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の
極
光
史
料
と
そ
の
世
界
的
価
値

（
下
）
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慶
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光
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中
国
最
古
の
極
光
史
料
に
つ
い
て

　
さ
き
に
あ
げ
た
春
秋
荘
公
七
年
脹
紀
一
7
6
前
六
八
七
年
の
「
星
険
ち

る
こ
と
雨
の
ご
と
し
」
を
極
光
史
料
と
埋
れ
ば
、
こ
れ
を
中
国
最
古

の
極
光
史
料
と
い
い
得
る
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
も
難
点

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
確
実
な
も
の
と
し
て
は
他
に
求
む
べ
き
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
私
は
、
き
わ
め
て
手
が
た
い
も
の
と
し
て
、

漢
書
天
文
志
に
見
え
る
前
漢
建
始
元
年
九
月
戊
子
（
二
八
日
）
、
す
な

わ
ち
ユ
リ
ウ
ス
暦
・
紀
元
葡
三
二
年
一
〇
月
二
四
日
の
史
料
を
あ
げ

得
る
と
確
信
す
る
。
次
ぎ
に
そ
れ
を
か
か
げ
る
。

　
流
星
あ
り
。
文
昌
よ
り
出
ず
。
色
白
く
、
光
り
地
を
燭
ら
す
。
長
さ
四

丈
ば
か
り
、
大
い
さ
一
囲
。
動
揺
し
龍
の
ご
と
く
弛
行
す
。
頃
あ
り
て
長

さ
五
六
丈
ば
か
り
、
大
い
さ
四
囲
ば
か
り
（
と
な
り
）
、
詔
折
委
曲
し
、

　
紫
宮
を
貫
く
。
西
し
て
斗
の
西
北
子
亥
の
間
に
あ
り
。
う
し
ろ
誰
り
て
環

　
の
如
く
、
北
方
合
わ
ず
。
留
る
こ
と
一
刻
ば
か
り
な
り
。

　
こ
こ
で
も
最
初
に
「
流
星
」
と
あ
る
が
、
か
か
る
流
星
が
あ
り
得
な

い
こ
と
は
虚
心
に
全
文
を
通
読
す
れ
ば
、
何
人
に
も
容
易
に
な
っ
と

く
の
い
く
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
の
「
星
」
も
、
さ
き
に
私
の

力
説
し
て
お
い
た
よ
う
に
「
月
や
星
以
外
の
、
夜
、
空
に
光
る
も
の
」

と
し
て
用
い
た
例
と
解
釈
す
れ
ば
、
少
し
の
無
理
な
く
解
け
る
の
で

あ
る
。
「
流
星
」
と
は
「
流
れ
る
光
」
の
意
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
右
に
か
か
げ
た
天
文
志
の
文
に
対
し
て
い
さ
さ
か
解
説
を

加
え
て
お
こ
う
。
ま
ず
「
流
星
あ
り
、
文
墨
よ
り
出
ず
」
と
い
う
の

は
「
移
動
性
オ
ー
β
う
の
光
り
出
し
た
場
所
が
、
文
昌
と
い
う
星
座

に
当
る
」
と
い
ラ
意
味
で
あ
る
と
解
し
た
い
。
天
文
志
の
記
事
は
、

さ
き
に
も
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
、
長
安
に
あ
っ
た
国
立
天
文
台
員
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の
手
に
な
る
記
録
に
も
と
ず
く
と
推
定
さ
れ
る
が
、
さ
す
が
専
門
家

の
観
測
限
で
あ
る
。
天
に
輝
き
臨
し
た
異
様
な
光
の
位
置
を
星
座
に

お
い
て
と
ら
え
、
こ
れ
を
文
鷺
宮
と
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
さ
き
に

オ
r
ロ
ラ
は
そ
の
光
を
透
し
て
背
後
の
星
座
を
認
め
得
る
性
質
の
も

の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
い
た
が
、
こ
の
場
合
も
そ
の
こ
と
が
窺

わ
れ
る
。
な
お
、
前
号
掲
載
拙
稿
（
上
）
六
四
頁
の
写
真
1
を
見
ら
れ

た
い
。
こ
の
ス
ケ
ッ
チ
は
明
瞭
に
オ
ー
ロ
ラ
を
通
し
て
見
え
る
星
座

が
描
き
出
さ
れ
、
一
々
に
名
称
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
本
号
所
載

写
真
8
の
ス
ケ
ッ
チ
同
様
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
文
昌
と
は
何
か
。

そ
れ
は
「
紫
微
垣
外
、
北
斗
星
の
魁
前
に
あ
る
六
星
」
を
指
す
も
の
と

さ
れ
る
。
紫
微
垣
は
極
附
近
の
星
座
の
一
つ
で
あ
る
が
、
北
斗
の
魁

（
ク
ワ
イ
。
北
斗
七
星
の
四
つ
の
星
が
方
形
に
並
ん
で
、
ひ
し
ゃ
く
の
頭
に
似

た
部
分
）
前
と
い
え
ば
、
こ
れ
ま
た
文
昌
星
座
そ
の
蕗
の
が
極
に
近
い

位
置
に
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
と
同
時
に
、
そ
の

こ
と
は
、
原
文
中
の
「
流
星
」
が
オ
ー
ロ
ラ
で
あ
る
と
い
う
私
の
推

測
に
有
力
な
手
が
か
り
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の

光
が
極
に
近
い
上
空
で
輝
き
は
じ
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
極

光
と
し
て
あ
る
べ
き
理
の
当
然
を
示
す
た
め
で
あ
る
。
次
ぎ
に
「
色

白
く
」
と
あ
る
。
カ
ラ
f
写
真
で
見
る
と
、
青
・
緑
「
・
黄
・
赤
・
紫

な
ど
、
各
種
色
彩
の
オ
ー
ロ
ラ
に
も
白
く
写
っ
て
い
る
部
分
の
多
い

の
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
こ
れ
を
「
白
色
光
」
と
解
す
れ
ば
、
少
し

も
不
都
合
は
な
か
ろ
う
。
　
「
光
り
地
を
燭
（
て
）
ら
す
」
と
あ
る
か

ら
、
よ
ほ
ど
明
る
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
オ
ー
ロ
ラ
に
は
新
聞
が

読
め
る
程
度
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
。
　
「
長
さ
四
丈
ば
か
り
、
大
い

さ
一
囲
」
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
永
始
二
年
二
月
癸
未
の
史
料
に
つ

い
て
述
べ
た
説
明
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
次
ぎ
に
「
動
揺
し
竜
の
ご
と

く
地
行
す
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
で
い
よ
い
よ
移
動
性
オ
ー
ロ
ラ
に
違

い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
国
際
学
会
の
企
画
と
し
て
、

オ
ー
ロ
ラ
の
諸
種
の
形
態
を
撮
影
分
類
す
る
事
業
は
、
今
ま
で
に
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

圓
行
わ
れ
、
い
ず
れ
も
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
昭
和
基
地
を
根

拠
と
す
る
わ
が
国
孝
養
越
冬
隊
員
の
撮
影
し
た
数
多
く
の
オ
ー
ロ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
写
真
も
、
　
分
類
し
て
昨
年
刊
行
さ
れ
た
。
　
そ
れ
ら
の
書
に
よ
っ

て
も
、
い
ま
問
題
と
し
て
い
る
竜
の
如
く
蛇
行
し
た
形
の
オ
ー
ロ
ラ

（
写
真
3
・
4
）
を
発
見
す
る
の
は
容
易
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
の
う

ち
か
ら
適
例
を
と
っ
て
参
考
と
し
て
掲
げ
て
お
く
。
　
さ
て
、
　
原
文

に
立
ち
か
え
っ
て
話
を
進
め
る
と
、
　
は
じ
め
は
、
　
長
さ
四
丈
ば
か

り
・
ふ
と
さ
は
一
か
か
え
ほ
ど
も
あ
・
た
も
の
が
・
ゆ
れ
動
ミ
竜
㈹

の
よ
う
に
蛇
行
し
て
進
行
す
る
う
ち
に
、
長
さ
は
五
六
丈
ば
か
り
、
　
1
5



嚢．

轍翻

写真3　蛇行形オーロラ。このような極光を見た中国人が，これを龍と思い，色によっ

　　て赤龍・黄龍・青龍などと記したとは十分うなずかれよう。（注②より転載）

ふ
と
さ
は
四
か
か
え
ほ
ど
に
変
化
し
、
な
お
も
う
ね
う
ね
曲
っ
て

「
直
宮
を
貫
い
た
」
の
で
あ
る
。
こ
の
「
貫
紫
藍
」
と
い
う
の
は
、

「
蛇
行
し
て
移
動
す
る
オ
ー
ロ
ラ
が
紫
宮
の
上
を
通
過
し
た
」
こ

と
を
い
う
も
の
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
紫
宮
は
さ
き
に
言
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紫
微
臣
と
同
じ

’
、
／

講
凱

P
　
い
を
ら諏

磁．
　
－

，

継継
響

♪
シ
㌔

、

勲

訂
（

論義配
筋

騨、

|

魑
凸
こ羅

綾鑛
謄

　
つ
と

　
よ
こ

　
に
ぶ

色
呼

　
，
も

　
て
と

当
）

　
を
雲

　
ば
い
）

　
と
し
載

　
こ
や
転

う
あ
り

　
い
（
よ

　
と
雲
②

雲
騨
注

　
に
は
（

光
に
。

極
熱
う

　
る
　
’
よ

　
か
し
れ

　
か
記
さ

が
と
く

人
ど
と

国
な
つ

中
雲
な

　
。
白
も

　
ラ
　
・
と

　
ロ
雲
こ

　
一
黄
る

　
オ
・
雛

形
雲
り

、
行
赤
あ

沈
蛇
て
が

廻
　
る

真写

も
の
で
、
い
ま

い
う
大
熊
・
小

熊
。
竜
・
カ
シ

オ
ペ
ヤ
・
ケ
フ

ゥ
ス
そ
の
他
の

星
座
に
ま
た
が

り
、
百
七
十
余

箇
の
星
か
ら
な

る
と
い
う
。
さ

て
、
移
動
し
て

行
っ
た
オ
ー
ロ

ラ
は
「
北
斗
星

の
西
北
、
　
子

（
正
北
方
）
と
亥

（
北
北
西
）
の
問

で
静
止
し
た
」
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も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
の
形
は
、
観
測
者
の
方
か
ら
見
て
、
う
し

ろ
へ
ま
が
り
環
状
に
な
っ
た
が
、
完
全
な
環
と
は
な
ら
ず
、
北
方
で

欠
け
た
部
分
を
生
じ
た
。
こ
れ
が
「
後
詔
如
環
、
北
方
不
合
」
と
記
さ

れ
て
い
る
実
況
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
ま
さ
に
こ
れ
に
類
似
す
る
形
の

オ
ー
ロ
ラ
を
現
行
の
オ
ー
ロ
ラ
形
態
分
類
写
真
集
の
中
に
発
見
で
き

写真5　環状になったが，欠けた部分があり，完全な環形にな

　　　　りきれずにいるオーロラ（注①Bより転載）

き
る
の
は
ま
こ
と
に
興
味
深
く
、
参
考
写
真
（
写
真
5
）
を
掲
げ
て
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

た
が
、
同
じ
書
の
完
全
環
形
の
極
光
写
真
に
対
す
る
説
明
に
、
そ
れ
が

稀
れ
な
場
合
と
記
さ
れ
て
い
る
の
を
見
れ
ば
、
環
状
を
な
し
た
場
合
、

一
部
分
つ
な
が
ら
な
い
形
を
呈
す
る
も
の
の
方
が
む
し
ろ
普
通
で
あ

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
こ
こ
に
天
文
志
に
い
う
と
こ
ろ
が
実
況
を
忠

