星
と
見
る
べ
き
で
は
な
く
、
線
構
造
の
オ
ー
ロ
ラ
の
無
数

の
線
状
の
光
を
指
す
も
の
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
と
い
う

主
張
を
重
ね
て
強
調
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
問
題
と
す

る
文
は
、
ま
こ
う
か
た
な
き
極
光
の
観
測
史
料
と
し
て
第
一
級
の
も

の
と
い
い
得
よ
う
。
そ
こ
に
は
、
大
き
く
分
け
て
、
四
つ
の
変
化
が

と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
冒
頭
の
引
用
文
に
ω
ω
㈹
紛
の
番
号
を
付
し

て
区
分
し
て
お
い
た
の
を
も
う
一
度
見
て
欲
し
い
。
刻
々
に
変
化
す

る
極
光
に
対
し
、
そ
の
「
出
現
・
消
滅
、
運
動
、
形
、
色
」
な
ど
に

つ
い
て
、
オ
ー
ロ
ラ
と
し
て
一
却
う
な
ず
け
る
た
く
み
な
描
写
は
、
，

観
測
者
が
一
〇
世
紀
に
お
け
る
科
学
者
と
し
て
の
資
格
十
分
な
る
こ

と
を
物
語
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
な
お
、
　
さ
き
に
も
記

し
て
お
い
た
よ
う
に
、
正
史
・
天
文
志
記
載
の
史
料
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
時
代
に
お
け
る
天
文
台
員
の
手
に
な
っ
た
観
測
記
録
そ
の
ま
ま
で

は
な
く
、
正
史
に
採
録
さ
れ
る
際
か
な
り
の
省
略
が
加
え
ら
れ
た
も

の
も
多
い
と
考
え
ら
れ
、
原
文
に
は
一
層
詳
細
に
極
光
の
様
子
を
ほ

う
ふ
っ
た
ら
し
め
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
も
想
像
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

　
の
　
明
代
、
嘉
靖
十
二
年
十
月
亡
子
七
日
（
一
五
三
三
年
一
〇
月
二
四
日
）

　
（

の
諸
史
料
に
つ
い
て

　
以
上
⑧
・
㈲
・
◎
に
用
い
た
史
料
は
、
そ
れ
ぞ
れ
前
七
・
夢
心
・

一
〇
世
紀
に
当
る
、
い
ず
れ
も
古
い
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
オ

ー
ロ
ラ
を
表
現
す
る
と
思
わ
れ
る
「
星
唄
如
雨
」
と
い
う
記
述
は
、

ず
っ
と
後
代
、
明
清
に
至
っ
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
先

秦
古
典
中
の
用
法
が
そ
の
ま
ま
の
ち
の
ち
ま
で
用
い
ら
れ
る
中
国
文

献
の
用
例
一
般
と
軌
を
一
つ
に
す
る
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
明
清
時
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代
の
も
の
の
う
ち
に
は
、
さ
す
が
に
具
体
的
資
料
を
多
く
備
え
た
も

の
が
発
見
さ
れ
る
。
い
ま
、
明
代
の
史
料
中
か
ら
そ
の
一
例
を
と
り

上
げ
て
、
こ
こ
で
も
「
星
含
量
雨
」
が
、
た
し
か
に
極
光
を
い
う
も

の
で
あ
る
ゆ
え
ん
を
立
証
し
て
み
た
い
と
考
え
る
。
そ
れ
に
つ
き
、

ま
ず
私
が
、
特
に
明
代
に
資
料
を
求
め
た
理
由
を
述
べ
て
お
こ
う
。

第
一
は
、
観
測
地
点
を
異
に
し
た
各
種
の
根
本
史
料
を
得
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
都
・
北
京
に
関
す
る
も
の
は
い
う
に
及
ば
ず
、

地
方
志
に
よ
る
独
自
の
史
料
の
存
在
に
よ
っ
て
》
広
範
囲
に
わ
た
る

多
く
の
地
点
か
ら
の
別
女
の
観
測
を
綜
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か

か
る
こ
と
は
、
地
方
志
を
根
本
史
料
と
な
し
得
る
明
代
ま
で
時
代
を

下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二

は
、
中
央
で
編
纂
さ
れ
た
根
本
史
料
と
し
て
、
正
史
川
明
史
の
ほ
か

に
、
さ
ら
に
そ
の
も
と
に
な
っ
た
明
実
録
が
存
在
す
る
た
め
、
首
都

に
あ
っ
た
国
立
天
文
台
の
記
録
を
、
正
史
の
天
文
志
だ
け
か
ら
類
推

す
る
よ
り
は
、
一
層
原
形
に
近
い
も
の
に
よ
っ
て
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
実
録
の
ほ
か
に
国
樒
に
も

こ
の
問
題
に
関
す
る
史
料
を
見
出
し
得
る
の
で
、
そ
れ
を
も
参
照
す

る
こ
と
に
し
た
い
。

　
さ
て
、
こ
れ
か
ら
問
題
に
す
る
の
は
、
嘉
靖
十
二
年
十
月
七
日
丙

七
夜
－
ユ
リ
ウ
ス
暦
・
一
五
三
三
年
一
〇
月
二
四
日
夜
、
そ
の
う
ち

で
も
特
に
ま
夜
な
が
か
ら
暁
に
か
け
て
（
ゆ
え
に
正
確
に
は
、
中
国
暦

＋
月
八
日
－
－
ユ
リ
ウ
ス
暦
～
○
月
二
五
日
）
、
少
く
と
も
河
北
・
山
西
・

山
東
・
野
江
4
省
の
各
地
か
ら
見
ら
れ
た
オ
ー
ロ
ラ
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
、
こ
の
オ
ー
ロ
ラ
に
つ
い
て
「
星
限
如
雨
」
と
記
す
史
料
は
、
，

す
べ
て
地
方
志
に
も
と
つ
く
も
の
で
、
実
録
・
明
史
に
は
こ
の
記
述

は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
ず
、
別
の
記
述
を
と
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ま

ず
「
星
蟹
隈
雨
」
と
記
す
諸
種
の
地
方
志
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に

し
よ
う
。

　
ま
ず
山
東
省
か
ら
は
じ
め
る
。
数
県
に
つ
い
て
の
観
測
記
録
が
あ

る
が
、
東
か
ら
西
へ
順
を
追
っ
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
第
一
は
安

邸
県
。
万
暦
一
七
安
丘
県
志
巻
一
上
総
紀
上
に

　
　
嘉
靖
十
二
年
癸
巳
。
冬
十
月
丙
子
。
夜
。
星
唄
如
雨
。

と
あ
る
。
次
ぎ
は
寿
光
県
で
あ
る
が
、
嘉
慶
五
寿
光
県
志
巻
九
食
貨
志

二
紀
年
に
も
い
ま
あ
げ
た
鳴
丘
県
志
と
同
文
を
発
見
す
る
。
次
ぎ
に

青
州
府
治
の
あ
っ
た
益
都
県
に
つ
い
て
い
う
と
、
同
触
手
に
は
、
嘉

靖
四
四
志
巻
五
天
文
志
災
祥
・
万
暦
四
三
志
望
二
＋
災
祥
に
等
し
く

　
　
嘉
靖
十
二
年
。
十
月
七
日
。
夜
半
至
暁
。
星
阪
如
雨
。

と
載
せ
て
い
る
。
鋸
草
県
や
寿
光
県
で
の
「
夜
」
が
こ
こ
で
は
「
夜
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半
か
ら
暁
ま
で
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
時
刻
の
限
定
は
、
の
ち

に
述
べ
る
嘉
靖
実
録
な
ど
に
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
ひ
じ
ょ
う

に
正
確
な
こ
と
が
わ
か
り
、
重
要
な
意
味
が
あ
る
。
然
る
に
、
光
緒

一二

O
益
都
県
図
志
巻
六
大
事
志
下
に
見
る
史
料
は
、
旧
藩
志
に
出
典
す

る
と
記
す
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
時
刻
に
関
す
る
点
が
ぼ
や
け
て

し
ま
い

　
　
嘉
靖
十
二
年
。
冬
十
月
七
日
。
夜
中
。
星
十
一
雨
。
下
府
志

と
な
っ
て
い
る
の
は
遺
憾
で
あ
る
。
次
ぎ
は
、
武
定
州
治
の
お
か
れ

た
恵
民
県
で
あ
る
。
万
暦
一
六
武
定
州
志
巻
八
災
祥
志
に
は

　
　
嘉
靖
十
二
年
。
冬
十
月
。
夜
。
星
唄
如
雨
。

と
だ
け
で
、
日
付
け
も
な
く
、
時
刻
も
明
確
を
欠
く
。
と
こ
ろ
が
、

乾
隆
四
七
恵
民
県
志
巻
三
．
四
祥
異
志
に
は

　
　
慕
靖
十
二
年
。
十
月
丙
子
。
夜
半
至
暁
。
星
阻
如
雨
。
　
　
　
’

と
詳
細
な
記
載
が
あ
る
の
で
、
万
暦
武
定
州
志
の
史
料
も
、
さ
き
の

嘉
慶
・
万
暦
青
州
府
志
な
ど
と
ま
っ
た
く
同
時
刻
の
同
一
現
象
に
対

す
る
観
測
記
録
と
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
山
東
省
に
つ
い
て
、
手
持
ち
の
き
わ
め
て
正
確
な
史
料
と
い
え
ば
、

以
上
の
如
き
も
の
で
あ
る
が
、
嘉
慶
六
長
山
県
志
、
康
煕
三
一
・
道

光
二
〇
済
南
府
志
に
等
し
く
見
え
る

　
．
嘉
靖
十
二
年
。
十
月
九
日
。
丑
時
。
星
隈
男
片
。

と
い
う
史
料
は
、
時
刻
の
丑
時
も
後
傷
史
料
中
に
い
う
四
更
と
合
致

す
る
こ
と
で
も
あ
り
、
九
日
は
七
日
の
誤
り
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
し
、
乾
隆
一
五
臨
清
州
首
巻
＋
二
、
祥
書
志
、
乾
隆
五
〇
臨
清
直
隷

州
志
巻
＋
一
事
類
志
祥
駿
記
載
の

　
　
嘉
靖
十
二
年
。
十
月
。
星
隈
如
雨
。

に
い
う
十
月
も
、
十
月
七
日
と
み
な
し
得
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。

　
山
東
省
の
次
ぎ
は
河
北
省
に
移
り
た
い
。
こ
の
省
で
は
、
国
立
天

文
台
の
置
か
れ
た
都
・
北
京
の
記
録
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
が
、
い

ま
は
地
方
志
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
、
北
京
は
あ
と
ま
わ
し
に

す
る
。
河
北
省
で
も
、
東
か
ら
西
へ
順
次
に
、
河
童
・
新
安
・
清
苑

三
県
に
つ
い
て

　
　
嘉
靖
十
二
年
。
冬
十
月
。
星
唄
如
雨
。

と
い
う
史
料
を
、
万
暦
四
三
河
近
県
志
巻
四
面
土
志
祥
異
・
康
煕
一
六

河
閲
府
志
巻
九
風
俗
志
祥
異
、
康
煕
一
九
豊
州
志
野
鱗
虫
窺
附
祥
異
、
万
暦

三
九
保
定
血
膿
巻
＋
五
祥
異
志
に
発
見
で
き
る
。
い
ず
れ
も
「
十
月
」

と
だ
け
で
、
日
付
が
な
い
が
、
他
の
多
く
の
史
料
か
ら
類
推
し
て

「
十
月
七
日
」
と
見
て
よ
い
も
の
と
考
え
る
。
山
東
・
河
北
両
省
に
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つ
い
て
い
ま
ま
で
あ
げ
て
き
た
史
料
は
、
い
ず
れ
も
観
測
さ
れ
た
現