　
実
に
伝
え
た
も
の
で
あ
る
ゆ
え
ん
も
翻
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と

　
こ
ろ
で
、
終
り
に
「
留
る
こ
と
一
刻
ば
か
り
」
と
い
う
の
は
、
そ
の

　
よ
う
な
形
で
静
止
す
る
と
一
刻
ば
か
り
で
消
滅
し
た
こ
と
を
言
う

　
も
の
で
あ
ろ
う
。
全
文
を
通
読
す
る
に
、
輝
き
の
強
い
オ
ー
ロ

　
ラ
が
、
天
極
に
近
い
北
方
を
蛇
行
移
動
し
た
の
ち
、
一
刻
環
状
で

　
静
止
、
そ
の
の
ち
消
滅
し
た
次
第
が
的
確
明
瞭
に
画
き
出
さ
れ
て

　
お
り
、
西
紀
前
一
匿
紀
、
漢
代
入
の
自
然
科
学
的
記
述
の
正
確
さ

　
に
驚
歎
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
な
お
、
同
夜
の
同
一
現
象
を

　
同
じ
漢
書
の
成
帝
紀
に
も
発
見
で
き
る
が
、
こ
の
方
は
「
流
星
あ

　
り
。
光
り
地
を
燭
ら
す
。
長
さ
四
五
丈
。
委
曲
蛇
形
、
紫
宮
を
貫

　
く
。
」
と
簡
単
で
あ
る
。

　
　
と
こ
ろ
で
、
建
始
元
年
九
月
戊
子
（
前
三
二
年
一
〇
月
二
四
日
）
の

　
記
事
が
、
信
愚
度
第
一
級
の
中
国
極
光
史
料
と
し
て
最
古
の
も
の

　
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
実
は
こ
の
同
じ
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㌧

滑

建
始
元
年
に
は
、
す
で
に
四
月
辛
丑
八
日
（
前
三
二
年
五
月
九
日
）
に

も
、
ほ
ぼ
疑
い
な
い
と
思
わ
れ
る
極
光
史
料
を
発
見
し
得
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
五
行
志
下
之
下
に
見
え
る
次
ぎ
の
記
載
で
あ
る
。

　
夜
。
西
北
に
火
光
の
ご
と
き
も
の
あ
り
。

　
と
い
う
文
で
あ
る
。
記
事
は
簡
単
で
あ
る
が
、
方
角
を
「
西
北
」

と
い
い
、
オ
ー
ロ
ラ
出
現
の
位
趾
と
し
て
可
能
性
十
分
で
あ
る
。
そ

の
う
え
、
　
「
火
光
の
ご
と
し
」
は
、
東
西
を
問
わ
ず
オ
ー
ロ
ラ
に
対

す
る
形
容
と
し
て
最
も
よ
く
使
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
有
力

な
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
右
に
加
え
、
前
掲
九
月
戊
子
の

史
料
が
極
光
史
料
と
し
て
信
愚
度
第
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、

こ
の
四
月
辛
丑
の
史
料
に
対
す
る
信
愚
性
を
高
め
て
い
る
点
を
注
意

し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
低
緯
度
の
地
域
か
ら
も
明
瞭

に
望
見
し
得
る
よ
う
な
強
い
オ
ー
ロ
ラ
が
嵐
現
す
る
時
に
は
、
　
一
・

二
年
中
に
同
様
の
現
象
が
何
回
か
起
り
う
る
可
能
性
が
十
分
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
詳
述
し
た
よ
う
に
、
紀
元
前
三
二
年
に
は
、
五
月
九
日
と
十

月
二
四
日
の
両
日
、
長
安
か
ら
極
光
が
望
見
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で

あ
ろ
う
。
特
に
後
者
に
つ
い
て
は
、
記
事
内
容
の
声
点
的
確
さ
と
信

百
度
の
高
さ
に
お
い
て
、
ず
ば
抜
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
再
如
し

て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。

　
右
の
如
く
、
紀
元
前
三
二
年
の
史
料
は
、
万
々
疑
い
な
い
中
国
極

光
観
測
記
録
の
最
古
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
も
し
信
悪
度
と
い

う
点
を
や
や
ゆ
る
め
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
よ
り
さ
ら
に
古
い
史
料
を

か
な
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
漢
時
代
の
史
料
に
つ
い
て
第
一

に
あ
げ
た
い
の
は
、
昭
帝
冗
平
元
年
二
月
甲
申
（
十
七
日
）
と
翌
・
乙

酉
（
十
八
日
）
の
記
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
西
暦
に
換
算
し
て
、
ユ
リ
ウ

ス
暦
・
グ
レ
ゴ
リ
イ
暦
と
も
に
前
七
四
年
中
月
露
・
六
日
に
当
る
が
、

次
ぎ
に
漢
書
天
文
志
の
記
事
を
か
か
げ
る
。

　
昭
帝
の
元
平
元
年
、
二
月
甲
申
、
農
。
大
星
あ
り
、
月
の
如
し
。
衆
星

あ
り
、
随
っ
て
西
に
行
く
。
乙
酉
。
群
雲
（
写
真
4
）
（
そ
う
う
ん
。
あ
や
し

　
い
雲
）
狗
の
如
く
、
赤
色
、
長
尾
三
枚
。
漢
を
爽
ん
で
西
行
す
。

　
天
文
志
の
甲
申
の
ー
ー
に
相
応
す
る
文
は
漢
㌫
昭
帝
紀
に
も
見
ら
れ

る
。　

元
平
元
年
、
春
二
月
甲
申
、
炭
、
流
星
あ
り
、
大
き
さ
月
の
如
く
、
衆

　
星
皆
な
随
っ
て
西
行
す
。

　
右
が
な
に
ゆ
え
オ
ー
ロ
ラ
を
叙
述
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
か
と
い

　
　
　
　
　
④

う
説
明
は
、
注
に
譲
る
こ
と
に
す
る
が
、
　
「
大
き
さ
月
の
如
く
」
と

も
記
さ
れ
そ
う
な
オ
ー
ロ
ラ
（
写
賞
ハ
6
）
が
実
際
に
存
在
す
る
こ
と
は
、
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参
考
の
た
め
に
掲
げ
て
お
い
た
写
真
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
よ
り
さ
ら
に
遡
っ
た
史
料
中
に
、
オ
ー
ロ
ラ
と

し
て
見
れ
ば
、
ま
さ
に
こ
れ
を
実
見
し
た
人
の
的
確
な
描
写
で
は
な

か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
従
来
こ
の
種
の
史
料
に
対
し
、

騨

写真6　「大星，月の如し」とは，かくの如きオーロラを見た人

　　　　の実感ではなかろうか。星との大きさが比較されよう。

　　　　（注②より転載）

何
人
も
極
光
を
当
て
て
解
釈
し
た
も
の
が
な
か
っ
た
た
め
、
奇
怪
不

可
解
の
記
述
と
見
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
私
と
て
こ
れ
ら
を
百
パ
ー
セ
ン
ト
極
光

と
断
定
し
得
る
も
の
で
は
な
い
が
、
か
か
る
場
合
、
案
外
古
代
人
の

方
が
科
学
的
に
正
確
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
我
々
の
科
学
的

無
智
が
こ
れ
を
怪
奇
不
可
解
の
記
事
と
し
て
片
付
け
て
し
ま
う
傾
向

な
き
に
し
も
非
ず
と
思
わ
れ
る
。
次
ぎ
に
示
す
漢
書
武
帝
紀
に
見
出

さ
れ
る
婦
選
の
如
き
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
証
す
る
実
例
と
も
な
し
得

よ
う
．
ま
す
問
題
と
す
べ
き
羅
文
を
掲
げ
る
。

　
建
元
二
年
、
夏
四
月
戊
申
（
二
四
日
）
。
有
如
日
夜
出
、

　
「
日
、
夜
（
よ
る
）
出
ず
る
が
如
き
あ
り
」
と
読
み
、
「
夜
、
太
陽

が
出
た
よ
う
な
現
象
が
あ
っ
た
」
と
い
う
事
実
を
述
べ
た
も
の
と
解

し
た
い
が
、
ユ
リ
ウ
ス
暦
に
も
と
ず
け
ば
、
前
＝
二
九
年
六
月
六
日

に
換
算
さ
れ
る
。

　
他
の
一
文
は
次
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

　
元
鼎
五
年
、
十
一
月
辛
卯
（
一
七
日
）
。
夜
。
若
景
光
十
有
二
明
。

　
実
は
こ
れ
を
正
し
く
は
ど
う
読
む
の
か
、
私
に
は
よ
く
わ
か
ら
な

い
q
「
若
」
は
「
ご
と
く
」
な
の
か
、
そ
れ
と
も
「
こ
れ
」
と
か
「
そ
れ
」

と
か
い
う
風
に
読
む
の
か
。
最
后
の
「
明
」
の
字
は
、
こ
れ
だ
け
切
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り
は
な
し
て
「
あ
か
る
し
」
と
読
む
べ
き
か
、
上
に
続
け
て
「
景
光

十
有
二
の
明
（
あ
り
）
」
と
で
も
読
む
の
か
。
そ
れ
と
も
全
文
に
対
し

て
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
読
み
方
が
あ
り
得
る
の
か
、
教
示
に
与
り
た

い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
私
は
、
「
夜
、
あ
か
る
い
景
光
（
め
で
た
い
光
）

が
十
二
認
め
ら
れ
た
」
、
あ
る
い
は
「
夜
、
十
二
の
景
光
が
認
め
ら

れ
て
あ
か
る
か
っ
た
」
と
い
う
意
味
に
解
し
た
い
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
、
こ
れ
は
ユ
リ
ウ
ス
暦
・
前
二
二
年
一
二
月
二
四
日
の
こ
と

で
あ
る
。

　
次
ぎ
に
、
右
の
両
懸
を
オ
ー
ロ
ラ
に
結
び
つ
け
て
の
解
釈
を
示
す

べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
、
こ
の
二
文
に
対
す
る
史
料
と
し
て
の
信

愚
性
を
一
応
問
題
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
つ
き
つ
め
て
い

え
ば
、
ま
っ
た
く
根
も
葉
も
な
い
荒
唐
無
稽
の
事
実
が
漢
書
武
帝
紀

に
記
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
私
は
、
決
し
て
さ
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
ず
、
天
子

の
居
城
で
あ
る
長
安
に
お
い
て
、
実
際
に
よ
ほ
ど
顕
著
な
現
象
が
起

り
、
多
く
の
人
々
の
注
目
を
引
い
た
れ
ば
こ
そ
、
単
文
と
は
い
え
武

帝
紀
に
い
ま
見
る
如
き
記
載
と
し
て
残
っ
た
と
解
し
た
い
の
で
あ
る
。

　
次
ぎ
に
、
こ
こ
に
い
う
も
の
が
オ
ー
ロ
ラ
現
象
の
一
つ
に
当
る
の

で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
理
由
を
述
べ
よ
う
。
オ
ー
ロ
ラ
の
諸
種

の
形
態
を
学
問
的
に
分
類
し
た
も
の
の
う
ち
に
は
、
残
念
な
が
ら

「
旭
光
型
」
と
名
付
け
ら
れ
た
も
の
を
発
見
で
き
な
い
が
、
オ
ー
ロ

ラ
の
写
真
、
殊
に
ス
ケ
ッ
チ
を
点
検
す
る
と
、
ま
さ
に
旭
光
型
と
い

う
名
称
を
与
え
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
が
多
い
こ
と
に
気
付
く
の
で

写真7　コロナ型オーロラ。学術的名称はともかく，写真8・9に
　　　見られるスケッチと同様，これらの光が地上から空に放射

　　　するものとされ，夜太陽が現われたかの感を与えたことが
　　　あるのも諒解されよう。　（注①Bより転載）
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・麟警饗

戯譲

写真8　旭日型と名付けたいコロナ型ナーロラ。1768年12月5日

　　　Tyrnau　48。23’N，17035’Eでのスケッチ。背後に見

　　　える星座を描き名称が付してある。　Frjtzの年忌に欧
　　　州の諸処で見られた記1載がある。　（Nordlicht　beoba－

　　　chtungen　ill　Ungam，　Budapest　1963より転載）

b灘1

’畿、

あ
る
。
写
真
（
写
真
7
）
の
ほ
か
に
、
西
欧
人
（
写
真
8
）
と
日
本
人

参
真
9
）
の
手
に
な
る
ス
ケ
ッ
チ
を
も
掲
げ
て
お
い
た
の
で
参
照
し

て
ほ
し
い
。
前
号
拙
稿
で
は
コ
ロ
ナ
型
オ
ー
ロ
ラ
に
つ
い
て
述
べ
、

（
口
絵
写
真
）
、
こ
こ
に
い
う
も
の
は
そ
の
反
対
に
地
平
線
か
ら
上
っ
て

く
る
太
陽
の
よ
う
に
、
地
上
の
一
点
か
ら
上
空
に
光
が
放
射
さ
れ
た

形
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
眼
の
錯
覚
で
、
オ
ー
ロ

上
空
の

点
か
ら

輻
射
さ

れ
た

形
の

写
真
を　　’

も　藩
掲
げ

て

お

い

た

が

写真9　明和七年七月廿八目夜（1770－Pt－17，清乾隆三十五年

　　　七月二十八日）京都から北方若州方面の空に望まれた
　　　極光のスケッチ。同一極光につき能登柳田村，中国山

　　　東省地方志にも史料あり。Fritz年表によればWien，
　　　Parisなど欧州の諸方でも見られた。　（日本気象史

　　　料1939中央気象台・海洋気象台より転載）
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う
の
場
含
は
、
上
空
で
輝
き
は
じ
め
あ
る
高
さ
で
消
滅
し
て
し
ま
う

こ
と
は
、
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
な
お
、
オ
ー
ロ
ラ
の
学
術
的
分
類

で
は
、
私
の
こ
こ
に
い
う
旭
光
型
も
コ
ロ
ナ
型
の
う
ち
に
包
含
さ
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
町

　
さ
て
、
以
上
を
承
知
の
上
で
、
も
う
一
度
前
掲
史
料
に
立
ち
か
え

ろ
う
。
建
元
二
年
（
前
ニ
ニ
九
年
）
に
は
「
有
如
日
夜
禺
」
と
あ
る
が
、

旭
光
型
に
輝
く
オ
i
μ
ラ
を
実
際
に
見
た
と
想
定
す
れ
ば
、
「
日
（
太

陽
）
が
夜
（
よ
る
）
出
た
よ
う
だ
」
と
記
す
の
は
、
ご
く
す
な
お
な
表

現
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
元
鼎
五
年
（
前
二
二
年
）
に
「
景
光

十
有
二
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
を
「
旭
光
型
を
な
す
光
線
の
た
ば
が

十
二
見
え
た
」
こ
と
と
解
釈
す
れ
ば
、
少
し
も
ふ
し
ぎ
で
は
な
く
、

掲
載
写
真
ス
ケ
ッ
チ
に
つ
い
て
も
十
分
感
じ
と
れ
よ
う
。
ブ
リ
ッ
ツ

の
年
褒
に
「
全
天
に
赤
い
槍
」
と
形
容
さ
れ
て
い
る
オ
ー
ロ
ラ
も
、

こ
れ
に
似
通
っ
た
も
の
を
い
う
の
で
は
な
い
か
と
も
想
像
さ
れ
る
。

　
以
上
、
極
光
た
る
こ
と
の
確
実
な
前
三
二
年
の
史
料
か
ら
遡
っ
て
、

前
一
三
九
年
の
史
料
に
ま
で
及
ん
だ
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
前
六
八
七

年
（
春
秋
・
荘
公
七
年
）
に
至
る
ま
で
の
間
に
は
、
ま
だ
い
く
つ
か
極

光
史
料
か
と
思
わ
れ
る
も
の
を
見
託
せ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ

の
一
々
に
ふ
れ
る
の
が
目
釣
で
は
な
い
。
私
は
着
々
中
国
極
光
史
料

の
蒐
集
編
年
を
進
め
て
お
り
、
近
い
う
ち
に
漢
文
史
料
は
も
ち
ろ
ん
、

英
訳
注
を
も
公
刊
す
る
運
び
に
し
て
い
る
。
詳
し
く
は
そ
れ
を
兇
て

い
た
だ
．
き
た
い
。

　
　
　
璽
　
古
代
中
国
人
の
残
し
た
オ
ー
日
ラ
を
現
わ
す
と

　
　
　
　
推
定
さ
れ
る
語
彙
－
天
狗
・
蛍
尤
旗
・
柱
矢
な

　
　
　
　
ど
一
に
つ
い
て

　
日
記
天
官
書
・
漢
書
天
文
志
・
晋
書
天
文
志
と
、
正
史
の
う
ち
に

天
象
に
関
す
る
事
項
を
記
し
た
部
門
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で

あ
る
が
、
そ
の
な
か
に
天
象
に
つ
い
て
の
特
殊
用
語
を
あ
ザ
、
そ
れ

ぞ
れ
の
用
語
に
対
す
る
解
説
を
載
せ
た
部
分
が
あ
る
。
本
章
で
は
、

そ
れ
ら
の
用
語
の
う
ち
、
私
が
オ
ー
ロ
ラ
を
表
現
す
る
の
で
は
な
い

か
と
推
測
す
る
い
く
つ
か
を
あ
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
見
解
を

述
べ
よ
う
。

　
こ
こ
に
特
に
～
章
を
設
け
て
か
か
る
試
み
を
し
ょ
う
と
す
る
の
は
、

寡
聞
の
ゆ
え
か
、
従
来
い
っ
こ
う
か
よ
う
な
方
面
へ
の
注
意
が
な
さ

れ
た
こ
と
を
聞
か
ず
、
本
稿
表
題
の
意
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
に
も
ぜ

ひ
必
要
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
さ
ら
に
い
う
と
、
こ
こ
で

私
は
次
の
事
実
に
注
意
し
た
い
の
で
あ
る
。
史
記
天
官
書
の
編
纂
さ

れ
た
の
は
、
前
漢
司
馬
遷
の
時
代
で
あ
る
か
ら
、
紀
元
前
二
世
紀
と
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し
て
も
、
こ
の
な
か
に
も
し
オ
ー
ロ
ラ
を
現
わ
す
語
彙
が
含
ま
れ
て

い
る
と
す
れ
ば
、
　
そ
れ
は
ど
り
も
直
さ
ず
、
　
中
国
人
が
史
記
の
作

ら
れ
た
時
代
か
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
さ
ら
に
以
前
、
春
秋
戦
国
腿
紀

元
前
数
世
紀
と
い
う
よ
う
な
古
代
か
ら
、
オ
ー
ロ
ラ
と
い
う
天
空
で

起
る
特
異
な
現
象
に
気
付
き
「
そ
の
現
象
の
種
々
の
形
相
を
い
ぐ
つ

か
に
分
類
し
そ
れ
ぞ
れ
に
特
殊
な
名
称
を
与
え
る
」
と
い
う
業
績
を

残
し
た
と
い
う
証
拠
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
も
い
え
よ
う
。
こ
の
事
実
を

お
し
進
め
る
と
、
あ
る
い
は
紀
元
前
数
世
紀
、
華
北
の
政
治
文
化
の

中
心
地
帯
で
あ
っ
た
北
緯
三
四
一
三
六
度
・
東
経
一
〇
八
－
一
一
四

度
附
近
か
ら
し
ば
し
ば
明
瞭
に
極
光
の
望
見
さ
れ
る
時
期
が
あ
り
、

そ
の
ふ
し
ぎ
な
妖
し
い
空
の
光
は
、
当
時
の
中
国
文
化
人
を
し
て
、

色
・
形
・
動
き
な
ど
に
よ
っ
て
そ
れ
を
分
類
し
名
称
を
附
さ
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
意
識
を
起
こ
さ
せ
、
ま
た
そ
れ
を
可
能
な
ら
し

め
た
ほ
ど
の
も
の
で
も
あ
っ
た
と
い
う
推
定
が
成
立
せ
ぬ
で
も
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
推
測
を
も
う
一
段
発
展
さ
せ
、
そ

れ
こ
そ
当
時
の
地
球
磁
場
の
状
態
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
一

一
～
＝
一
世
紀
を
待
た
ず
と
も
、
今
か
ら
二
千
数
百
年
前
、
地
球
磁

器
が
地
球
回
転
軸
に
対
し
か
な
り
中
国
側
に
傾
い
て
い
た
こ
と
を
示

す
有
力
な
証
拠
で
あ
る
と
い
う
推
論
へ
と
到
達
し
得
る
か
も
知
れ
ぬ
。

し
か
し
、
右
の
推
論
の
是
非
は
も
と
よ
り
地
球
物
理
学
老
の
判
断
に

ゆ
だ
ぬ
べ
き
で
、
私
見
の
如
き
素
人
の
思
い
つ
き
の
域
を
出
ぬ
も
の

で
あ
る
こ
と
も
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
た
び
た
び
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
極
光
は
そ
の
あ
ら
わ
れ
か
た
・

形
・
色
な
ど
に
お
い
て
実
に
千
変
万
化
で
あ
る
。
そ
の
千
差
万
別
の

姿
を
写
真
に
と
り
、
分
類
し
、
そ
の
各
々
に
名
称
を
附
し
簡
単
な
注

釈
を
つ
け
る
と
い
う
仕
事
が
、
漸
く
二
〇
世
紀
に
な
っ
て
国
際
的
に

科
学
的
に
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
は
さ
き
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、

私
の
推
測
に
誤
り
が
な
け
れ
ば
、
中
国
人
は
こ
れ
に
類
す
る
仕
裏
を
、

少
く
と
も
二
千
数
百
年
以
前
に
か
な
り
綿
密
に
行
っ
て
い
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
中
国
入
が
世
界
で
最
初
に
、
オ
ー
ロ
ラ

を
形
・
色
・
あ
ら
わ
れ
方
な
ど
に
よ
っ
て
分
類
し
名
称
を
附
し
た
人

間
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
事
実
を
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い

と
い
う
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
も
ち
ろ
ん
、
中
国
入
は
、
極
光
の
本
体
に

つ
い
て
今
日
の
如
き
科
学
的
知
識
は
何
も
持
た
ず
、
自
ら
分
類
し
た

現
象
が
オ
ー
ロ
ラ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
全
然
気
づ
か
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
北
島
島
極
の
位
置
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
歴

史
時
代
に
お
い
て
、
中
国
が
極
光
を
観
測
す
る
に
低
緯
度
の
地
域
で

あ
る
こ
と
に
は
変
り
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
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中
国
か
ら
見
ら
れ
る
極
光
は
、
そ
の
頻
度
に
お
い
て
、
そ
の
変
化
に

お
い
て
、
ナ
…
ロ
ラ
帯
内
の
地
域
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
ず
、
そ
の

語
彙
と
て
た
か
が
知
れ
た
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
そ

れ
ぞ
れ
の
用
語
に
附
せ
ら
れ
た
解
説
を
見
る
と
、
た
し
か
に
実
際
の

オ
ー
ロ
ラ
を
自
分
の
眼
で
し
か
と
見
す
え
、
的
確
に
そ
の
特
徴
を
と

ら
え
た
人
で
な
け
れ
ば
書
き
得
る
は
ず
が
な
い
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
み