象
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
い
い
合
わ
せ
た
よ
う
に
「
星
阻
如
雨
」

と
い
う
も
の
の
み
で
あ
っ
た
。
と
こ
．
う
が
河
北
省
の
隆
平
県
に
至
っ

て
、
そ
れ
ど
は
や
や
違
う
表
現
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

こ
れ
に
も
日
付
の
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
が
、
賢
愚
二
八
真
定
府
志

巻
九
事
八
四
に
あ
る
次
の
文
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
　
嘉
靖
十
二
年
。
冬
十
月
。
星
限
隆
平
倉
皇
。

　
こ
れ
は
、
隆
平
県
で
の
観
測
を
記
述
し
た
原
史
料
が
、
真
定
府
志

に
と
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
当
初
の
観
測
者
は
、
も
と

よ
り
「
星
限
」
に
対
し
て
「
如
雨
」
と
続
け
一
体
を
な
す
言
い
か
た

が
、
古
来
の
常
法
で
あ
る
こ
と
は
百
も
承
知
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
敢
て
「
雪
の
如
し
」
と
い
い
か
え
た

と
こ
ろ
に
、
興
味
深
い
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
観
測

者
の
実
感
が
、
紋
切
り
型
の
「
如
雨
」
．
で
は
満
足
で
き
ず
、
「
如
雪
」

と
い
う
表
現
を
と
ら
し
め
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
無
数
の
粒
子
が
、
地
表
め
が
け
て
大
気
中
に
突
入
し
、
次

々
に
発
し
て
は
消
え
る
強
弱
大
小
と
り
ま
ぜ
て
の
光
の
線
に
対
し
、

「
如
雨
」
と
い
う
よ
り
「
如
雪
」
を
よ
り
適
切
と
し
て
、
古
来
の
常

用
語
を
敢
て
改
め
た
、
と
か
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
、
山
東
・
河
北
両

省
の
地
方
志
か
ら
採
録
し
た
前
掲
史
料
は
す
べ
て
極
光
史
料
で
あ
る

と
い
う
断
定
に
導
か
れ
そ
う
で
あ
る
が
、
　
「
如
雨
」
に
し
ろ
、
　
「
如

雪
」
に
し
ろ
、
上
述
の
史
料
だ
け
で
は
、
い
ま
だ
極
光
と
も
流
星
と

も
き
め
か
ね
る
と
の
疑
問
は
当
然
残
り
得
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
次
ぎ
に
は
こ
の
疑
問
に
答
え
、
地
方
志
に
見
る
史
料
そ
れ

自
体
が
明
確
に
極
光
た
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
を
提
示
し
よ
う
。
そ

れ
は
、
河
北
省
か
ら
さ
ら
に
西
明
り
の
山
西
省
に
移
っ
て
、
別
個
の

史
料
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
ろ
う
。

　
山
西
省
で
は
、
ま
ず
康
煕
四
七
平
陽
府
志
巻
三
＋
四
祥
異
に
見
る
一

文
を
あ
げ
よ
う
。
こ
こ
に
は

　
　
嘉
靖
十
二
年
。
冬
十
月
。
星
限
如
雨
。
晶
帯
蒲
扇
牧
墨
黒
醐
叢
誌

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
線
構
造
オ
ー
ロ
ラ
た
る
こ
と

を
遺
憾
な
く
表
明
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
「
星
限
ち
る
こ
と
雨

の
如
く
」
そ
の
光
り
に
よ
っ
て
天
が
赤
色
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
も
、
　
「
赤
髭
」
が
オ
ー
ロ
ラ
た
る
こ
と
を
示
す
一
つ
の

有
力
な
証
拠
で
あ
る
こ
と
を
重
ね
て
注
意
し
て
お
き
た
い
が
、
も
し

文
中
い
う
と
こ
ろ
の
「
星
」
が
、
い
わ
ゆ
る
流
星
な
ら
、
い
く
ら
頻

発
し
て
も
、
天
が
そ
の
た
め
に
赤
色
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が

起
り
得
る
か
ど
う
か
、
考
え
て
ほ
し
い
。
次
ぎ
に
、
光
り
が
「
四
方
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に
散
落
す
」
と
は
、
ま
さ
に
実
況
を
正
し
く
と
ら
え
た
も
の
と
い
う

べ
き
で
あ
る
．
、
各
種
の
オ
ー
ロ
ラ
の
写
真
中
に
、
光
り
が
一
点
か
ら

放
射
状
に
は
義
怯
た
れ
た
、
よ
・
り
（
怯
、
　
コ
ロ
ナ
形
オ
ー
ロ
ラ
〉
一
呼
ば
れ
る

も
の
を
見
出
す
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
引
用
し
た
平
氏
府

志
の
一
文
は
、
ま
さ
に
コ
ロ
ナ
形
オ
ー
ロ
ラ
を
見
た
ま
ま
忠
実
に
描

写
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
形
の
オ
ー
ロ
ラ
は
、

一
点
か
ら
四
方
に
射
出
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
に
は
無
数

の
光
の
線
が
、
は
る
か
上
空
ま
で
ひ
じ
．
偽
う
に
長
い
平
行
線
を
継
続

し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
鉄
路
が
ず
っ
と
向
う
で
一
点
に
結
ば
れ
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
の
と
同
一
理
で
あ
る
。
以
上
で
、
穂
薄
・
平
坪

府
志
に
い
う
「
星
唄
如
雨
」
が
オ
ー
ロ
ラ
で
あ
る
こ
と
を
十
分
証
明

し
得
た
と
考
え
る
が
、
平
陽
記
事
は
山
西
省
臨
扮
県
に
当
る
の
で
、

こ
れ
を
同
地
に
お
け
る
観
測
記
録
と
み
な
し
得
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、

康
煕
二
一
山
西
通
志
巻
三
＋
軍
卒
に
も
、
前
記
平
古
礼
志
と
ま
っ
た
く

同
じ
文
を
発
見
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
場
所
を
確
め
得
な
い
の
は
難

点
で
あ
る
が
、
山
頭
省
治
翻
太
原
面
喰
翻
陽
曲
県
を
当
て
て
も
よ
い

か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
を
裏
打
ち
す
べ
き
万
暦
四

〇
太
原
府
志
巻
二
＋
六
実
祥
に
は

　
　
嘉
靖
十
二
年
。
夜
中
。
星
空
如
雨
。

と
あ
る
だ
け
で
、
月
日
を
欠
き
、
こ
れ
を
十
月
七
日
の
史
料
と
す
る

に
は
弱
点
が
あ
る
が
、
さ
き
の
二
言
府
立
睦
臨
写
県
と
と
も
に
、
陽

曲
行
か
ら
も
大
空
の
同
一
現
象
が
見
え
た
と
し
て
も
少
し
も
さ
し
つ

か
え
は
な
い
。
し
か
し
、
史
料
の
と
り
扱
い
と
し
て
は
、
通
志
の
方

に
当
然
記
載
す
べ
き
地
名
を
逸
し
、
そ
れ
が
平
陽
二
面
に
当
る
と
い

う
見
方
の
ほ
う
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
山
西
省
に
つ
い
て
は
、

さ
ら
に
興
味
の
あ
る
他
の
史
料
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
前
記

の
臨
扮
県
以
外
の
地
に
つ
い
て
も
、
　
「
星
瞑
」
に
よ
っ
て
芙
が
赤
色

に
な
っ
た
こ
と
の
知
ら
れ
る
観
測
記
録
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
崇

禎
二
山
西
通
志
は
、
太
原
府
・
平
江
府
と
い
う
順
に
、
省
内
の
府
ご

と
に
記
事
を
分
っ
て
記
載
す
る
体
裁
を
と
っ
て
い
る
が
、
そ
の
灘
安

府
の
条
に
次
の
一
文
を
発
見
す
る
。

　
　
慕
靖
十
二
年
。
冬
十
月
十
七
日
。
夜
。
星
阪
如
雨
。
天
色
遂
赤
。

　
「
天
色
遂
い
に
赤
し
」
、
ま
さ
に
さ
き
の
平
陽
府
志
に
い
う
「
天
、

赤
色
と
為
る
」
と
符
節
を
合
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ

こ
に
は
「
十
月
十
七
日
」
と
あ
り
、
　
「
十
月
七
日
」
と
は
十
目
の
差

が
あ
る
。
し
か
し
、
私
は
、
こ
の
十
七
日
は
七
日
の
誤
り
で
あ
る
と

解
し
た
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
潜
安
府
治
は
長
治
県
に
当
る
の
で
、

こ
こ
か
ら
の
観
測
記
録
と
見
ら
れ
よ
う
。
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さ
て
、
以
上
、
山
東
・
河
北
・
由
［
西
三
省
の
順
に
あ
げ
た
地
名
中
、

最
も
南
に
位
す
る
の
は
、
山
西
省
の
臨
扮
・
長
治
二
面
で
あ
り
、
い

ず
れ
も
北
緯
三
六
度
五
分
に
当
る
。
｝
方
、
最
も
北
に
位
置
す
る
の

は
、
河
北
省
安
新
篇
三
八
度
五
三
分
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
い
ま
ま
で

地
方
志
に
よ
っ
て
求
め
て
き
た
史
料
に
よ
る
限
り
で
は
、
問
題
の
オ

」
ロ
ラ
は
、
北
緯
三
八
度
五
三
分
か
ら
三
六
度
五
分
の
間
で
観
測
さ

れ
た
こ
と
に
な
る
。
中
国
に
お
い
て
、
こ
の
程
度
の
緯
度
で
見
ら
れ

る
オ
ー
ロ
ラ
は
少
し
も
め
ず
ら
し
く
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
古
来
、
こ

れ
よ
り
緯
度
の
低
い
長
安
・
北
緯
三
四
度
一
六
分
や
洛
陽
王
四
度
四

六
分
付
近
で
観
測
さ
れ
た
極
光
史
料
が
お
び
た
だ
し
く
存
在
す
る
た

め
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
部
は
す
で
に
紹
介
し
た
通
り
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
、
次
ぎ
に
あ
げ
る
も
の
は
、
一
足
と
び
に
ず
っ
と
南
に
さ
が
り
、

北
緯
三
〇
度
四
六
分
漸
江
省
嘉
興
県
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
康
熈