ご
と
な
科
学
的
短
文
を
な
し
て
お
り
、
か
か
る
点
を
十
分
評
価
す
べ

き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
断
っ
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
史
記
天
窟

諮
に
す
で
に
現
わ
れ
て
い
る
オ
ー
ロ
ラ
を
現
わ
す
も
の
か
と
推
定
さ

れ
る
語
彙
一
天
狗
・
柾
矢
・
量
尤
旗
な
ど
一
は
、
こ
の
後
ず
っ

と
長
く
用
い
ら
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
後
人
が
実
際
に
夜
空
に
起

っ
た
現
象
に
対
し
て
こ
れ
ら
の
語
の
い
ず
れ
か
を
当
て
て
い
る
場
合
、

そ
れ
が
史
記
天
官
書
や
漢
書
天
文
志
な
ど
で
解
説
さ
れ
て
い
る
限
定

さ
れ
た
現
象
に
対
す
る
用
法
と
一
致
し
た
も
の
か
否
か
は
別
問
題
で

あ
る
。
も
と
よ
り
、
天
狗
に
し
ろ
、
同
量
旗
に
し
ろ
、
暴
風
に
し
ろ
、

後
世
の
中
国
人
が
か
よ
う
な
語
の
存
在
を
知
り
、
そ
れ
を
実
際
の
現

象
に
当
て
は
め
て
用
い
て
い
る
の
は
、
史
記
天
宮
書
や
漢
書
天
文
志

な
ど
の
知
識
に
基
く
も
の
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
古
典

の
解
説
に
基
く
知
識
で
あ
り
、
而
も
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
通
り
の

現
象
は
め
っ
た
に
起
ら
ず
、
め
っ
た
に
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
だ

け
に
、
そ
れ
ら
の
現
象
が
実
地
に
教
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
書
物
に

よ
る
知
識
と
並
行
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
と
は
必
ず
し
も
考
え

ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
後
世
に
お
け
る
用
語
の
実
例
を
見
る
と
、

面
記
古
典
の
解
説
は
解
説
と
し
て
、
実
際
に
こ
れ
ら
の
語
を
用
い
て

い
る
方
の
入
は
、
　
め
い
め
い
の
そ
の
時
々
の
判
断
に
基
き
、
　
て
ん

で
に
勝
手
な
用
い
方
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
ふ
し
が
あ
る
。

こ
れ
は
オ
ー
ロ
ラ
の
よ
う
に
ま
れ
に
見
ら
れ
る
現
象
が
、
ふ
い
に
出

現
し
而
も
千
変
万
化
の
形
相
を
墨
す
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
当
然
あ

り
得
る
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
一
方
、
こ
と
ば
は
歴
史
的
社
会
的
な
活

き
物
で
あ
る
か
ら
一
二
の
古
典
に
示
さ
れ
て
い
る
用
語
の
解
説
だ
け

に
そ
の
意
味
を
限
定
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ず
、
歴
史
的
な
多
く
の
実

用
例
を
集
め
て
考
察
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
は
こ
の
場
合
も
同
様
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
が
こ
こ
で
述
べ
よ
う
と
す
る
の
は
、
史
記

天
官
諮
・
漢
書
天
文
志
・
脅
書
天
文
志
な
ど
に
記
載
さ
れ
て
い
る
オ

ー
ロ
ラ
を
現
わ
す
と
推
定
さ
れ
る
諸
種
の
用
語
と
そ
れ
に
附
さ
れ
た

解
説
を
主
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
漢
代
以
後
の
人
の
実
用
例
に
ま

で
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
。
用
語
例
に
つ
い
て
い
え
ば
、
古
い
と
こ
ろ
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で
は
秦
末
漢
初
三
野
三
世
紀
末
、
劉
邦
と
の
覇
権
争
奪
戦
の
ま
中
、

　
　
鐘
鹿
救
援
に
お
も
む
い
た
項
羽
の
陣
営
上
を
流
れ
た
と
い
わ
れ
る
柾

　
　
⑥

　
　
矢
を
は
じ
め
と
し
て
、
天
狗
そ
の
他
に
つ
い
て
も
多
く
の
史
料
を
集

　
　
め
て
あ
る
し
、
そ
れ
ら
を
綜
合
帰
納
し
た
結
論
も
出
す
べ
き
で
あ
ろ

　
　
う
が
、
そ
れ
は
後
日
に
譲
り
た
い
。

　
　
　
さ
て
次
ぎ
に
、
一
々
の
用
語
に
つ
い
て
論
ず
る
前
に
、
正
史
天
文

　
　
志
に
見
え
る
同
一
用
語
に
対
す
る
解
説
の
異
同
に
関
し
、
一
般
的
な

　
　
問
題
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
史
記
天
官
書
に
は
じ
ま
り
、
漢
書
・
晋

　
　
書
・
晴
書
の
各
天
文
志
へ
と
、
オ
ー
ロ
ラ
と
お
ぼ
し
き
内
容
を
有
す

　
　
る
同
一
用
語
を
載
せ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
解
説
は
、
漢
書
天

　
　
文
志
が
史
記
天
誓
書
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
の
に
対
し
、
晋
書

脚優
　
の
方
に
は
、
史
記
以
来
の
伝
承
に
加
え
ず
っ
と
記
載
が
豊
富
多
彩
に

的　
　
な
っ
て
い
る
の
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
天
狗
・
蛍
尤
旗
な

値糀
・
の
例
に
つ
い
て
馨
で
あ
・
が
、
そ
の
内
容
を
毒
す
・
に
、
形

鋼
に
つ
い
て
も
色
に
つ
い
て
も
ナ
ー
・
う
と
し
て
蒐
＋
分
あ
り
得
る

轡
も
の
憂
際
オ
ー
・
一
フ
’
轡
観
測
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
決
し
て
勲
口

彼
　
き
得
な
い
と
思
わ
れ
る
的
確
さ
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

嚇
は
・
牢
・
・
姦
し
・
史
記
天
官
出
塁
畿
昊
文
志
か
ら
得
ら

中
　
れ
る
単
な
る
文
宇
づ
ら
の
知
識
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
晋
書
天
文
志

編
纂
に
至
る
ま
で
の
長
い
期
間
に
亘
っ
て
、
歴
代
国
立
天
文
台
員
の

不
断
の
観
測
記
録
が
集
積
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
し
て

興
味
深
い
。
オ
ー
ロ
ラ
ほ
ど
、
形
に
お
い
て
も
色
に
お
い
て
も
、
千

変
万
化
の
様
相
を
呈
す
る
も
の
は
少
な
か
ろ
う
。
中
国
に
お
い
て
稀

れ
に
見
ら
れ
る
オ
ー
ロ
ラ
を
、
実
際
に
観
測
し
た
人
の
観
測
が
正
確
、

で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
史
記
天
官
書
・
漢
書
天
文
志
以
来
の
天
狗
・

量
尤
旗
な
ど
の
伝
統
的
名
称
を
用
い
な
が
ら
も
、
そ
の
解
説
の
面
で

は
必
ず
し
も
伝
統
の
範
囲
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
晋
書
天
文
志
の
如
く
、

各
種
各
様
の
様
相
を
記
載
、
内
容
を
豊
富
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ

れ
こ
そ
科
学
的
態
度
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
大
体
に
お
い
て
、
中

国
人
の
知
識
は
、
単
な
る
書
物
に
よ
る
伝
承
の
積
み
重
ね
が
多
く
、

そ
の
記
載
を
も
う
一
度
実
地
に
つ
き
実
物
に
つ
い
て
検
討
し
直
す
と

い
う
こ
と
が
ひ
じ
ょ
う
に
少
い
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、

晋
書
天
文
志
の
態
度
は
注
達
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
従
来

中
国
自
然
科
学
史
研
究
に
お
い
て
か
か
る
点
に
対
す
る
注
意
が
な
さ

れ
て
い
る
か
ど
う
か
伺
い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
次
ぎ
に
一
々
の
用
語
に
つ
い
て
、
ま
ず
天
狗
（
て
ん
こ
う
）
か
ら
述

べ
よ
先
史
記
天
稟
・
・
塗
筆
文
志
に
次
ぎ
の
よ
う
に
説
か
れ
て
間

い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
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天
狗
は
、
状
、
大
言
星
（
漢
書
天
文
志
に
は
大
流
星
）
の
如
し
。
声
あ

り
。
そ
の
下
っ
て
地
に
止
る
や
、
狗
堕
つ
る
と
こ
ろ
及
び
炎
火
に
類

す
。
航
れ
を
望
む
に
、
火
光
炎
炎
天
を
衝
く
が
如
し
。
其
の
下
（
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

た
）
圏
（
ま
る
）
く
数
頃
の
陸
処
の
如
く
、
上
（
う
え
）
ハ
冗
（
一
宮
）
ど

き
も
の
は
則
ち
黄
色
あ
り
。
千
璽
軍
を
破
り
将
を
殺
す
。

　
「
千
里
軍
を
破
り
云
々
」
の
一
句
は
、
天
狗
に
旧
燃
す
る
説
明
で
は

な
く
、
天
狗
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
地
上
に
か
く
の
如
き
こ
と
が
起

る
前
兆
で
あ
る
と
い
う
一
種
の
置
文
で
あ
る
。
後
述
の
用
語
に
も
、

そ
れ
ぞ
れ
説
明
文
の
最
后
に
こ
の
種
の
難
文
が
附
さ
れ
て
い
る
が
、

以
下
す
べ
て
省
略
す
る
。

　
さ
て
、
天
窟
君
の
記
載
に
従
っ
て
解
す
る
限
り
で
は
、
天
狗
が
オ

ー
ロ
ラ
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
は
ひ
じ
ょ
う
に
強
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
中
に
は
不
都
合
の
部
分
も
あ

る
。
そ
れ
は
「
有
声
」
、
つ
ま
り
「
音
響
が
発
光
現
象
に
伴
っ
て
聞
こ

え
る
」
と
い
う
く
だ
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
音
響
に
関
し
て
は
、

前
号
拙
稿
第
一
章
㈹
節
に
詳
論
し
て
お
い
た
通
り
、
古
文
献
中
に
見

え
る
か
か
る
記
載
は
、
文
全
体
の
表
現
せ
ん
と
す
る
も
の
が
オ
ー
ロ

ラ
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
と
確
評
す
る
。
と

こ
ろ
で
、
天
狗
を
オ
ー
ロ
ラ
と
み
な
し
得
る
理
由
で
あ
る
が
、
音
響
に

関
す
る
一
事
を
除
い
て
は
、
天
官
書
に
い
う
と
こ
ろ
悉
く
オ
ー
ロ
ラ

の
条
件
に
か
な
う
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
大
下
話
と
い

い
、
大
流
星
と
い
い
こ
れ
は
「
夜
、
空
を
走
る
大
き
な
光
」
で
あ
る
℃
か

く
の
如
き
光
が
天
か
ら
地
を
め
が
け
て
落
ち
て
き
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
オ
ー
ロ
ラ
と
解
し

得
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
こ
こ
で
断
っ
て
お
き
た
い
が
、
前
号
に
お
い

て
オ
ー
ロ
ラ
の
正
体
に
つ
い
て
の
科
学
的
説
明
を
し
た
際
、
オ
ー
ロ

ラ
の
光
の
下
限
は
地
上
八
○
粁
以
上
の
と
こ
ろ
に
あ
る
と
述
べ
て
お

い
た
。
こ
の
説
明
を
記
憶
し
て
お
ら
れ
る
方
は
、
天
官
学
の
天
狗
に

対
す
る
説
明
中
に
「
そ
の
下
っ
て
地
に
止
ま
る
や
」
、
つ
ま
り
「
天
か

ら
下
っ
て
き
た
光
が
地
上
ま
で
達
し
た
」
と
記
し
て
あ
る
の
は
、
右
と

矛
盾
す
る
と
感
ぜ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
た
し
か
に
γ
応
も
っ