二
〇
嘉
興
府
志
野
二
星
野
双
晶
異
に
興
味
深
い
左
の
一
文
が
あ
る
。

　
　
嘉
靖
払
子
（
一
二
年
目
。
十
月
八
日
。
四
更
。
星
闘
。
郷
脚
有
声
。
俄

　
蔵
出
雨
。

　
ま
ず
、
十
月
八
日
と
い
う
日
付
に
つ
い
て
。
上
掲
の
地
方
志
、
後

年
の
実
録
・
明
史
な
ど
に
よ
る
諸
史
料
の
う
ち
、
正
確
な
日
付
を
記

す
と
思
わ
れ
る
も
の
に
は
、
等
し
く
「
十
月
七
日
夜
」
と
あ
る
。
然

る
に
こ
こ
に
は
「
十
月
八
日
四
更
」
と
あ
っ
て
、
一
日
目
ず
れ
が
あ

る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
両
老
は
同
一
時
刻
と
解
さ
れ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
す
で
に
見
て
き
た
と
こ
ろ
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

少
し
詳
細
に
時
刻
を
伝
え
た
も
の
に
は
、
　
「
夜
半
か
ら
暁
に
至
る
ま

で
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
の
ち
に
示
す
よ
う
に
、
問
題
の
オ

ー
ロ
ラ
は
「
四
更
（
二
時
）
か
ら
五
更
（
四
時
）
に
至
る
問
が
最
も
は

げ
し
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
子
刻
（
○
時
）
で
口
付
を
変
更
し
て
「
八

日
四
更
」
と
記
し
た
と
見
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
し
て
も
、
時
間

と
内
容
が
余
り
に
よ
く
一
致
す
る
の
で
、
同
日
同
時
の
同
一
現
象
と

見
て
誤
り
な
い
も
の
と
考
え
た
い
。
次
ぎ
に
、
　
「
星
学
」
と
は
ま
こ

と
に
め
ず
ら
し
い
表
現
で
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
お
目
に
か
か
る
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
の
ち
に
示
す
嘉
靖
実
録
や
明
史
五
行
志
の
詳
細

な
状
況
描
写
と
比
較
し
て
受
け
と
っ
て
も
ら
い
た
い
も
の
で
、
ま
さ

に
そ
れ
ら
の
記
述
を
た
だ
｝
語
に
圧
縮
し
た
も
の
の
よ
う
に
感
ぜ
ら

れ
、
漢
文
の
か
か
る
簡
潔
適
切
な
表
現
に
は
、
い
ま
さ
ら
な
が
ら
感

歎
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
　
「
星
闘
」
に
続
い
て
「
脚
卿
有

声
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
脚
嘲
　
（
し
ょ
く
し
よ
く
）
の
卿
に
は
、
「
響
く

の
声
」
と
か
「
や
か
ま
し
い
声
」
と
い
う
意
味
と
、
そ
れ
と
は
正
反

対
の
「
ひ
そ
ひ
そ
語
る
声
」
の
意
味
も
あ
る
と
、
諸
橋
・
大
漢
和
辞
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典
に
見
え
て
い
る
。
私
に
は
、
実
の
と
こ
ろ
「
三
石
」
と
は
ど
ん
な

音
を
指
す
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
「
星
が
闘
っ
て
」

大
空
に
音
が
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
余
り
小
さ
い
音
と
も
思

え
な
い
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ
こ
で
の
問
題
は
、
音
の
大
小
に
あ

る
の
で
は
な
く
、
実
は
「
有
声
」
、
つ
ま
り
「
音
が
し
た
」
と
い
う

点
こ
そ
問
題
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
現
在
の
科
学
的
知
識
に
も

と
ず
い
て
い
え
ば
、
オ
ー
ロ
ラ
に
は
音
を
伴
わ
な
い
と
い
う
の
が
定

説
で
あ
り
、
も
し
こ
こ
に
い
う
「
卿
噂
有
声
」
が
真
実
な
ら
、
こ
の

史
料
の
指
す
現
象
そ
の
も
の
は
、
オ
ー
ロ
ラ
で
は
な
い
と
い
う
結
果

を
引
き
起
こ
す
か
ら
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
こ
れ
に
対
す
る
私
見
を
述

べ
よ
う
。
第
一
、
こ
の
嘉
興
府
志
の
記
事
を
、
他
の
多
く
の
地
方
志

や
明
実
録
・
明
史
な
ど
に
よ
る
史
料
と
対
比
す
る
に
、
時
閾
的
に
も
内

容
的
に
も
余
り
に
一
致
す
る
点
が
多
く
、
と
う
て
い
別
の
現
象
を
記

し
た
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
　
「
音
が
し
た
」
と
記
す

史
料
は
、
た
だ
こ
れ
一
つ
で
、
他
に
は
全
く
傍
証
す
る
も
の
が
な
い
。

こ
れ
は
不
審
で
、
む
し
ろ
嘉
興
府
志
の
方
に
誤
り
が
あ
る
と
い
う
見

か
た
が
出
て
こ
よ
う
。
第
二
、
西
洋
に
も
中
国
に
も
、
極
光
史
料
た

る
に
万
々
ま
ち
が
い
な
い
と
断
ぜ
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
発
光
に
伴

っ
て
大
空
に
音
が
し
た
こ
と
を
記
す
も
の
が
か
な
り
多
い
事
実
を
注

意
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
う
ち
に
は
、
オ
ー
ロ
ラ
発
生
中
に
た
ま
た

ま
実
際
に
何
か
音
が
し
て
、
そ
れ
を
発
光
と
結
び
つ
け
て
記
し
た
と

い
う
よ
う
な
も
の
も
あ
り
得
よ
う
。
し
か
し
、
私
は
そ
の
大
半
は
、

お
そ
ら
く
実
際
に
は
音
が
し
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
た
か

も
音
が
し
た
よ
う
に
錯
覚
し
て
、
文
学
的
修
飾
と
し
て
こ
れ
を
記
し

た
も
の
で
あ
る
と
断
じ
た
い
の
で
あ
る
。
さ
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
得

よ
う
か
と
疑
わ
れ
る
向
き
も
あ
ろ
う
が
、
こ
の
程
度
の
虚
構
は
古
文

献
に
ざ
ら
に
見
受
け
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
大
空
に
異
様

な
輝
き
を
放
つ
光
の
流
れ
が
縦
横
に
飛
び
か
い
、
つ
い
に
は
全
天
が

ま
っ
か
に
光
り
か
が
や
く
、
め
っ
た
に
見
ら
れ
な
い
か
よ
う
な
現
象

を
、
驚
歎
畏
怖
の
念
を
以
っ
て
仰
視
し
て
い
る
う
ち
に
、
た
と
い
実

際
に
は
音
が
し
な
く
て
も
、
大
空
に
異
様
な
ひ
び
き
が
す
る
よ
う
に

感
じ
る
の
は
、
科
学
的
知
識
の
発
達
し
て
い
な
い
時
代
の
人
の
心
理

と
し
て
、
十
分
あ
り
得
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
が
、
洋
の

東
西
を
問
わ
ず
、
古
い
極
光
史
料
に
種
々
の
音
に
関
す
る
記
述
を
生

ん
だ
ゆ
え
ん
で
は
な
い
か
、
と
私
は
こ
う
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
な

お
、
極
光
に
伴
う
音
の
問
題
は
、
も
っ
と
具
体
例
を
多
く
そ
ろ
え
て

別
に
論
じ
た
い
。
ち
な
み
に
、
嘉
興
府
志
に
関
す
る
論
を
終
え
る
に

際
し
、
北
緯
三
〇
度
四
六
分
と
い
う
よ
う
な
低
緯
度
の
地
点
で
ナ
i
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ロ
ラ
が
見
え
て
も
さ
し
っ
か
え
な
い
か
、
と
い
う
問
題
に
ふ
れ
て
お

き
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
そ
う
ざ
ら
に
起
り
得
る
こ
と
で
は
な

い
が
、
た
し
か
に
中
願
の
こ
の
あ
た
り
か
ら
極
光
の
見
え
る
こ
と
は

十
分
あ
り
得
る
、
と
断
言
し
て
お
こ
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

嘉
南
俵
よ
り
さ
ら
に
南
の
杭
州
三
〇
度
一
七
分
か
ら
見
え
た
こ
と
を

証
す
る
有
力
な
証
拠
が
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
ま
さ
に
同
年
同
月

同
日
、
欧
州
に
お
い
て
も
同
一
オ
！
μ
ラ
を
認
め
た
記
録
を
発
見
し

得
る
極
光
史
上
最
も
注
意
す
べ
き
史
料
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
後
章
「
中
国
の
極
光
史
料
と
欧
州
の
極
光
史
料
」
に
お
い

て
詳
説
す
る
つ
も
り
で
あ
る
か
ら
そ
こ
を
見
て
ほ
し
い
。

　
さ
て
、
観
測
地
点
が
南
に
さ
が
っ
て
、
漸
江
省
嘉
興
県
に
至
っ
た

次
第
は
上
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
実
は
も
う
一
段
南
に
下
り

得
よ
う
か
と
思
わ
れ
る
史
料
が
あ
る
。
王
院
の
続
文
献
通
考
が
、
明

代
の
根
本
史
料
と
し
て
時
に
め
ず
ら
し
く
重
要
独
自
の
史
料
を
含
む

こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
が
、
そ
の
巻
二
百
十
九

象
緯
考
に
は
、
流
星
・
星
限
・
二
部
と
い
う
項
圏
が
あ
り
、
つ
ぎ
の

｝
文
を
お
さ
め
て
い
る
。

　
　
嘉
窮
十
一
年
。
十
月
初
七
。
夜
。
福
州
府
星
四
乱
飛
落
。

　
右
は
、
嘉
靖
十
一
年
で
、
十
二
年
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
こ
れ
を

そ
の
ま
ま
に
受
け
と
れ
ば
、
い
ま
の
問
題
と
は
関
係
な
い
史
料
で
あ

る
と
も
い
え
る
『
し
か
し
、
　
「
十
月
初
七
夜
」
と
い
い
、
　
「
星
四
乱

此
丈
」
と
い
い
、
い
ま
ま
で
に
あ
げ
て
き
た
山
東
・
河
北
．
山
西
．

三
江
四
省
に
関
す
る
史
料
と
対
照
す
る
と
、
余
り
に
も
符
合
す
る
点

が
多
く
、
而
も
「
十
一
ご
と
「
十
一
」
と
が
、
相
互
に
混
瀟
さ
れ
や

す
い
文
字
で
あ
る
こ
と
は
、
諸
史
料
を
と
り
扱
う
問
に
よ
く
経
験
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
私
は
、
こ
の
史
料
を
「
嘉
靖
十
二

年
十
月
初
七
日
夜
」
の
も
の
と
き
め
つ
け
て
し
ま
う
ほ
ど
の
臆
測
を

敢
て
せ
ん
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
福
建
省
、
こ

と
に
福
州
府
関
係
の
地
方
志
に
つ
い
て
愈
愈
の
史
料
を
よ
く
あ
さ
リ
ハ

王
道
続
文
献
通
考
の
一
文
を
検
討
し
直
す
ほ
ど
の
用
意
は
必
要
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
い
ま
の
私
に
す
ぐ
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。