と
も
な
疑
問
で
は
あ
る
が
、
ど
い
っ
て
オ
ー
ロ
ラ
の
下
限
に
対
す
る

私
の
さ
き
の
説
明
を
変
え
る
必
要
は
な
く
、
史
記
天
官
書
の
解
説
に

も
不
都
合
は
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
地
形
、
オ
ー
ロ
ラ
の
光
り
ぐ

あ
い
、
観
測
者
の
位
置
な
ど
に
よ
っ
て
オ
ー
ロ
ラ
の
光
が
天
空
か
ら

地
上
ま
で
つ
な
が
っ
た
よ
う
に
見
え
る
こ
と
は
い
く
ら
も
あ
り
得
る
。

こ
れ
は
、
地
平
線
に
密
着
し
た
よ
う
に
見
え
る
出
没
時
の
太
陽
、
虹

の
端
の
こ
と
な
ど
か
ら
も
容
易
に
肯
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
右
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は
さ
て
お
き
、
天
贋
書
の
一
文
中
、
最
も
オ
ー
ロ
ラ
ら
し
い
と
目
さ

れ
る
と
こ
ろ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
こ
れ
を
望
見
す
る
に
火
光
炎

炎
天
を
衝
く
が
如
し
」
と
い
う
く
だ
り
で
あ
る
。
さ
き
に
も
述
べ
た

が
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
オ
ー
ロ
ラ
の
観
測
記
録
中
に
ひ
じ
ょ
う

に
多
く
見
出
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
「
火
光
の
如
し
」
と
い
う
形
容
で

あ
る
。
ブ
リ
ッ
ツ
の
年
表
に
い
う
「
窪
①
二
σ
Q
㊦
、
日
本
南
極
越
冬
隊
撮

影
の
オ
ー
ロ
ラ
写
真
に
対
す
る
説
明
文
中
に
見
え
る
霧
需
9
⇒
9
ヨ
①

な
ど
い
う
も
の
が
そ
れ
に
当
ろ
う
。
か
か
る
ナ
ー
ロ
ラ
を
望
見
し
た

人
が
「
火
光
炎
炎
天
を
衝
く
」
思
い
を
抱
く
の
は
当
然
と
い
う
べ

、
灘
漕
野

臥翫
」
饗
卍

写真10　「火光炎炎天を衝く」思いあら
　　　　しめる火炎型オーロラ（注②よ
　　　　り転載）

饗
心

！
簿
・

　　　饗　　饗騨鐸
難欝1

写真11　「下がまるく大きなひろがりを持ち，上が鋭

　　　い形」というのに近いと思われるオーロラ。

　　　光っているので火光とも見られよう。「天狗」

　　　と呼ばれるものの形態の一つにかかるものが
　　　あったようである。（注②より転載）

く
、
好
適
例
と
思
わ
れ
る
写
真
（
写
真
－
o
）
を
掲
げ
て
お
く
。
な
お
、

そ
の
次
ぎ
に
い
う
「
下
が
ま
る
く
、
数
頃
の
田
の
如
き
ひ
ろ
が
り
を

持
ち
、
上
が
鋭
い
形
」
に
類
似
す
る
オ
ー
ロ
ラ
の
写
真
（
写
真
1
1
）
を

も
掲
げ
る
。
写
真
は
、
下
が
ひ
じ
ょ
う
に
広
く
、
上
で
す
ぼ
ま
り
、

全
体
と
し
て
三
角
錐
を
作
っ
て
い
る
。
惜
し
む
ら
く
は
、
鈍
角
三
角
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形
と
い
う
べ
く
「
上
（
う
え
）
鋭
く
」
と
は
い
い
が
た
い
か
も
知
れ

ぬ
。
し
か
し
，
天
官
爵
に
い
う
と
こ
ろ
の
も
の
が
実
際
に
あ
り
得
る

こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
も
十
分
想
像
さ
れ
よ
う
。
天
官
書
の
解
説
に
、

右
に
い
う
如
き
形
態
を
と
る
天
狗
は
「
黄
色
」
で
あ
る
と
い
っ
て
い

る
が
、
黄
緑
が
最
も
よ
く
見
ら
れ
る
オ
ー
ロ
ラ
の
色
で
あ
る
と
い
わ

れ
る
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
実
際
の
観
測
に
も
と
ず
い
た
こ
と

を
証
す
る
も
の
と
十
分
考
え
得
る
も
の
で
あ
る
。

　
天
狗
に
関
し
て
は
、
三
后
に
名
称
そ
の
も
の
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。

日
本
で
は
天
狗
と
書
い
て
テ
ン
グ
と
読
み
、
赤
面
で
懸
鼻
の
人
面
に

似
た
い
わ
ゆ
る
テ
ン
グ
を
連
想
す
る
の
が
常
で
あ
る
。
し
か
し
、
史

記
天
官
書
や
漢
書
天
文
志
の
記
載
に
は
、
人
面
に
似
た
も
の
を
連
想

さ
せ
る
も
の
は
何
一
つ
な
く
、
天
狗
は
テ
ン
コ
ウ
、
ま
さ
に
読
ん
で
噛

字
の
如
く
、
夜
空
に
現
れ
る
光
が
狗
（
イ
ヌ
）
の
形
に
似
て
い
る
こ

と
を
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
漢
代
の
土
器
な
ど
に
見
る
狗
は
、
足
の

比
較
的
短
い
四
角
ば
っ
た
体
駆
に
耳
が
立
ち
尾
が
ま
き
上
っ
た
短
毛

か
と
覚
し
き
、
い
ま
の
日
本
犬
の
あ
る
種
に
似
た
形
の
も
の
が
多
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
古
代
中
国
人
が
天
狗
と
い
っ
た
場
合
も
、
あ
の

よ
う
な
形
を
連
想
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
も
ち
ろ
ん
し
か
と
は
わ

か
り
か
ね
る
。
オ
ー
ロ
ラ
の
諸
種
の
写
真
を
探
し
て
み
た
が
、
狗
に

ぴ
っ
た
り
と
い
う
も
の
は
見
当
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
天
空
か
ら

何
物
か
が
落
ち
て
く
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
（
写
真
1
2
）
を
見
出

す
の
は
む
つ
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
一
例
を
掲
げ
て
お
い
た
。

こ
の
写
真
の
オ
ー
ロ
ラ
も
、
刻
々
に
変
化
し
て
い
る
形
を
一
瞬
に
把

垂
球
．
．

写真12大空から何物かがふわっと落ちてくるような感じのオ
　　　　ーロラ。これが狗の形に似ていれば天狗（てんこう）

　　　　の名称も生れてこよう。（注①Aより転載）
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え
た
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
種
類
の
オ
ー
ロ
ラ
に
対
し
、
あ
る
い
は

狗
と
も
、
鳥
と
も
、
人
と
も
、
色
々
に
受
け
と
り
得
る
場
合
を
生
ず

る
こ
と
は
、
十
分
に
想
像
さ
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
日
本
人
の
い
う

よ
う
な
人
面
に
似
た
オ
ー
ロ
ラ
は
、
中
国
で
は
ま
っ
た
く
考
え
ら
れ

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
晋
書
天
文
志
を
ひ
も
ど
く
と
、
天
狗
に

対
す
る
説
明
に
、
史
記
天
念
書
・
漢
書
天
文
志
以
外
の
形
状
が
あ
げ

ら
れ
て
お
り
、
そ
の
な
か
に
は
じ
め
て
人
面
に
似
た
も
の
が
見
出
さ

れ
る
。
こ
れ
を
紹
介
し
よ
う
。

　
　
隷
は
・
状
・
大
様
の
恕
・
色
黄
に
し
て
声
あ
り
・
其
の
地
に
止

　
る
や
、
狗
堕
ち
る
と
こ
ろ
に
類
す
。
遺
れ
を
望
む
に
、
火
光
炎
炎
天
を
衝

　
く
が
如
し
。
其
の
う
え
鋭
く
、
其
の
し
た
員
（
ま
る
）
く
、
数
頃
の
田
処

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
の
如
し
。
（
以
上
は
史
記
天
官
書
・
漢
書
天
文
志
に
同
じ
）
或
は
日
う
。
星
、
毛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

　
あ
り
。
労
に
短
彗
あ
り
。
下
に
弓
形
あ
ろ
も
の
な
り
と
。
或
は
日
う
。
星

　
出
ず
る
に
、
其
の
状
赤
白
に
し
て
光
あ
り
。
下
れ
ば
即
ち
天
狗
と
為
す
と
。

　
ω
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
　
　
　
　
　
、
、

　
一
に
日
う
。
流
星
、
光
あ
り
。
人
潤
を
見
（
あ
ら
）
わ
し
、
堕
ち
て
音
な
く
、

　
足
あ
る
が
若
き
も
の
、
名
ず
け
て
天
狗
と
日
う
。
其
の
色
白
く
、
其
の
な

　
か
黄
黄
（
黄
黄
は
黄
に
同
じ
）
、
火
を
遺
（
お
と
）
す
状
の
如
し
と
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
見
て
も
、
古
代
中
国
人
が
天
狗
と
い
う
こ
と
ば
を
、

た
だ
一
つ
の
き
ま
っ
た
形
と
色
を
有
す
る
光
に
与
え
て
い
る
の
で
な

い
こ
と
は
余
り
に
明
瞭
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
空
か
ら
堕
ち
て
く

る
各
種
の
形
や
色
を
し
た
光
を
綜
合
し
て
天
狗
と
名
付
け
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
自
体
、
観
測
対
象
が
諸
種
の
様
栢
を
呈
す
る

オ
ー
ロ
ラ
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

晋
書
天
文
志
の
前
掲
文
に
つ
い
て
見
る
に
、
こ
こ
に
は
照
種
類
の
も

の
が
天
狗
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
原
文
に
ω
か
ら
ω
ま
で
数
字

を
附
し
て
区
分
け
し
て
お
い
た
の
で
見
て
ほ
し
い
が
、
ω
に
つ
い
て

は
既
述
し
た
の
で
、
②
以
下
に
つ
い
て
手
短
か
に
述
べ
て
み
よ
う
。

②
に
「
毛
あ
り
」
と
か
、
　
「
短
彗
あ
り
」
と
か
い
う
正
体
は
、
ま
さ

に
線
構
造
の
オ
ー
ロ
ラ
の
多
く
の
平
行
光
線
を
い
う
も
の
と
考
え
ら

れ
、
写
真
に
つ
い
て
も
実
感
を
得
ら
れ
る
も
の
を
見
出
せ
よ
う
。
色

に
つ
い
て
い
え
ば
、
ω
に
黄
、
③
に
赤
白
、
¢
0
に
外
側
が
白
で
内
側

が
黄
と
い
い
、
い
ず
れ
も
オ
ー
ロ
ラ
の
カ
ラ
…
写
真
巾
か
ら
見
つ
け

る
に
困
難
な
も
の
で
は
な
い
。
さ
き
に
問
題
に
し
た
音
に
つ
い
て
い

う
と
、
四
つ
の
短
文
の
う
ち
明
ら
か
に
「
声
あ
り
」
と
記
す
も
の
は

ω
だ
け
で
、
あ
と
の
三
つ
に
は
音
に
関
す
る
記
載
が
ま
っ
た
く
な
い

ば
か
り
か
、
ω
W
に
は
は
っ
き
り
「
墜
ち
て
音
な
く
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
習
志
に
よ
る
限
り
、
天
狗
を
オ
ー
ロ
ラ
と