な
お
、
こ
と
の
つ
い
で
に
言
っ
て
お
き
た
い
が
、
地
方
志
に
つ
い
て

の
極
光
史
料
の
探
訪
は
、
私
と
し
て
ま
だ
ま
だ
ひ
じ
ょ
う
に
手
簿
の

状
態
に
あ
る
。
極
光
の
性
質
上
、
こ
れ
を
見
る
可
能
性
の
多
い
華
北

の
地
方
志
は
あ
る
程
度
妾
っ
て
み
た
が
、
華
中
、
こ
と
に
華
南
の
地

方
志
を
そ
の
た
め
に
さ
が
す
こ
と
は
、
余
り
に
も
労
多
く
功
少
い
こ

と
が
十
分
予
想
さ
れ
る
の
で
、
ほ
と
ん
ど
手
を
つ
け
て
い
な
い
と
い

う
の
が
偽
ら
ぬ
実
情
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
万
一
輩
南
に
お
い
て
も
、
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ご
く
ま
れ
に
オ
ー
ロ
ラ
を
望
見
し
得
る
よ
う
な
こ
と
が
起
り
得
る
と

す
れ
ば
、
そ
の
稀
有
の
も
の
を
見
出
す
に
は
、
な
お
さ
ら
華
中
・
華

南
の
無
数
の
地
方
志
を
精
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
矛
盾
を

覚
悟
す
る
要
が
あ
る
。
い
ま
の
私
に
は
、
と
う
て
い
そ
の
余
裕
も
根

気
も
覚
悟
も
な
い
の
で
あ
る
。
金
沢
か
ら
東
京
・
京
都
・
天
理
な
ど

に
、
春
休
み
も
夏
休
み
も
冬
休
み
も
い
っ
さ
い
返
上
し
て
根
気
よ
く

通
い
続
け
、
中
国
全
土
に
わ
た
る
文
字
通
り
、
彪
大
な
三
千
部
に
近

い
地
方
志
を
丹
念
に
渉
猟
す
る
と
い
う
仕
事
は
、
一
生
を
か
け
た
地

震
史
料
蒐
集
の
際
に
味
い
つ
く
し
た
苦
労
で
あ
っ
た
。
身
近
か
に
地

方
志
を
た
や
す
く
見
得
る
便
宜
の
あ
る
東
京
や
近
畿
在
住
老
の
想
像

も
及
ば
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
と
、
か
か
る
点
だ
け
で
も
、
た
い
へ
ん
な

ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
負
わ
さ
れ
て
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
地

方
在
住
者
の
平
生
の
苦
衷
の
一
端
を
は
き
出
し
て
お
く
。
さ
て
さ
て
、

話
が
わ
き
道
に
そ
れ
た
が
、
も
し
前
記
・
王
析
続
文
献
通
考
の
一
文

が
、
い
ま
問
題
と
し
て
い
る
オ
ー
ロ
ラ
の
史
料
で
あ
る
と
い
う
断
定

を
く
だ
し
得
る
と
す
れ
ば
、
福
州
府
治
は
福
建
省
聞
侯
県
に
置
か
れ

た
の
で
、
こ
こ
の
緯
度
・
経
度
を
と
り
二
六
度
五
分
、
＝
九
度
一

九
分
か
ら
の
観
測
史
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
き
に
、
漸
江
省
杭

州
の
北
緯
三
〇
度
付
近
か
ら
極
光
を
望
み
得
た
事
実
に
対
し
て
太
鼓

判
を
お
し
て
お
い
た
が
、
一
五
三
三
年
に
地
球
の
東
側
の
北
緯
二
六

度
の
地
点
か
ら
も
オ
ー
ロ
ラ
が
見
え
た
と
な
る
と
、
門
外
漢
な
が
ら
、

こ
れ
は
重
大
な
問
題
を
提
起
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
ら

れ
る
。
や
は
り
、
王
折
続
文
献
通
考
の
一
文
に
い
う
と
こ
ろ
の
「
嘉

靖
十
一
年
」
は
、
十
二
年
の
誤
り
で
は
な
く
、
そ
の
ま
ま
十
一
年
と

す
え
お
く
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
「
星
四
乱
飛
落
」
は
、
「
流

星
の
盛
ん
な
さ
ま
を
述
べ
た
も
の
」
と
単
純
に
解
す
べ
き
も
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
前
述
の
推
察
通
り
、
十
ふ
年
は
十
二
年
の
誤

り
で
、
た
し
か
に
こ
の
史
料
も
、
前
述
四
省
に
わ
た
る
地
方
志
や
後

掲
の
実
録
・
明
史
な
ど
の
諸
史
料
と
一
体
を
な
し
、
嘉
靖
十
二
年
十

月
七
日
夜
腫
一
五
三
三
年
一
〇
月
二
四
日
夜
、
中
国
の
大
空
に
起
っ

た
異
常
な
発
光
現
象
を
叙
述
し
た
も
の
に
は
相
違
な
い
が
、
そ
れ
ゆ

え
に
こ
そ
、
こ
れ
は
オ
ー
ロ
ラ
で
は
な
く
、
ま
れ
に
見
る
さ
か
ん
な

流
星
群
、
そ
の
う
ち
で
も
特
に
流
星
雨
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
つ
い
て

述
べ
た
も
の
で
あ
る
、
と
の
見
か
た
を
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

最
後
の
見
解
に
ふ
れ
る
時
、
こ
の
辺
で
ど
う
し
て
も
明
確
に
し
て
お

か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
の
潜
在
す
る
の
を
痛
感
す
る
の
で
あ
る
。
実
の

と
こ
ろ
、
私
は
、
こ
の
章
に
お
い
て
、
み
ず
か
ら
と
り
上
げ
た
史
料

が
同
一
の
オ
ー
ロ
ラ
に
関
す
る
も
の
で
、
ま
た
そ
れ
ら
多
く
の
史
料
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に
よ
っ
て
、
問
題
と
す
る
と
こ
ろ
の
現
象
が
オ
ー
ロ
ラ
な
る
ゆ
え
ん

を
立
証
す
る
こ
と
に
終
始
一
貫
努
力
し
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
そ
の
間
、
一
方
に
は
絶
え
ず
、
こ
れ
は
オ
ー
ロ
ラ
で
は
な

く
流
星
雨
を
い
う
も
の
で
は
な
い
か
、
流
星
雨
と
し
て
も
ま
れ
に
見

る
、
広
範
囲
の
地
域
か
ら
等
し
く
望
見
し
得
た
、
お
そ
ら
く
歴
史
上

に
も
残
る
ほ
ど
盛
大
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
万
一
へ
の

懸
念
が
去
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
こ
の
王
折
続
文
献
通
考
の

一
文
に
よ
っ
て
一
層
深
い
も
の
に
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
を
卒
直
に
述
べ

て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
を
加
え
る
な
ら
、
こ
の
一
五
三

三
年
一
〇
月
二
四
（
～
二
五
）
日
夜
、
河
北
・
山
西
・
山
東
・
漸
江
・
（
福

建
）
各
省
の
各
地
か
ら
等
し
く
望
見
さ
れ
た
異
常
な
発
光
現
象
が
、

た
と
え
オ
ー
ロ
ラ
で
は
な
く
流
星
雨
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
私
が
こ

こ
に
こ
れ
だ
け
の
史
料
を
揃
え
て
論
証
し
た
こ
と
は
決
し
て
無
駄
で

は
な
く
、
な
す
べ
く
十
分
の
意
義
と
価
値
が
あ
る
こ
と
を
信
ず
る
も

の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
仮
り
に
流
星
と
し
て
見
て
も
、
こ
れ
だ
け

盛
ん
な
流
星
雨
は
め
っ
た
に
見
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
歴
史
に
と
ど

む
べ
き
も
の
と
し
て
、
広
い
地
域
に
わ
た
る
多
く
の
観
測
点
か
ら
の

状
況
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
は
、
必
要
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
一
方
、
こ
れ
が
流
星
雨
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
星
阻
如
雨
」

と
い
う
表
現
で
い
わ
れ
る
史
料
中
に
オ
ー
ロ
ラ
を
意
味
す
る
も
の
も

存
在
す
る
、
と
い
う
私
の
主
張
が
く
つ
が
え
さ
れ
る
わ
け
で
も
決
し

て
な
い
の
で
あ
る
。
は
じ
め
か
ら
私
は
、
「
「
星
雲
如
雨
」
と
い
う
史

料
中
に
は
、
流
星
を
叙
述
し
た
も
の
も
あ
ろ
う
が
、
決
し
て
そ
れ
だ

け
で
は
な
く
、
そ
の
中
に
は
た
し
か
に
オ
ー
ロ
ラ
を
い
う
も
の
も
存

在
す
る
と
い
う
主
張
を
く
り
か
え
し
て
き
た
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ

る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
本
論
稿
中
に
一
五
三
三
年
の
歴
史
的
な
大
流

星
雨
を
明
ら
か
に
し
た
一
節
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
本
章
の

主
旨
に
そ
び
く
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
う
一
度
表
題
を
よ
く

見
て
い
た
だ
き
た
い
。
主
題
に
い
う
と
こ
ろ
「
星
隈
ち
る
こ
と
雨
の

如
し
」
で
あ
る
。

　
な
お
、
こ
の
立
毛
に
関
し
て
私
見
を
一
言
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
。

そ
れ
は
、
史
料
に
対
す
る
判
断
の
あ
い
ま
い
さ
は
、
決
し
て
私
の
罪

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
夜
、
大
空
に
異
常
な
光
の
流
れ
が

乱
舞
す
る
原
因
と
し
て
、
さ
し
当
り
流
星
群
（
そ
の
う
ち
特
に
流
星
雨

と
呼
ば
れ
る
も
の
）
と
オ
ー
ロ
ラ
の
出
現
が
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
流
星

に
つ
い
て
は
一
通
り
の
認
識
を
持
っ
て
い
た
中
国
人
も
、
極
光
に
つ

い
て
は
そ
の
正
体
は
お
ろ
か
、
か
か
る
も
の
の
存
在
す
ら
皆
目
知
る

、
と
こ
ろ
の
な
か
っ
た
の
は
た
し
か
で
あ
る
。
か
よ
う
な
認
識
に
立
つ

86　（242）



中国の極光史料とその世界的価値（上）　（慶松）

人
の
記
録
中
、
時
に
後
人
が
左
右
い
ず
れ
か
の
判
断
に
迷
う
も
の
の

あ
り
得
る
こ
と
は
理
の
当
然
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な
史
料
に
遭
遇
し

た
時
、
わ
れ
わ
れ
は
慎
重
に
そ
れ
を
と
り
扱
い
、
あ
り
の
ま
ま
の
史

料
に
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
を
添
え
、
大
方
の
研
究
の
資
に
供
す
れ
ば
足

り
る
と
考
え
る
。
こ
こ
に
供
し
た
資
料
の
如
き
、
オ
f
ロ
ラ
に
し
ろ

流
星
雨
に
し
ろ
、
十
分
供
す
る
に
足
る
価
値
を
具
え
て
い
る
こ
と
だ

け
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
い
よ
い
よ
大
詰
め
に
入
り
、
い
ま
ま
で
あ
と
ま
わ
し
に
し

て
き
た
首
都
・
北
京
の
こ
と
に
ふ
れ
た
い
。
こ
こ
で
ま
ず
と
り
上
げ

る
の
は
、
嘉
靖
実
録
の
次
ぎ
の
文
で
あ
る
。

　
　
鋸
靖
十
二
年
。
十
月
笥
子
（
七
日
）
。
是
の
夜
。
流
星
あ
り
。
蓋
の
如

　
き
大
い
さ
に
て
赤
色
。
光
明
、
地
を
照
ら
す
。
中
台
よ
り
起
り
、
東
北
に

　
行
き
て
濁
に
至
近
し
、
尾
跡
化
し
て
延
年
と
な
り
て
散
ず
。
四
更
よ
り
五

　
更
に
至
る
ま
で
、
四
方
に
大
小
の
星
、
縦
横
に
交
わ
り
行
き
、
そ
の
数
を

　
計
え
ず
。
暁
に
至
り
て
す
な
わ
ち
息
む
。

　
こ
の
文
中
の
「
流
星
」
も
、
普
通
の
意
味
の
そ
れ
で
は
な
く
、
私

の
い
う
「
夜
、
大
空
に
光
る
も
の
」
で
あ
り
、
実
体
は
オ
ー
ロ
ラ
の

一
種
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
四
更
（
二
時
）
以
後
五
更
（
四
時
）
に
至

る
ま
で
、
絶
え
間
も
な
く
ひ
じ
ょ
う
に
盛
ん
な
線
状
オ
ー
ロ
ラ
が
見

え
た
こ
と
は
、
実
録
そ
れ
自
体
の
文
に
明
瞭
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は

前
掲
諸
地
方
志
に
、
　
「
星
隈
如
雨
」
、
あ
る
い
は
「
星
食
暗
証
」
、
さ

ら
に
は
「
熱
闘
」
な
ど
い
う
も
の
の
実
況
を
さ
ら
に
詳
細
に
伝
え
る

も
の
で
、
首
都
・
北
京
の
国
立
天
文
台
員
の
観
測
と
、
河
北
・
山

西
・
山
東
・
漸
江
各
省
諸
県
の
行
政
官
ら
の
実
見
と
が
符
節
を
合
わ

せ
る
ゆ
え
ん
で
も
あ
る
。
　
「
四
方
に
大
小
の
星
、
縦
横
に
交
わ
り
行

き
」
に
つ
い
て
も
、
　
「
星
」
を
「
夜
、
空
に
流
れ
る
光
り
」
と
解
釈

す
れ
ば
、
ま
さ
に
は
げ
し
い
移
動
性
オ
ー
ロ
ラ
の
情
景
を
眼
前
に
ほ

う
ふ
っ
た
ら
し
め
る
描
写
で
あ
る
。
は
げ
し
い
オ
ー
ロ
ラ
が
現
わ
れ
、

継
続
す
る
時
間
が
長
び
く
に
つ
れ
、
全
天
は
光
り
輝
き
、
強
弱
大
小
、

ふ
い
に
思
い
思
い
の
方
角
か
ら
出
現
す
る
オ
ー
ロ
ラ
が
ほ
し
い
ま
ま

．
に
天
空
を
乱
舞
、
消
滅
生
起
す
る
さ
ま
は
、
い
き
を
も
っ
か
せ
な
い
。

私
は
、
映
画
で
見
た
だ
け
で
あ
る
が
、
あ
れ
ほ
ど
干
変
万
化
、
神
秘

的
な
現
象
の
他
に
あ
る
を
知
ら
ぬ
思
い
が
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
実
録

前
掲
文
の
冒
頭
に
い
う
「
流
星
漆
喰
大
。
赤
色
。
光
明
照
地
。
云

々
」
は
、
い
よ
い
よ
は
げ
し
い
オ
ー
ロ
ラ
の
は
じ
ま
っ
た
四
更
よ
り

以
前
に
、
そ
の
前
駆
と
も
い
う
べ
き
赤
色
の
移
動
性
オ
ー
ロ
ラ
が
、

異
常
な
明
る
さ
を
以
っ
て
「
中
台
」
か
ら
「
濁
」
ま
で
の
聞
を
動
い

た
様
子
を
述
べ
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
中
台
と
は
、
北
斗
の
魁
の
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下
に
二
つ
づ
つ
並
ん
で
い
る
六
つ
の
星
か
ら
な
る
三
台
の
う
ち
の
一

つ
で
、
二
星
の
一
組
を
順
次
に
上
台
・
中
台
・
下
台
と
呼
ぶ
と
あ
る

か
ら
、
三
台
の
中
央
に
位
す
る
火
星
に
当
る
も
の
で
あ
る
。
濁
と
は

畢
と
も
呼
ば
れ
る
恒
星
で
、
　
い
ま
い
う
牡
牛
座
の
ε
・
δ
・
一
γ
・

α
・
θ
・
λ
な
ど
の
星
か
ら
な
る
八
つ
の
星
を
い
う
と
辞
書
に
見
え

る
。
こ
れ
で
わ
か
る
よ
う
に
、
北
斗
の
魁
の
下
付
近
か
ら
発
光
し
牡

牛
座
の
方
に
移
動
し
た
光
り
が
、
後
老
に
近
づ
く
と
か
が
や
き
を
失

い
消
滅
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
オ
ー
ロ
ラ
出
現
の
位
澄
、
移
動
の
コ

ー
ス
と
し
て
少
し
も
不
都
合
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
　
「
門
跡
化
挙
白

気
無
散
」
と
は
、
大
気
上
層
ガ
ス
中
に
突
入
し
た
粒
子
が
、
も
早
や

こ
の
ガ
ス
層
を
通
り
抜
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
そ
の
中
に
埋
ま
っ
て
し

ま
う
前
後
の
状
況
を
た
く
み
に
と
ら
え
た
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
い
ま
の
場
合
は
、
　
「
書
跡
化
謹
白
霊
廟
散
」
と
あ
る
が
、
　
「
尾

磁
化
而
回
天
」
と
記
す
も
の
も
よ
く
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、

「
ぽ
お
っ
と
白
い
か
が
や
き
と
な
っ
て
上
空
に
し
ば
ら
く
光
り
を
と

ど
め
る
」
場
合
を
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
流
星
と
し

て
も
、
明
る
い
も
の
で
数
秒
、
火
球
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
は
数
十
秒
、

明
る
い
こ
ん
跡
を
残
す
も
の
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
だ
け
で
は
極
光
・

流
星
を
判
別
し
が
た
い
と
も
い
え
よ
う
。
　
「
至
暁
乃
息
」
と
は
、
ま

さ
に
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
太
陽
が
の
ぼ
り
は
じ
め
て
明
る
く
な
れ

ば
、
オ
ー
ロ
ラ
が
見
え
な
く
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
や

は
り
忠
実
な
観
測
に
よ
っ
て
の
み
確
信
を
以
っ
て
い
い
得
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。

　
つ
ぎ
に
明
史
天
文
志
に
該
当
文
を
さ
ぐ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
、
実
録

の
前
掲
文
に
ほ
ぼ
同
じ
も
の
を
発
見
す
る
が
、
九
月
散
薬
と
い
う
月

旨
は
、
明
ら
か
に
十
月
丙
子
の
誤
り
で
あ
る
。
九
月
朔
は
庚
子
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
月
に
丙
子
の
日
は
あ
り
得
な
い
し
、
前
掲
・
実
録
、

後
掲
・
国
樒
の
ほ
か
、
十
丹
達
子
（
七
日
）
と
す
る
地
方
志
史
料
の

多
い
こ
と
は
、
す
で
に
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
問
題
の
明
志
を
か

か
げ
る
。

　
　
野
鼠
十
二
年
。
九
月
丙
子
。
流
星
、
蓋
の
如
き
も
の
、
光
り
地
を
照
ら

　
す
。
中
台
よ
り
東
北
に
行
き
濁
に
近
ず
き
、
尾
跡
化
し
て
白
気
と
な
る
。

　
四
更
よ
り
五
更
に
至
る
ま
で
、
四
方
に
大
小
の
流
星
あ
り
．
縦
横
に
交
わ

　
り
行
き
そ
の
数
を
計
え
ず
。
明
に
至
っ
て
す
な
わ
ち
息
む
。

　
つ
ぎ
に
国
樒
巻
五
十
五
か
ら
引
用
す
る
。

　
　
嘉
靖
十
二
年
。
十
月
置
子
。
流
星
、
中
台
よ
り
濁
に
至
っ
て
散
ず
、
昧

　
爽
、
星
、
交
流
す
る
こ
と
雨
の
如
し
。

　
こ
の
場
合
、
国
津
は
意
外
に
簡
略
で
あ
る
。
実
録
を
簡
略
化
す
る
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度
合
い
は
、
明
志
と
国
訴
に
つ
い
て
、
い
つ
も
こ
の
よ
う
で
あ
る
と

は
限
ら
な
い
。
実
録
も
っ
と
も
詳
し
く
、
国
催
こ
れ
に
つ
ぎ
、
明
志

は
さ
ら
に
省
略
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
の
も
多
く
見
受
け
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　
以
上
、
詳
細
に
論
じ
つ
く
し
た
通
り
、
嘉
靖
十
二
年
十
月
七
日
、

一
五
三
三
年
一
〇
月
二
四
日
の
ま
夜
な
が
頃
か
ら
あ
け
方
に
か
け
て
、

北
は
河
北
省
北
京
北
緯
三
九
度
五
六
分
・
東
経
一
＝
丁
度
二
四
分
、

南
は
漸
江
野
趣
興
県
北
緯
三
〇
度
四
六
分
・
東
経
＝
一
〇
度
四
五
分

（
あ
る
い
は
橿
建
省
閾
侯
県
北
緯
二
六
度
五
分
・
東
経
一
一
九
度
一
九
分
）
、

東
は
山
東
省
安
邸
県
北
緯
三
六
度
二
六
分
．
葉
経
一
一
九
度
一
四
分
、

西
は
山
西
省
臨
溌
県
北
緯
三
六
度
五
分
．
東
経
一
一
一
度
三
一
分
を

そ
れ
ぞ
れ
の
限
界
と
窟
る
地
域
内
の
中
国
各
地
に
お
い
て
、
異
常
に

は
げ
し
い
移
動
性
線
状
オ
ー
ロ
ラ
が
観
測
さ
れ
、
貴
重
な
諸
種
の
記

録
を
残
し
て
い
る
事
実
が
判
明
し
た
と
考
え
る
。

　
な
お
、
西
側
・
欧
州
の
極
光
史
料
に
つ
い
て
こ
れ
に
対
応
す
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
を
当
っ
て
み
た
。
し
か
し
、
ブ
リ
ヅ
ツ
の
年
表
に
一
五
三
三
年
、

ド
イ
ツ
に
お
い
て
空
に
光
が
あ
ら
わ
れ
た
と
い
う
記
事
を
見
る
の
み

で
あ
る
。
そ
れ
と
て
、
月
・
日
と
も
に
不
明
で
あ
り
、
記
事
内
容
も

は
っ
き
り
旗
雲
p
う
と
明
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
い
ま
い

も
こ
た
る
も
の
で
あ
る
。
而
も
、
ブ
リ
ッ
ツ
の
年
表
を
十
分
検
討
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

た
上
で
作
ら
れ
た
と
い
う
リ
ン
ク
の
年
表
に
は
ま
っ
た
く
は
ぶ
か
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