解
釈
す
る
の
に
唯
一
不
都
合
の
点
で
あ
っ
た
音
響
の
問
題
も
消
え
失

せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
い
う
と
、
ω
に
「
有
声
」
と
あ
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る
の
は
、
史
記
天
墨
書
・
漢
書
天
文
志
の
無
条
件
踏
襲
と
見
ら
れ
、

寒
菅
天
文
志
独
自
の
部
分
②
1
㈲
に
一
切
音
響
に
関
す
る
記
載
が
な

い
こ
と
は
、
実
際
観
測
の
結
果
が
集
積
さ
れ
、
こ
の
種
の
発
光
現
象

に
は
音
を
件
わ
ぬ
事
実
が
確
め
ら
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
ぬ
こ
と
も

な
か
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
さ
き
に
当
面
の
問
題
と
し
て
掲
げ
て
お
い

た
の
は
、
天
狗
と
人
面
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
改
め

て
い
う
ま
で
も
な
く
、
ω
に
「
流
星
有
光
見
人
面
」
と
あ
る
の
が
注

意
さ
れ
よ
う
。
中
国
で
も
天
狗
が
人
面
に
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
る

由
来
の
久
し
い
こ
と
を
知
り
得
る
が
、
さ
て
そ
の
人
面
が
日
本
で
い

う
テ
ソ
グ
の
面
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
さ
っ
ぱ
り
わ
か

ら
な
い
。
ま
た
人
面
に
類
す
る
天
狗
の
こ
と
を
記
す
晋
志
の
一
文
が
、

日
本
の
テ
ン
グ
の
起
源
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
か
、
私
に
は
一
向

不
明
で
あ
り
、
天
狗
に
つ
い
て
も
博
識
の
一
端
を
残
し
た
馬
琴
先
生

の
如
き
士
の
教
を
乞
い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
さ
て
、
次
ぎ
に
あ
げ
た
い
の
は
格
沢
星
で
あ
る
。
史
記
天
購
書
か

ら
引
用
す
る
。

　
格
沢
星
は
炎
火
の
状
の
如
し
。
黄
白
な
り
。
地
よ
り
起
っ
て
上
る
。
し

　
た
大
に
し
て
う
え
見
趾
鋭
ど
し
α

　
ほ
と
ん
ど
前
述
の
天
狗
と
変
ら
な
い
が
、
「
地
よ
り
起
っ
て
上
る
」

と
い
う
の
は
、
実
際
と
は
逆
を
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
上
空

で
の
発
光
が
地
表
め
が
け
て
落
下
し
、
地
面
に
達
し
た
よ
う
に
見
え

写真13　「彗星に似ていて，うしろが曲り，旗に象どる」という蚤

　　　尤之旗とはかかるオーロラをいうか。原典の説明文には
　　　Homogeneous　ho。ked　bandsとある。（注②より転載）
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る
場
合
の
あ
る
こ
と
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
該
当
写
真
（
写
真
－
o
）

に
も
見
ら
れ
る
通
り
、
炎
火
の
よ
う
な
オ
ー
μ
ラ
を
望
見
す
れ
ば
、

下
か
ら
上
ヘ
ホ
ノ
オ
が
の
ぼ
る
よ
う
に
感
ず
る
の
は
む
し
ろ
当
然
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
次
ぎ
は
量
尤
荒
説
に
つ
い
て
の
史
記
天
工
書
の
記
載
。

　
　
量
脱
藩
旗
は
彗
に
類
し
て
後
ろ
曲
り
旗
に
象
ど
る
。
　
（
写
爽
1
3
）

　
オ
i
R
う
に
は
、
上
下
に
ほ
ぼ
均
竿
の
幅
を
持
ち
帯
状
に
長
く
っ

つ
き
、
略
語
で
び
き
自
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
う
し

ろ
に
湾
曲
し
て
い
る
場
合
を
蛍
尤
之
旗
に
当
て
て
考
え
得
よ
う
。
日

本
南
極
越
冬
隊
撮
影
の
オ
ー
ロ
ラ
写
真
に
つ
い
て
該
当
す
る
も
の
を

探
し
て
掲
げ
て
お
く
。
説
明
文
に
国
。
日
○
σ
q
曾
Φ
9
統
｝
戸
o
o
評
①
嫁
げ
震
蜜

と
あ
る
の
が
、
三
嘆
警
の
説
明
と
対
照
さ
れ
よ
う
。
現
在
の
オ
ー
ロ

ラ
に
対
す
る
自
然
科
学
の
大
き
な
分
類
に
「
幕
状
」
ま
た
は
「
カ
ー

テ
ン
状
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
め
が
あ
る
が
、
内
端
之
旗
の
「
旗
」

と
は
そ
れ
に
符
節
を
合
わ
せ
た
よ
う
な
呼
称
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と

こ
ろ
で
、
既
述
の
如
く
晋
書
天
文
志
に
は
、
史
記
天
尊
書
や
漢
書
天

文
志
以
外
の
多
く
の
記
載
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
を
引
用
し
よ
う
。

　
　
ω

　
六
に
日
う
。
貴
尤
旗
は
彗
に
類
し
て
後
ろ
曲
り
旗
に
象
ど
る
と
。
（
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
ぽ
史
記
．
漢
土
に
同
じ
）
或
は
日
う
。
赤
雲
独
り
見
（
あ
ら
わ
）
る
る
も
の
な

　
　
　
　
鋤

　
り
と
。
或
は
振
う
。
其
の
色
、
上
を
黄
に
し
下
を
白
に
す
る
も
の
な
り
と
。

　
ω

　
或
は
田
う
。
整
（
ク
ワ
ソ
、
が
が
い
も
）
を
植
（
お
）
く
が
若
く
し
て
長
き
を
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
ず
け
て
貴
尤
之
旗
と
霞
う
と
。
或
は
日
う
。
箕
の
如
く
、
長
さ
二
丈
ば
か

　
り
、
末
に
星
あ
り
と
。

　
最
初
に
「
六
に
日
う
」
と
あ
る
の
は
、
二
藍
天
文
志
の
中
で
、
量

尤
旗
が
妖
星
の
第
六
番
目
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も

の
で
、
こ
の
文
だ
け
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「
一
に
日
う
」
と
か
、
「
或

は
臼
う
」
と
で
も
い
う
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
私
の
つ
け
た
ω
か

ら
⑤
ま
で
の
番
号
に
よ
る
区
分
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
五

種
類
の
様
相
の
光
を
綜
合
し
て
量
剛
志
と
呼
ん
で
い
る
。
③
に
い
う

「
上
が
黄
色
で
下
が
白
色
（
其
時
黄
上
白
下
）
」
と
の
く
だ
り
は
、
史
記

集
解
に
も
漢
書
顔
師
出
山
に
も
晋
灼
の
注
と
し
て
引
か
れ
、
こ
こ
で

回
書
の
本
文
に
昇
格
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
断
熱
に
よ
る
と
呂

氏
春
秋
に
出
る
も
の
の
如
く
由
来
す
る
と
こ
ろ
久
し
い
こ
と
を
知
る
。

　
次
ぎ
に
史
記
天
卜
書
か
ら
柾
矢
に
関
す
る
も
の
を
引
用
し
よ
う
。

　
柱
矢
は
大
流
星
に
類
す
。
弛
画
し
て
倉
（
あ
お
）
黒
し
。
之
を
望
む
に
毛

　
羽
（
二
二
お
よ
び
詩
書
天
文
志
に
は
毛
目
と
あ
り
）
あ
る
が
如
し
。

　
移
動
性
オ
ー
ロ
ラ
に
蛇
行
し
て
動
く
も
の
の
あ
る
こ
と
は
前
に
も

述
べ
、
写
真
（
写
真
3
4
）
も
掲
げ
て
お
い
た
。
色
が
ア
オ
グ
ロ
イ
と
い
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う
こ
と
も
十
分
あ
り
得
る
が
、
こ
の
ア
オ
は
青
を
意
味
す
る
か
緑
を

意
味
す
る
か
、
実
際
に
は
こ
の
二
色
と
も
に
よ
く
現
わ
れ
る
も
の
で

あ
る
。
毛
羽
（
獣
毛
と
鳥
羽
）
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
の
は
、

さ
き
の
天
狗
に
つ
い
て
も
述
べ
て
お
い
た
線
状
オ
ー
ロ
ラ
に
見
ら
れ

る
無
数
の
平
行
光
線
を
さ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
に
あ
げ
た
柾
矢
・
貴
尤
旗
あ
る
い
は
天
狗
な
ど
は
、
移
動
性

オ
ー
ロ
ラ
に
属
す
る
も
の
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
反
し
、
次

ぎ
に
あ
げ
る
長
庚
の
如
き
は
、
明
ら
か
に
移
動
せ
ず
、
非
線
構
造
の

ぼ
お
っ
と
長
く
光
り
輝
い
て
い
る
オ
ー
ロ
ラ
で
は
な
い
か
と
推
察
さ

れ
る
。
無
官
書
に

　
長
庚
は
、
一
匹
の
布
を
天
に
著
（
つ
）
く
る
が
如
し
。

　
と
あ
る
。

　
次
ぎ
に
帰
邪
と
名
付
け
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
見
よ
う
。

　
星
の
如
く
に
し
て
星
に
非
ず
。
雲
の
如
く
に
し
て
雲
に
薫
ず
。
命
（
な
）

　
ず
け
て
帰
邪
と
日
う
。

　
な
る
ほ
ど
、
常
々
天
象
を
注
視
し
て
い
る
人
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、

実
際
に
オ
ー
ロ
ラ
を
見
た
場
合
「
星
と
い
う
に
は
当
ら
ず
、
さ
り
と

て
雲
と
い
う
に
も
非
ず
」
ま
れ
に
見
る
ふ
し
ぎ
な
現
象
に
思
い
ま
ど

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

な
お
、
右
に
関
連
し
て
、
日
本
人
の
手
に
な
る
信
謝
す
べ
き
極
光
史

料
中
に
、
た
ま
た
ま
士
官
書
の
帰
邪
に
対
す
る
説
明
に
類
似
の
も
の

を
発
見
す
る
の
は
ひ
じ
ょ
う
に
興
味
深
い
。
そ
れ
は
明
月
記
に
見
え
、

京
都
に
お
い
て
観
測
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
元
久
元
年
。
正
月
十
九
日
。
天
晴
。
　
（
中
略
）
蒙
燭
以
後
北
井
艮
華
墨

脚
気
。
其
根
ハ
如
月
出
方
．
色
白
明
。
其
筋
遙
遷
座
焼
亡
遠
光
。
白
色
四

　
五
所
。
赤
筋
三
四
筋
。
非
雲
。
非
雲
間
星
宿
鰍
。

　
燭
を
乗
り
て
以
後
、
（
明
り
を
と
も
し
て
か
ら
の
ち
）
北
な
ら
び
に
艮
（
ウ
シ

　
ト
ラ
。
北
北
東
よ
り
北
東
の
方
角
）
の
方
に
回
気
あ
り
ゅ
そ
の
根
は
月
出
ず
る

方
に
如
（
ゆ
）
く
。
色
白
く
明
る
し
。
そ
の
筋
は
る
か
に
引
き
て
焼
亡
遠
く

　
に
光
る
如
し
。
白
き
色
四
五
所
。
赤
き
筋
三
四
筋
。
雲
に
非
ず
雲
に
非
ざ

　
る
問
（
あ
い
だ
）
星
宿
か
。

　
最
后
に
「
雲
で
は
な
い
。
雲
で
は
な
い
の
で
星
宿
（
星
座
）
か
」
と

い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
さ
き
の
墨
型
に
対
す
る
説
明
に
「
星
の
如

く
に
し
て
星
に
非
ず
、
雲
の
如
く
に
し
て
雲
に
非
ず
」
と
い
う
の
に

似
通
っ
た
と
こ
ろ
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
歌
人
と
し
て
有
名