一
五
三
三
年
掛
か
け
て
記
事
皆
無
な
る
こ
と
、
シ
ー
ド
ル
の
年
表
ま

た
然
り
で
あ
る
。
か
よ
う
な
次
第
で
、
欧
州
に
は
中
国
側
の
史
料
に

対
応
す
る
も
の
が
ま
っ
た
く
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
さ
き
に
も
述
べ

た
よ
う
に
、
中
国
諸
史
料
に
い
う
と
こ
ろ
が
、
す
べ
て
流
星
雨
を
意

味
す
る
と
の
解
釈
が
成
立
す
れ
ば
と
も
か
く
、
強
く
オ
ー
ロ
ラ
た
る

こ
と
を
主
張
せ
ん
と
す
る
私
の
見
解
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
欧
州
側

に
史
料
皆
無
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
中
国
極
光

史
料
の
世
界
的
価
値
へ
の
認
識
を
一
層
深
か
ら
し
む
る
も
の
と
い
う

べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
、
本
稿
表
題
の
副
題
に
も
か
な
う
ゆ
え

ん
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
通
り
こ
の
④
節
を
書
き
上
げ
、
草
稿
を
福
島
教
授
に
送
っ

て
同
氏
の
判
断
を
乞
う
た
。
欧
米
出
張
直
前
の
繁
忙
中
を
さ
い
て
さ

っ
そ
く
一
読
、
し
ん
せ
つ
な
返
書
を
い
た
だ
い
た
。
一
九
六
七
年
八

月
二
日
付
書
簡
の
う
ち
、
本
章
で
私
の
疑
問
と
し
て
残
し
て
お
い
た

「
オ
ー
ロ
ラ
か
、
流
星
群
か
」
と
．
い
う
問
題
に
対
す
る
同
氏
の
意
見

を
、
文
面
通
り
採
録
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

　
　
御
原
稿
を
拝
読
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
私
も
極
光
と
判
断
し
て
よ
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い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
特
に
赤
い
色
な
ど
は
流
星
で
は
出
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア

　
よ
う
に
思
い
ま
す
。
オ
ー
ロ
ラ
が
2
6
f
O
s
N
の
よ
う
な
低
緯
度
で
出
て
も

　
決
し
て
ふ
し
ぎ
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
一
九
五
八
年
二
月
二
日
に
は

　
長
野
で
見
え
て
い
ま
す
し
、
長
野
ぽ
地
磁
気
緯
度
約
鮒
で
す
。
閲
侯
県
は

　
地
理
的
緯
度
鮒
で
す
が
、
当
時
地
磁
気
緯
度
と
地
理
緯
度
の
関
係
が
ど
う

　
で
あ
り
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
に
よ
り
ま
す
が
、
も
し
地
磁
気
軸
が
地
球
回

　
転
軸
に
対
し
て
中
国
側
に
傾
い
て
で
も
い
れ
ば
、
地
磁
気
緯
度
は
び
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
も
高
く
な
り
ま
す
。
（
肇
者
註
ー
ー
閾
侯
県
か
ら
極
光
の
見
え
る
可
能
性
が
一
層

　
大
き
く
な
る
と
の
意
味
）
ま
た
大
流
星
群
な
ら
ば
、
あ
る
き
ま
っ
た
一
日
だ

　
け
で
な
く
、
そ
の
前
後
の
日
に
も
か
な
り
活
発
な
流
星
活
動
が
見
ら
れ
る

　
も
の
と
思
い
ま
す
が
、
極
光
の
方
は
、
特
に
低
緯
度
ま
で
極
光
が
見
え
る

　
よ
う
な
こ
と
は
、
二
四
時
間
と
は
つ
づ
き
ま
せ
ん
の
が
普
通
で
す
。
で
す

　
か
ら
、
一
〇
月
二
四
日
晩
か
ら
二
五
日
朝
に
か
け
て
と
限
ら
れ
て
い
る
と

　
こ
ろ
も
、
麺
光
と
解
釈
す
る
に
は
有
利
な
条
件
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
右
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
流
星
群
で
は
な
く
、
極
光
で
あ
ろ
う
と

い
う
解
釈
に
つ
い
て
福
島
教
授
も
私
に
倒
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
で
「
星

唄
如
雨
」
が
極
光
を
叙
述
す
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
私
の
主
張
を
、

明
代
－
西
紀
一
五
三
三
年
l
l
の
史
料
に
つ
い
て
も
、
さ
ら
に
力

強
く
証
明
し
得
た
こ
と
に
な
，
ろ
う
。

　
以
上
で
本
章
を
終
え
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
再
び
立
場
を
か
え
、

こ
こ
で
問
題
と
し
て
き
た
も
の
が
流
星
群
で
は
な
い
か
と
い
う
見
方

に
立
っ
て
再
検
討
せ
ん
と
す
る
人
の
た
め
に
多
少
の
資
料
を
っ
け
加

え
て
お
き
た
い
。
理
科
年
表
の
天
文
の
部
に
は
「
主
ナ
流
星
群
」
な

る
項
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
い
ま
一
九
四
九
年
版
を
参
照
し
て
い
る

が
、
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
流
星
群
の
出
現
月
日
は
現
行
の
グ
レ

ゴ
リ
イ
麿
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
問
題
の
二
一
十
二
年
十
月
七
日
に

対
し
て
さ
き
に
私
の
当
て
て
お
い
た
一
五
三
三
年
一
〇
月
二
四
日
は
、

ユ
リ
ウ
ス
磨
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
グ
レ
ゴ
リ
イ
暦
に
直
せ

ば
、
一
〇
日
ち
が
い
の
一
一
月
三
日
と
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
一
一

月
三
日
に
桐
回
す
る
流
星
群
を
理
科
年
表
に
つ
い
て
さ
が
し
て
み
る
。

出
現
月
日
一
一
一
月
上
旬
と
い
う
の
が
最
も
こ
れ
に
近
い
。
流
星

群
に
つ
け
ら
れ
た
番
号
で
い
え
ば
四
七
に
当
る
も
の
で
、
輻
射
点
を

牡
羊
座
i
赤
経
五
八
・
赤
緯
＋
九
と
し
、
性
状
は
緩
．
輝
と
記
さ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
さ
き
に
引
用
し
た
諸
史
料
を
仔
細
に
点
検

し
て
も
、
流
星
群
の
輻
射
点
・
コ
ロ
ナ
型
オ
ー
ロ
ラ
の
中
心
点
に
当

る
天
空
の
位
置
を
示
す
も
の
が
な
い
の
で
、
し
か
と
は
い
い
か
ね
る

が
、
嘉
靖
実
録
に
「
中
台
よ
り
起
り
」
と
い
う
中
台
が
、
赤
緯
十
九

の
牡
羊
座
よ
り
は
る
か
極
に
近
い
北
方
に
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ

る
し
、
性
状
の
「
緩
」
と
い
う
の
も
史
料
か
ら
察
せ
ら
れ
る
状
況
で
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は
な
い
。
右
の
如
く
、
一
一
月
上
旬
出
現
の
流
星
群
が
当
ら
な
い
と

す
る
と
、
一
一
月
一
〇
ー
コ
一
日
に
出
現
す
る
蟹
座
…
1
赤
経
一
三

三
・
赤
緯
プ
ラ
ス
三
一
を
輻
射
点
と
し
、
性
状
一
速
・
痕
甚
と
す

る
も
の
、
一
一
月
一
四
　
　
一
九
日
に
現
わ
れ
る
獅
子
座
－
赤
経

一
五
〇
・
赤
緯
プ
ラ
ス
ニ
ニ
を
輻
射
点
と
し
、
性
状
　
　
速
・
痕
と

記
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
流
星
群
に
求
め
る
ほ
か
な
い
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
は
と
も
に
一
一
月
三
日
と
は
明
ら
か
に
日
を
異
に
し
て
い
る
。

一
週
間
な
り
二
週
間
な
り
の
ず
れ
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
不
都
合
で

あ
ろ
う
。
な
お
、
理
科
年
表
の
「
出
現
時
二
特
二
著
シ
ク
流
星
雨
ト

シ
テ
記
録
サ
レ
タ
年
」
と
い
う
欄
を
見
る
と
馬
獅
子
座
流
星
群
は
問

題
の
一
五
三
三
年
に
も
特
に
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
と

こ
ろ
で
、
私
の
言
及
し
得
る
の
は
こ
こ
ま
で
で
、
そ
れ
が
い
か
な
る

史
料
に
も
と
つ
く
も
の
か
、
某
々
観
測
地
点
に
お
け
る
実
況
が
ど
う

で
あ
っ
た
の
か
、
一
五
三
三
年
に
も
出
現
し
た
の
は
一
一
月
一
四
日

か
ら
一
九
日
ま
で
の
間
で
あ
っ
て
一
一
月
三
日
で
は
な
か
っ
た
の
か
、

と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
い
つ
さ
い
不
明
で
あ
る
。
歴
史
的
な
流
星
群

の
こ
と
に
詳
し
い
専
門
家
の
ご
教
示
を
い
た
だ
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。

①
　
旧
約
聖
書
（
明
治
訳
）
、
列
王
紀
略
下
・
第
十
九
章
・
三
五
節
フ
て
の
夜
エ
ホ
バ

　
の
使
著
（
つ
か
ひ
）
い
で
て
ア
ッ
ス
リ
や
人
の
陣
僧
の
者
（
も
の
）
十
八
万
五
千

　
人
を
撃
ち
殺
せ
り
朝
早
く
起
き
い
で
て
見
る
に
皆
死
（
し
に
）
て
屍
（
し
か
ば
ね
）

　
と
な
り
を
る
」
三
六
節
「
ア
ッ
ス
リ
ヤ
の
王
セ
ナ
ケ
リ
プ
即
ち
起
ち
い
で
帰
り
ゆ

　
き
て
ニ
ネ
ベ
に
居
り
し
が
」

　
　
旧
約
聖
書
、
イ
ザ
ヤ
霞
・
弟
三
十
七
章
・
三
六
節
「
エ
ホ
バ
の
使
者
い
で
き
た

　
リ
ア
ッ
ス
リ
ヤ
の
陣
営
の
中
に
て
十
八
万
五
千
人
を
う
ち
こ
ろ
せ
り
、
早
農
（
あ

　
さ
っ
と
）
に
お
き
い
で
て
見
れ
ば
み
な
死
に
て
か
ば
ね
と
な
れ
り
」
三
七
節
「
ア

　
劉
ス
リ
や
王
セ
ナ
ケ
リ
ブ
起
ち
て
帰
り
ゆ
き
ニ
ネ
ベ
に
と
ど
ま
る
」

②
私
は
脚
病
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
無
智
の
も
の
で
あ
り
、
且
つ
旧
約
聖
書
に
関
す

　
る
こ
こ
で
の
問
題
も
、
論
文
自
体
の
本
題
と
は
縁
遠
い
も
の
な
の
で
、
余
り
深
入

　
り
す
る
こ
と
は
避
け
た
い
が
、
こ
と
の
つ
い
で
に
い
さ
さ
か
述
べ
て
お
き
た
い
と

　
い
う
気
持
ち
も
強
い
。
そ
れ
は
、
　
「
古
代
股
帝
国
」
と
い
う
諸
専
門
家
の
着
実
な

　
研
究
に
も
と
つ
く
中
園
古
代
史
の
書
中
に
同
じ
古
代
史
関
係
の
こ
と
と
し
て
旧
約

　
聖
書
の
記
事
に
言
及
す
る
な
ら
、
リ
ー
ダ
ー
ズ
・
ダ
イ
ゼ
ス
ト
所
載
ヴ
エ
リ
コ
フ

　
ス
キ
ー
博
士
な
る
謎
の
人
物
の
言
説
の
引
用
や
奇
抜
な
地
球
物
理
学
的
想
像
の
叙

　
述
は
と
も
か
く
、
…
応
は
旧
約
聖
一
譲
の
原
文
に
つ
い
て
当
り
、
問
題
の
箇
処
に
つ

　
い
て
の
従
来
世
に
行
わ
れ
て
い
る
一
通
り
の
解
釈
を
も
心
得
て
お
く
ぐ
ら
い
の
用

　
意
は
欲
し
い
と
思
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
書
中
に
見
る
限
り
、
か
か
る
用
意

　
は
い
つ
こ
う
に
窺
い
が
た
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と

　
も
、
以
下
私
の
述
べ
る
と
こ
ろ
も
、
も
と
よ
り
ず
ぶ
の
素
人
が
参
考
に
供
し
う
る

　
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

　
　
さ
て
、
第
一
の
問
題
は
、
ユ
ダ
ヤ
に
侵
入
し
た
ア
ッ
シ
リ
ヤ
の
軍
隊
が
、
そ
れ

　
ま
で
の
圧
倒
的
な
優
勢
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
夜
の
う
ち
に
十
八
万
五
千
人
も
の

　
多
数
を
打
ち
殺
さ
れ
た
と
い
う
旧
約
聖
書
の
記
事
に
つ
い
て
の
信
憲
性
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
西
洋
の
古
代
史
研
究
家
の
解
釈
は
、
他
方
面
の
史
料
と
の
比

　
較
検
討
な
ど
か
ら
も
、
一
様
に
否
定
的
で
あ
る
よ
り
は
肯
定
酌
で
あ
る
よ
う
に
見
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え
る
。
第
二
に
閻
題
と
す
べ
き
は
、
こ
の
十
八
万
践
千
人
み
な
殺
し
の
事
件
を
、

前
六
八
七
年
置
の
こ
と
、
殊
に
一
二
月
二
三
日
と
い
う
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
階
付

に
定
め
う
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
論
を
先
き
に
い
え
ば
、
私
の
調
べ

た
隈
り
で
は
、
従
来
の
諸
説
の
う
ち
、
こ
こ
ま
で
時
代
を
下
げ
て
い
る
も
の
は
皆

．
無
で
あ
り
、
い
わ
ん
や
月
日
を
限
定
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
と
い
う
ほ
か
は
な
い

性
質
の
問
題
の
よ
う
で
あ
る
。
第
三
に
、
こ
の
問
題
を
も
う
少
し
確
め
た
い
と
い

う
読
者
の
た
め
に
、
い
さ
さ
か
の
手
が
か
り
を
提
供
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
に
は
、

郷
．
王
紀
略
下
と
イ
ザ
ヤ
書
に
つ
き
（
注
①
）
の
同
属
の
少
し
前
か
ら
馴
用
僑
処
に

至
る
間
を
読
ん
で
み
ら
れ
る
が
い
い
。
列
王
紀
略
下
で
は
第
十
八
章
一
節
の
は
じ

め
か
ら
、
イ
ザ
ヤ
欝
で
は
第
王
十
六
章
一
簡
の
は
じ
め
か
ら
が
そ
れ
で
あ
り
、
有

力
な
手
が
か
り
が
見
出
さ
れ
よ
う
。
殊
に
列
王
紀
三
下
第
十
三
節
（
イ
ザ
ヤ
害
第

三
十
六
轟
暴
一
節
）
の
「
ヒ
ゼ
キ
や
毘
の
十
四
年
に
ア
ッ
ス
リ
ヤ
の
王
セ
ナ
ケ
リ
ブ

攻
め
上
り
て
ユ
ダ
の
諸
（
も
ろ
も
ろ
）
の
矧
ぎ
昆
（
ま
ち
）
を
取
り
け
れ
ば
」
と

．
い
う
烈
切
地
な
ど
は
、
臓
取
・
も
注
膏
心
す
べ
き
く
だ
り
で
あ
ろ
う
Q
⊥
石
に
い
う
ヒ
ゼ
キ
や

王
と
は
、
防
禦
側
に
立
た
さ
れ
た
ユ
ダ
の
王
で
、
エ
ホ
パ
に
対
す
る
信
仰
心
が
と

り
わ
け
厚
か
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
の
ち
に
そ
の
祈
り
を
聞
き
入
れ
エ
ホ
バ

が
天
使
を
遣
わ
し
て
問
題
の
皆
殺
し
を
行
わ
し
め
た
の
も
、
か
れ
の
宗
教
的
態
度

に
結
び
つ
け
て
の
話
で
あ
る
。
一
方
、
侵
入
著
ア
ッ
シ
リ
ヤ
の
王
と
し
て
記
さ
れ

て
い
る
セ
ナ
ケ
リ
ブ
は
、
サ
ル
ゴ
ン
王
の
子
で
、
そ
の
後
継
者
で
も
あ
る
。
と
に

か
く
、
事
件
　
が
、
ア
ッ
シ
リ
ヤ
王
セ
ナ
ケ
リ
ブ
と
ユ
ダ
王
ヒ
ゼ
キ
ヤ
の
仏
姻
世
7
中
、

エ
ル
サ
レ
ム
で
行
わ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
第
四
に
、
か
ん
じ
ん
の
事
件

発
頭
の
年
み
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
西
洋
古
代
史
家
の
説
を
簡
単
に

紹
介
す
る
と
、
セ
ナ
ケ
リ
プ
の
侵
入
を
一
圏
だ
け
と
見
る
説
と
、
二
回
あ
っ
た
と

す
る
説
と
の
二
つ
に
大
き
く
分
け
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
年
代
決
定
に
も
差
異
を

生
じ
て
く
る
。
一
圃
説
に
お
い
て
、
事
伴
を
筋
七
〇
一
年
に
お
く
こ
と
は
一
致
し

た
見
解
の
よ
う
で
．
あ
る
か
ら
、
春
秋
海
蘭
七
年
・
前
六
八
七
年
と
で
は
大
き
な
開

き
か
あ
る
、
工
臨
説
に
あ
っ
て
も
、
第
一
圓
を
前
七
〇
｝
年
に
お
く
こ
と
に
は
変

　
り
な
い
が
、
二
圓
目
は
こ
の
年
以
後
と
い
う
だ
け
で
、
何
年
と
定
め
る
こ
と
に
は

色
々
問
題
が
あ
り
、
～
番
下
げ
て
考
え
る
場
合
で
も
前
六
八
八
年
が
ぎ
り
ぎ
り
の

　
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
、
二
障
説
を
と
る
と
し
て
も
、
春
秋
荘
公
七
年
と
同
年
と

　
は
み
な
し
が
た
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
聖
謬
に
関
心
の
深
い
金
沢
大
学
教
養

　
部
教
授
清
水
一
思
次
郎
氏
に
教
示
を
仰
い
だ
と
こ
ろ
、
旧
約
聖
書
の
研
究
家
．
高
田

　
和
彦
氏
の
好
意
に
よ
っ
て
｝
0
7
臣
七
づ
吋
畑
野
の
著
〉
国
溢
8
門
団
。
｛
謬
門
器
｝
の

　
二
八
二
～
二
八
七
頁
嗜
7
0
℃
脱
。
σ
一
㊦
営
。
｛
6
0
。
昌
昌
碧
｝
お
ユ
σ
．
雛
O
霞
昌
℃
巴
α
Q
諺
置

　
℃
巴
㊦
ω
昏
冨
の
写
し
を
読
ま
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
に
紙
上
を
借

　
り
て
両
氏
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
が
、
こ
の
欝
は
、
ブ
リ
タ
ニ
カ

　
（
一
九
六
八
年
版
）
の
出
国
N
国
只
H
》
国
の
項
に
も
参
考
文
献
の
一
つ
と
し
て
あ

　
げ
ら
れ
て
お
り
、
も
と
よ
り
鶴
用
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
一
九

　
五
九
年
の
出
版
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
三
宝
ブ
ラ
イ
ト
氏
は
「
侵
入
二

　
圃
説
」
に
組
す
る
側
に
立
つ
人
の
如
く
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
な
お
、
ブ
リ
タ
ニ
カ
は

　
さ
す
が
で
、
一
コ
口
ω
国
二
輪
＞
O
類
図
菊
田
に
つ
い
て
も
、
鵠
図
N
三
図
圃
｝
潤
の

　
場
合
と
同
じ
く
、
門
外
漢
に
対
し
て
も
一
通
り
の
葦
間
的
概
念
転
入
門
手
引
ぎ
ぐ

　
ら
い
の
も
の
を
与
え
る
用
意
は
十
分
備
え
ら
れ
て
い
．
る
。
私
は
ま
だ
読
ん
だ
こ
と

　
が
な
い
が
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
に
も
問
題
の
事
件
を
と
り
扱
っ
た
記
述
が
あ
り
、
詩
人
パ

イ
。
ソ
に
も
こ
の
事
俸
を
主
題
と
し
た
円
ぎ
O
興
§
二
9
・
鼠
ω
・
・
舞
。
冨
き

　
な
る
有
名
な
切
一
三
ぢ
a
｝
）
o
臼
回
同
が
あ
る
由
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
有
名
な
古
代
史

　
上
の
ア
ッ
シ
リ
ヤ
軍
十
八
万
五
千
人
皆
殺
事
件
も
、
平
凡
社
の
世
界
歴
史
事
典
．

　
岩
波
の
西
洋
人
名
辞
典
な
ぜ
か
ら
は
、
そ
の
手
が
か
り
さ
え
つ
か
め
な
い
。
中
国

　
古
代
史
家
の
一
歩
も
こ
の
間
題
に
ふ
み
込
ま
う
と
さ
れ
ぬ
の
も
う
べ
な
り
と
い
う

　
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
．

③
諸
橋
・
大
漢
和
辞
典
「
難
鳴
」
の
条
O
の
鶏
載
を
そ
の
ま
ま
掲
げ
る
と
次
ぎ
の

　
驚
く
で
あ
る
。
　
「
よ
あ
け
。
あ
か
つ
き
。
早
朝
。
午
前
二
時
頃
。
〔
国
語
、
呉
賠
〕

　
難
鳴
乃
定
。
　
〔
史
記
、
黄
園
圃
伝
〕
聞
法
、
暗
躍
而
出
客
。
〔
史
記
、
留
侯
世
家
〕
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（慶松）中国の極光史料とその世界的価値（上）

　
五
日
雷
鳴
良
往
、
父
又
先
在
。
」
国
語
以
下
の
用
例
が
、
よ
あ
け
以
下
の
臼
木
語

　
を
い
か
1
7
」
立
証
す
る
の
か
、
私
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
．
．