な
藤
原
定
家
が
、
天
官
書
中
の
帰
邪
の
一
文
を
承
知
で
こ
の
明
月
記

の
一
文
を
草
し
た
も
の
か
ど
う
か
は
判
断
し
か
ね
る
。
ち
な
み
に
、

元
久
元
年
正
月
十
九
日
は
、
ユ
リ
ウ
ス
暦
・
　
二
〇
四
年
二
月
二
」

日
に
当
る
が
、
こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
日
に
南
宋
の
都
・
些
細
、
現
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⑦

在
の
漸
江
省
杭
州
で
太
陽
黒
点
が
観
測
記
録
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

国
に
も
欧
州
に
も
ご
く
近
い
日
付
の
極
光
史
料
が
見
出
さ
れ
る
な
ど
、

明
月
記
自
体
の
記
事
内
容
が
オ
ー
ロ
ラ
と
し
て
悉
く
適
切
な
こ
と
と

粗
卑
っ
て
信
愚
並
樹
一
級
の
貴
重
な
極
光
史
料
で
あ
る
こ
と
を
申
し

添
え
て
お
き
た
い
。

　
以
上
、
天
狗
・
格
沢
星
・
量
尤
旗
・
柾
矢
・
長
晦
∵
帰
邪
の
六
種

に
つ
い
て
述
べ
た
。
晋
書
天
文
志
に
は
、
妖
星
の
部
だ
け
で
も
．
二
十

一
の
名
称
を
あ
げ
て
説
い
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
オ
ー
ロ
ラ
と
解
釈

し
て
こ
そ
は
じ
め
て
な
っ
と
く
で
き
る
も
の
が
な
お
多
い
よ
う
に
感

ぜ
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
を
尽
す
こ
と
が
こ
こ
で
の
目
的
で
は
な

い
。

W
　
欧
州
と
三
三
の
極
光
史
料
の
比
較

　
こ
こ
で
は
、
欧
州
と
中
国
の
極
光
史
料
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
中
国
極
光
史
料
の
世
界
的
価
値
を
明
ら
か
に
す
る
一
助
と
し
た

い
。
科
学
的
立
場
か
ら
極
光
史
料
を
蒐
集
編
年
す
る
企
て
は
、
か
な

り
早
く
欧
人
に
よ
っ
て
先
鞭
が
つ
け
ら
れ
た
も
の
の
如
く
、
現
在
も

継
続
し
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
詳
し
く
知
る

と
こ
ろ
が
な
い
。
幸
い
前
号
に
も
紹
介
し
て
お
い
た
チ
ェ
コ
の
リ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ク
（
り
ぎ
犀
）
教
授
の
年
表
の
序
文
に
、
欧
米
に
お
け
る
極
光
年
表
ま

た
は
文
献
集
編
纂
の
歴
史
と
い
っ
た
も
の
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ

れ
を
簡
単
に
紹
介
し
よ
う
。
リ
ン
ク
は
、
検
討
に
値
す
る
も
の
と
し

て
七
種
の
文
献
を
あ
げ
、
簡
単
に
そ
の
内
容
を
紹
介
し
、
批
評
も
添

え
て
い
る
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
名
に
値
す
る
最
初
の
極
光
年
表

と
は
、
　
一
七
三
九
年
に
発
表
さ
れ
た
フ
p
ベ
シ
ウ
ス
句
並
び
Φ
ω
貯
の
の

そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
日
付
・
原
典
か
ら
の
簡
潔
な
引
用
・
文
献
照

合
な
ど
が
載
せ
ら
れ
、
極
光
の
ほ
か
に
も
流
星
・
彗
星
そ
の
他
大
気

圏
の
さ
ま
ざ
ま
な
視
覚
的
現
象
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
。
二
番
目
に

は
一
七
五
四
年
に
公
に
さ
れ
た
メ
ラ
ン
寓
勾
耽
帥
コ
の
「
北
極
光
論
」
第

二
版
巻
末
に
あ
る
と
い
う
極
光
年
表
に
言
及
し
、
第
三
に
一
七
六
〇

L
牛
に
発
表
さ
れ
た
シ
ェ
ー
ニ
ン
グ
ω
o
ツ
α
嵩
冒
σ
q
の
舷
僧
に
ふ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
む
し
ろ
デ
ン
マ
ー
ク
語
に
よ
る
歴
史
研
究
書
と
い
う
べ
き
も

の
で
、
巻
末
に
彪
大
な
参
考
資
料
と
と
も
に
ラ
テ
ン
語
に
よ
る
原
典

引
規
も
添
え
ら
れ
て
い
る
が
、
年
表
ら
し
い
も
の
は
作
製
さ
れ
て
な

い
と
い
う
。
一
九
世
紀
後
半
に
は
、
欧
州
で
ブ
エ
ビ
d
o
鼠
と
ウ
ォ
ル
フ

芝
。
開
の
二
人
に
よ
っ
て
別
個
の
立
場
で
競
争
的
に
作
ら
れ
、
ブ
エ

が
機
先
を
制
し
て
　
八
五
七
年
に
極
光
年
表
を
発
表
し
た
が
、
極
光

の
日
付
が
わ
か
る
程
度
の
極
め
て
簡
潔
な
も
の
で
、
一
方
ウ
ォ
ル
フ
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も
極
光
出
現
の
年
を
記
し
た
極
光
暦
を
発
表
し
た
に
止
ま
る
と
い
う
。

一
八
六
〇
年
に
ア
メ
リ
カ
で
発
表
さ
れ
た
ラ
バ
リ
ン
グ
U
o
く
興
ぎ
σ
q

の
年
表
も
、
臼
付
と
参
照
文
献
を
記
す
程
度
の
簡
単
な
も
の
で
あ
る

と
述
べ
、
最
上
に
ブ
リ
ッ
ツ
面
目
一
言
の
年
表
に
及
ん
で
い
る
。
リ

ン
ク
に
よ
れ
ば
、
ブ
リ
ッ
ツ
は
同
僚
で
あ
っ
た
ウ
ォ
ル
フ
の
資
料
を

利
用
し
た
が
、
文
献
批
判
と
操
作
に
お
い
て
十
分
で
な
か
っ
た
よ
う

で
、
歴
史
学
に
造
稽
の
深
か
っ
た
ウ
ォ
ル
フ
が
自
分
自
身
の
手
で
詳

し
い
年
表
を
作
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
惜
ん
で
い
る
。
ラ
パ
リ
ン
グ
と

プ
リ
ッ
ッ
の
年
表
の
コ
ピ
イ
は
、
福
島
教
授
の
お
か
げ
で
入
手
で
き
、

殊
に
後
者
は
賢
女
参
照
し
て
い
る
の
で
、
リ
ン
ク
に
代
っ
て
紹
介
し

よ
う
。
こ
れ
に
は
、
観
測
年
月
日
・
観
測
地
点
の
ほ
か
、
簡
約
さ
れ

た
叙
述
、
参
照
文
献
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
原
典
そ
の
も
の
の

引
用
は
な
い
。
な
お
、
ブ
リ
ッ
ツ
年
表
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
あ
と

で
中
国
極
光
史
料
と
対
照
し
て
さ
ら
に
詳
し
ぐ
ふ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ

ろ
う
。
以
上
は
リ
ン
ク
の
年
表
以
前
に
出
さ
れ
て
い
た
七
種
の
極
光

年
表
の
紹
介
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
表
題
「
欧
州
と
中
国
の
極
光
史

料
の
比
較
」
に
関
し
一
層
必
要
で
も
あ
り
興
味
も
あ
る
の
は
、
序
文

の
次
ぎ
に
「
極
光
の
叙
述
」
と
題
し
て
記
さ
れ
て
い
る
章
の
内
容
で

あ
る
。
関
係
部
分
を
紹
介
し
よ
う
。

　
リ
ン
ク
は
最
初
に
、
大
部
分
の
極
光
に
つ
い
て
の
史
料
と
し
て
ラ

　
　
⑩

テ
ソ
語
に
よ
る
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
と
述
べ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
欧
州
の
史
料
｝
般
に
共
通
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、

リ
ン
ク
は
、
ラ
テ
ン
語
史
料
の
表
現
は
ひ
じ
ょ
う
に
よ
く
極
光
た
る

特
色
を
捕
え
て
い
る
と
い
い
、
次
い
で
か
れ
は
観
測
地
点
を
明
ら
か

に
す
る
の
に
意
を
用
い
た
点
に
つ
い
て
述
べ
、
低
緯
度
で
極
光
が
見

え
た
と
す
れ
ば
極
光
お
よ
び
太
陽
活
動
が
強
い
こ
と
を
意
味
す
る
と

申
添
え
て
い
る
。
さ
て
「
極
光
の
記
述
に
つ
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る

表
現
は
比
較
的
種
類
が
少
い
。
特
に
、
一
六
世
紀
以
前
で
最
も
頻
繁
に

使
用
さ
れ
て
い
る
表
現
は
次
ぎ
の
通
り
で
あ
る
」
と
し
て
七
つ
の
こ

と
ば
を
あ
げ
て
い
る
点
は
、
中
国
の
極
光
史
料
と
の
対
比
に
お
い
て

特
に
注
意
さ
れ
る
。
今
ま
で
に
引
用
し
た
い
く
つ
か
の
中
国
極
光
史

料
に
つ
い
て
も
十
分
諒
知
さ
れ
た
よ
う
に
、
す
で
に
紀
元
前
一
世
紀

に
記
さ
れ
た
極
光
観
測
記
録
に
見
る
中
国
人
の
叙
述
は
、
現
象
そ
の

も
の
を
現
代
天
文
学
あ
る
い
は
地
球
物
理
学
専
攻
者
膠
様
の
す
る
ど

い
眼
で
把
え
、
短
文
の
う
ち
に
た
く
み
な
表
現
で
的
確
に
収
め
て
い

る
点
に
驚
歎
す
べ
き
も
の
が
あ
り
、
そ
こ
に
彼
ら
の
自
然
科
学
的
文

学
的
水
準
の
な
み
な
み
な
ら
ぬ
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
較
べ

る
と
、
ラ
テ
ン
語
の
史
料
に
見
る
叙
述
に
は
、
数
少
い
表
現
に
よ
る
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の比

喩
的
で
当
時
の
社
会
と
文
化
を
反
映
し
た
紋
切
り
型
の
も
の
が
多

い
。
そ
れ
は
、
ラ
テ
ン
語
そ
の
も
の
の
持
つ
古
典
的
性
格
に
も
よ
る

も
の
で
あ
ろ
う
が
、
一
面
、
武
士
階
級
の
支
配
し
た
迷
信
に
満
ち
た

中
世
社
会
そ
の
も
の
を
背
景
と
し
て
い
る
か
ら
と
も
い
え
そ
う
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
オ
ー
ロ
ラ
を
〈
血
ま
み
れ
の
槍
と
か
刃
〉
に
見
立

て
た
り
、
　
〈
火
炎
の
よ
う
な
軍
隊
の
列
V
に
な
ぞ
ら
え
た
り
、
あ
る

い
は
〈
悪
い
こ
と
の
き
ざ
し
〉
と
考
え
た
り
す
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

最
后
の
点
は
中
国
に
も
共
通
す
る
面
が
あ
る
。
中
国
の
史
料
に
は
、

あ
る
自
然
現
象
の
記
述
の
あ
と
に
、
そ
れ
が
入
間
社
会
に
起
る
（
あ

る
い
は
起
っ
た
）
い
か
な
る
事
件
の
前
兆
で
あ
る
か
と
い
う
諺
文
を
記

し
た
も
の
が
多
い
。
こ
れ
は
正
史
の
五
行
志
や
天
文
志
に
お
い
て
は

む
し
ろ
普
遍
的
に
定
式
化
し
た
叙
述
形
式
で
あ
る
。
但
し
、
そ
れ
は

欧
州
の
史
料
に
見
る
よ
う
な
時
人
一
般
の
漠
然
と
し
た
印
象
や
感
想

を
記
し
た
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
大
半
は
か
か
る
場
合
の
た