④
　
明
史
巻
二
十
七
天
文
志
三
「
流
陵
」
の
項
の
胃
頭
に
次
ぎ
の
嘉
島
が
あ
る
。
．

　
　
星
流
・
星
阪
は
、
霊
台
候
簿
の
二
流
之
記
に
、
夜
ご
と
に
有
る
無
き
こ
と
無
し
。

　
其
の
小
に
し
て
尋
常
な
る
も
の
は
這
出
に
関
す
る
無
し
。
其
の
異
常
な
る
も
の
を

　
択
ん
で
之
れ
を
書
す
。

　
　
こ
れ
で
見
る
と
、
国
立
天
文
台
に
縛
に
流
星
の
観
測
記
録
記
入
簿
と
で
も
い
う

　
べ
ぎ
も
の
の
備
え
が
あ
り
、
毎
夜
、
大
小
と
な
く
些
細
に
記
録
ざ
れ
て
い
た
こ
と

　
が
わ
か
る
。
而
も
清
朝
に
な
っ
て
、
明
史
天
文
義
心
が
編
纂
さ
れ
る
時
に
は
こ
の
原

　
簿
が
そ
の
ま
ま
に
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
か
ら
特
に
異
常
な
も
の
の
み
を
択

　
ん
で
採
録
さ
れ
た
次
第
も
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
明
志
の
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
見

　
て
行
く
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
疋
統
元
年
。
八
月
乙
酉
。
昏
鋼
よ
り
暁
に
至
る
ま
で
に
大
小
の
流
星
百
余
あ
り
。

　
　
　
　
（
正
統
）
四
年
．
、
八
月
癸
卯
。
大
小
の
流
星
数
百
あ
り
。

　
　
な
ど
の
記
事
を
見
鵬
す
。
　
一
見
、
数
だ
け
の
、
そ
れ
も
か
な
り
大
ま
か
な
勘
定

　
の
よ
う
に
も
受
け
と
ら
れ
よ
う
が
、
実
際
に
は
そ
う
で
は
な
く
、
　
一
．
つ
～
つ
の
流

　
星
に
つ
い
て
能
う
る
限
り
、
発
光
の
場
所
・
色
・
大
小
・
軌
跡
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

　
に
記
録
さ
れ
て
い
た
も
の
を
綜
合
し
て
、
総
数
だ
け
を
記
す
に
止
め
た
も
の
と
推

　
察
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
天
文
志
に
採
録
さ
れ
て
い
る
一
つ
一
つ
の
流
星
に
つ
い
て

　
の
記
述
ど
前
記
留
頭
の
一
文
と
を
併
せ
考
え
れ
ば
容
易
に
肯
か
れ
る
と
こ
で
あ
ろ

　
、
つ
。

⑤
蛋
。
毒
ρ
導
男
葺
N
㌃
．
＜
国
口
N
田
O
賭
護
ω
ω
b
づ
詞
○
ゆ
＞
O
護
↓
国
辱
両
労
℃
9

　
ぴ
〉
力
巨
同
O
＝
↓
国
記
二
噛
づ
q
①
昌
一
Q
Q
刈
ω

　
　
全
体
を
A
・
B
に
二
大
別
し
、
A
に
は
累
o
H
皇
言
鐸
自
、
B
に
は
ω
酵
α
臨
。
犀
震

　
が
と
り
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
B
は
数
監
的
に
も
き
わ
め
て
少
く
、
こ
こ
で
の
問
題

　
と
も
関
係
が
な
い
。
A
に
は
、
紀
元
前
五
〇
三
年
か
ら
一
八
七
二
年
八
月
一
四
日

　
ま
で
の
極
光
が
採
録
さ
れ
て
い
る
が
、
一
八
」
九
世
紀
の
資
料
が
圧
倒
的
に
多
い
。

・

　
原
史
料
の
引
田
…
は
な
く
、
全
部
ド
イ
ツ
語
で
、
追
々
の
極
光
を
簡
単
に
要
領
よ
く

　
ま
と
め
て
あ
る
．
．
．
擾
光
年
褒
と
し
て
従
来
最
も
広
く
使
わ
れ
て
き
て
い
る
も
の
で

　
は
な
か
ろ
う
か
。

⑥
翻
意
職
汗
謹
昆
．
．
O
ご
ゴ
。
。
図
蜀
〈
〉
昌
○
冥
図
譜
O
＞
↓
〉
い
O
O
φ
国
U
問
ω
｝
q

　
国
○
結
団
Q
Q
　
切
○
幻
け
〉
い
鶴
ω
〉
勺
℃
〉
男
d
圃
ω
　
国
名
　
O
O
O
圃
U
国
客
6
回
）
両
－
Φ
鵠
Φ
餅

　
峯
8
．
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
翼
〇
　
一
圃
ω
　
O
国
○
男
磯
ω
一
悪
〉
ド
躍
冒
　
ω
一
W
O
幻
Z
一
幕
　
一
㊤
⑦
b
o

　
　
右
の
あ
と
を
つ
ぐ
雛
二
報
と
も
い
う
べ
き
、
一
六
〇
～
年
か
ら
一
七
〇
〇
年
に

　
至
る
極
光
を
扱
っ
た
も
の
は
、
隅
誌
二
一
二
号
（
…
九
六
四
年
忌
に
同
じ
嚢
題
の

　
論
文
と
し
て
載
っ
で
い
る
。

　
　
リ
ン
ク
の
年
表
は
、
個
々
の
極
光
に
つ
い
て
で
き
る
だ
け
原
史
料
を
も
掲
げ
．
、

　
且
つ
フ
．
リ
ッ
ッ
の
年
蓑
に
訂
正
を
加
え
て
行
く
と
い
う
方
針
を
と
っ
て
い
る
。
従

　
っ
て
い
ま
ま
で
に
出
さ
れ
た
一
七
世
紀
末
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
ラ
テ
ン
語

　
に
よ
る
史
料
が
ひ
じ
ょ
う
に
多
い
。
リ
ン
ク
氏
は
本
来
天
文
学
表
の
よ
う
で
あ
る

　
が
、
古
い
史
料
の
文
献
学
的
と
り
扱
い
に
も
十
分
目
素
養
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け

　
ら
れ
、
こ
の
年
表
の
完
成
は
ひ
じ
ょ
う
に
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、

　
昨
夏
チ
ェ
コ
に
起
っ
た
不
幸
な
で
き
ご
と
の
た
め
難
を
避
け
、
一
ま
ず
パ
リ
に
身

　
を
落
ち
つ
け
た
旨
の
便
り
を
も
ら
っ
た
。
昨
年
五
月
来
朝
の
際
、
東
京
で
福
島
直

≡
教
授
と
同
席
し
て
会
う
機
会
を
得
た
湶
厚
そ
う
な
大
柄
の
老
学
者
の
無
事
と
と
も

　
に
、
か
の
地
に
も
数
少
い
同
学
の
士
の
こ
の
仕
事
が
．
一
層
進
捗
さ
れ
る
よ
う
心
か

　
ら
祈
る
も
の
で
あ
る
。
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　　　　Dissoluticm　of　the　Second　Saionji西園寺Cabinet

a　study　of　the　movement　for　defending　the　constitutionalism，　part　II

by

Shir6　Yamamoto

　　This　article　is　the　succession　of　our　preceding　“Japan　at　the　End　of

Meiji　Bfi’？E｝　and　is　a　history　of　confrontation　between　the　．gQvernmental

and　the　ofucial　clan　factions　for　about　five　inonths　in　’the　latter　half

of　the　Second　Saionj呈西園寺Cabinet　till　its　dissolution．

　　As　shown　in　the　preceding　article，　the　greatest　problem　en　the　exis－

tence　of　the　cabinet　in　this　period　depended　upon　the　administrative

and　financial　readjustinent，　the　plan　of　which　was　under　way　step　by

step　in　spite　of　the　interference　o£　the　official　faction，　and　the　stage

remained　behind　that　Takashi　Hara原敬，．chairman，　was　to　carry　lt　out

by　the　power　of　1iis　po｝itical　influenc．e　thanks　to　tlie　backing　of　public

oplnlon．　But　the　execution　of　readjustment　is　fatal　to　the　oMcial　fac－

tion．　Yamagata山県，　who　succeeded　in　containing　Katsura桂into　the

imperial　court　after　the　death　of　Emperor．Meiji明治，　could　not　he1P

taking　up　the　pose　for　standing　with　the　government．　Then，　the　pre－

blem　came　to　be　that　of　establishing　more　troops．

　　This　article　stri　ves　for　explaining　if　demand　of　more　troops　is　simply

a　defece　problem　or　an　intrigue　to　overthrow　the　Cablnet，　what　the

basis　of　the　governmen£　confrontation　is，　where　the　aim　of　the　resigna－

tion　in　a　body　is　and　other　complexed　problems．

　ゴ

Resources　of　the　Polar　Lights　in　China　and

　　　　　　　　its　World・wide　Importance

by

Mitsuo　Keimatsu

It　may　be　a　widely　accepted　idea　that　as　the　po！ar　1ights　cannot　be

observed　in　such　low　latitudes　a＄　China，　there　should　be　Bo　finding　the
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record　of　observation；’but　the　result　of　my　investigation　shows　the

very　record　of　observation　was・　already　found　in　the　first　century　B．　C．

and　series　of　resources　also　found　for　two　thousand　years　since．　Many

of　them　can　clarify　the　important　points　of　its　date　and　place’of

observation，　foiTm，　colour　and　condition　of　inovement　or　standstill，　and

they　ate　 Splendid　in　quality　and　large　in　quantity．　This　shows　the

constant　observation　records　of　spicialists　in　the　national　astronomical

observatory．

　　This　article　at　first　treats　what　is　thought　to　be　the　resources　of　the

polar　lights　in　China　and　then，　judging　from　the　viewpoint　of　geophysics，

tries　’to　prove．its　correctness　and　superiority　in　quaiity　and　its　world－

wide　importance　in　comparison　wigh　the　observation　resources　in　Wes－

tern　Europe．

The　Cause　of　the　Second　Reform　Biil　in　England　from

　　　　　　　the　Social　and　Economic　Point　of　View

by

Shikio　Isokawa

　　The　reform　movement　came　to　the　fore　again　from　the　beginning　of

186Q　after　the　rise　and　faU　of　chart圭st　movem6nt．　This　essay　is　to

clarify　the　cause　of　the　second　Reform　Bill　fro1：n　the　economic　and

social　point　of　view　with　reference　to　the　statistics　of　the　prices，　the

wages，　and　the　numbers　of　the　unemployed　from　1860　to　1867，　and．to

reach　to　the　conclusion　that　the　reform　movement　of　the　labouring

class　was　derived　from　the　e¢ollomic　depression　and　the　miserable

condition　of　the　labourer’s　lives．　Th圭s　essay　also　explains　that　the

political　movement　of　the　trade　union　was　the　motive　power　of　the

reform　movement，　alld　the　labourer’s　reform　movement　and　the　coopera．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　び

tion　with　the　ruling　class　was　nothing　but　the　Ineans　to　improve　the

economic　and　social　condition　of　the　labouring　class．　Benjamin　Disrae圭i，

the　sagac玉ous　statesman，　could　succeed　to　pass　the　most　progressive

reform　B圭il　disregarding　the　Tory’s　tradition　by　catching　the　good

opportunity　to　take　hands　w玉th　the　demands　of　the　radicals　of　the

babouring　class　and　the　people・　　　　．．。，
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