め
に
用
意
さ
れ
て
い
る
占
い
の
専
門
書
中
を
物
色
し
て
、
そ
の
中
か
・

ら
適
当
と
思
わ
れ
る
寄
文
を
選
び
出
し
て
く
っ
つ
け
た
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
か
く
の
如
き
占
文
書
が
い
か
に
盛
行
し
た
か
と
い
う
こ
と

は
、
古
来
の
占
文
を
よ
く
集
め
分
類
し
た
大
唐
開
元
占
経
な
ど
を
見

ら
れ
れ
ば
容
易
に
な
っ
と
く
さ
れ
よ
う
。
話
が
わ
き
途
に
そ
れ
た
が
、

「
六
世
紀
以
前
の
ラ
テ
ン
語
極
光
史
料
中
に
最
も
頻
繁
に
使
用
さ
れ

て
い
る
オ
ー
ロ
ラ
を
示
す
面
面
と
し
て
リ
ン
ク
の
あ
げ
て
い
る
も
の

は
次
ぎ
の
七
つ
の
こ
と
ば
で
あ
る
。

鋭利な刃，戦列

一刷け，いなずま

槍

光線

徴候，きざし

雲，霧

acies

ic加s

hastae

radii

signa

nubes

caelum　ardens　燃える空

　
次
ぎ
に
リ
ン
ク
は
極
光
に
ま
ぎ
れ
易
い
叙
述
と
し
て
流
星
と
彗
星

の
二
つ
を
あ
げ
て
論
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
私
に
と
っ
て
も
中
国
の

極
光
史
料
を
取
扱
う
上
で
い
つ
も
問
題
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
か
れ

は
、
馨
星
と
極
光
を
区
別
す
る
確
実
な
基
準
と
し
て
持
続
時
閥
を
あ

げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
〈
数
夜
に
亘
っ
て
火
烙
ま
た
は
光
束
が
見
え

た
〉
と
い
わ
れ
る
場
合
は
疑
い
な
く
彗
星
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
私
に
と
っ
て
も
共
通
の
鞠
別
法
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
流
星

は
原
典
の
中
で
、
い
ず
れ
も
葺
亀
器
。
盆
2
8
G
・
（
堕
ち
る
星
）
と
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し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
と
い
い
、
　
〈
一
条
の
火
焔
が
空
を
よ
こ
ぎ
っ

た
〉
と
い
う
な
ら
、
ま
ず
流
星
と
考
え
て
ま
ち
が
い
な
い
と
も
述
べ

て
い
る
。
中
国
の
史
料
中
に
お
け
る
流
星
と
極
光
の
判
別
に
つ
い
て

は
、
前
号
拙
稿
第
一
章
に
も
詳
説
し
た
通
り
で
あ
る
。
な
お
、
リ
ン

ク
は
極
光
た
る
こ
と
の
有
力
な
き
め
手
と
し
て
、
方
位
の
問
題
を
と

り
上
げ
て
い
る
。
極
光
は
北
方
ま
た
は
そ
の
附
近
に
見
え
る
の
が
常

で
あ
る
と
い
う
事
実
が
考
え
の
も
と
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
私
に
と
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。

　
色
彩
に
つ
い
て
頻
繁
に
使
用
さ
れ
る
語
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
赤

　
　
な
　
　
　
　
　
な
　
　
に

　
　
、
つ
　
　
　
　
　
　
　
、
n
ノ
　
　
　
、
つ

　
　
よ
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
よ

　
　
の
　
　
い
　
　
の
　
　
の
　
　
い

　
　
火
　
赤
　
血
　
血
　
白

lgneus

rubens

sanguineus

cruen七US

alburnus

の
五
つ
を
あ
げ
て
い
る
。
　
〈
火
の
よ
う
な
〉
と
か
く
赤
色
〉
と
か
い

う
こ
と
ば
は
、
中
国
の
史
料
に
も
最
も
多
い
極
光
史
料
た
る
こ
と
を

識
別
す
べ
き
有
力
な
手
が
か
り
で
あ
る
が
、
　
〈
血
の
よ
う
な
〉
と
い

う
こ
と
ば
は
中
国
の
更
料
に
と
ん
と
見
受
け
ぬ
も
の
で
あ
る
。
軍
列

と
か
、
血
ま
み
れ
だ
槍
と
か
刃
と
か
、
か
よ
う
な
ど
き
ど
き
す
る
よ

う
な
血
な
ま
ぐ
さ
い
表
現
が
、
欧
州
中
世
の
極
光
現
象
の
描
写
に
い

さ
さ
か
の
た
め
ら
い
も
な
く
常
用
さ
れ
、
中
国
の
史
料
に
一
切
見
受

け
な
い
と
い
う
こ
と
に
、
両
者
の
歴
史
的
社
会
と
文
化
の
相
違
を
ま

ざ
ま
ざ
見
せ
つ
け
ら
れ
る
思
い
が
す
る
。
中
国
の
史
料
に
見
受
け
ら

れ
る
色
彩
に
関
係
し
た
極
光
の
表
現
と
し
て
は
、
前
記
の
火
の
よ
う

な
と
か
赤
色
な
ど
の
ほ
か
、
青
・
黄
・
紫
・
蒼
黒
・
黒
な
ど
を
上
に

冠
し
た
多
く
の
こ
と
ば
が
あ
り
多
彩
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
〈
気
〉

に
冠
し
て
赤
気
・
青
気
・
黄
気
な
ど
、
　
〈
雲
〉
に
対
し
て
は
赤
雲
．

黄
雲
な
ど
、
　
〈
竜
〉
と
結
び
つ
い
て
は
青
竜
・
黄
竜
・
赤
竜
・
白
竜

な
ど
、
各
種
豊
富
な
表
現
が
あ
り
、
到
底
欧
州
史
料
の
及
ぶ
と
こ
ろ

で
は
な
い
。
な
お
、
青
と
い
う
中
に
は
緑
も
含
ま
れ
る
か
と
思
わ
れ

る
が
、
黒
と
い
う
の
は
青
色
紫
色
な
ど
の
ご
く
濃
い
も
の
に
当
て
ら

れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
ぎ
に
ジ
ン
ク
は
「
運
動
は
螢
9
Φ
ω
降
邑
禅
鍵
Φ
ω
（
軍
隊
の
陣
立
）

な
ど
の
想
像
か
ら
く
る
0
9
’
2
護
①
お
　
（
集
結
す
ろ
）
簿
σ
q
需
霧
①
（
動
揺

す
る
）
山
9
ヨ
管
§
ω
（
姫
火
や
簿
が
燃
え
る
）
な
ど
の
用
語
で
表
現
さ
れ
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る
し
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
中
世
欧
州
的
な
に
お
い

が
強
く
感
ぜ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
語
彙
の
少
な
さ
と
、
中
国
の
史
料

に
見
る
簡
潔
な
表
現
の
う
ち
に
個
別
的
な
オ
ー
ロ
ラ
の
動
き
を
生
き

生
き
と
ら
え
て
い
る
叙
述
の
た
く
み
さ
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

な
お
、
初
期
の
史
料
に
つ
い
て
〈
空
が
燃
え
た
〉
な
ど
の
古
め
か
し

い
表
現
と
出
現
の
年
だ
け
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て

い
る
が
、
紀
元
前
一
世
紀
、
前
漢
時
代
の
史
料
が
い
か
に
極
光
資
料

と
し
て
具
備
す
べ
き
自
然
科
学
的
条
件
を
も
備
え
た
も
の
で
あ
る
か
、

既
に
詳
さ
に
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。

　
以
上
、
リ
ン
ク
の
書
中
に
見
る
欧
州
の
極
光
に
関
す
る
叙
述
を
中

国
の
そ
れ
と
比
較
し
な
が
ら
述
べ
た
。
と
こ
ろ
で
、
従
来
の
極
光

年
表
を
、
根
本
史
料
と
現
代
地
球
物
理
学
的
見
地
か
ら
検
討
し
溢
し

た
上
で
作
ら
れ
て
い
た
リ
ン
ク
の
極
光
年
表
が
チ
ェ
コ
事
件
の
た
め

一
七
世
紀
末
ま
で
で
中
断
さ
れ
て
い
る
現
状
に
お
い
て
、
ブ
リ
ッ
ツ

の
年
表
は
、
私
に
と
っ
て
も
な
お
最
も
完
備
さ
れ
た
年
表
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
今
回
は
こ
れ
に
リ
ン
ク
年
表

を
配
し
そ
れ
ら
を
中
国
極
光
史
料
に
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
話
を

進
め
た
い
。

　
ブ
リ
ヅ
ツ
の
年
表
は
、
北
極
光
と
南
極
光
と
に
二
大
別
さ
れ
て
い

る
が
、
圧
倒
的
に
多
い
の
は
前
者
で
、
我
々
に
と
っ
て
も
こ
れ
が
あ

れ
ば
十
分
で
あ
る
。
さ
て
、
そ
の
内
容
で
あ
る
が
、
と
り
扱
わ
れ
て

い
る
期
間
は
、
紀
元
前
五
〇
三
年
か
ら
一
八
七
二
年
八
月
一
四
日
ま

で
で
あ
り
、
中
国
暦
で
い
え
ば
、
春
秋
時
代
、
周
・
敬
王
十
七
年
か

ら
清
代
・
同
治
十
一
年
七
月
十
日
ま
で
に
相
当
す
る
。
同
門
で
は
、

一
四
頁
か
ら
二
四
五
頁
ま
で
が
年
表
に
当
て
ら
れ
て
い
る
の
で
、
年

表
だ
け
の
総
頁
数
は
一
；
＝
一
頁
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二
三
二

頁
に
薄
す
る
割
り
合
い
を
時
間
的
に
、
ま
ず
紀
元
前
だ
け
に
つ
い
て

見
よ
う
。
前
五
〇
三
年
に
始
ま
り
前
四
〇
年
に
終
る
四
六
四
年
間
に
、

二
一
回
の
オ
ー
ロ
ラ
が
岡
書
の
一
四
頁
か
ら
一
五
頁
に
配
置
さ
れ
て

い
る
が
、
実
質
的
に
は
僅
々
一
頁
に
お
さ
ま
る
分
量
で
あ
る
。
一
二

個
の
資
料
に
つ
い
て
観
測
年
月
日
を
見
る
と
、
日
付
は
も
ち
ろ
ん
、

月
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
さ
え
一
つ
も
な
い
。
そ
れ
の
み
か
、
年

さ
え
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
が
あ
り
、
内
容
に
つ
い
て
も
は
た
し
て

オ
ー
ロ
ラ
と
断
定
で
き
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
も
の
も
か
な
り
多
い

よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
ブ
リ
ッ
ツ
の
年
表
に
は
、
｝
々

出
典
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
記
述
は
要
約
さ
れ
た
ド
イ
ツ
文
に
統

一
さ
れ
、
根
本
史
料
が
そ
の
ま
ま
引
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の

で
、
記
事
か
ら
ど
の
程
度
オ
ー
ロ
ラ
と
し
て
信
評
し
得
る
か
否
か
を

37　（361）



判
断
す
る
の
に
困
難
な
場
合
の
あ
る
こ
と
を
申
し
添
え
る
。
そ
れ
は

と
も
か
く
、
前
号
か
ら
述
べ
き
た
っ
た
如
く
、
中
国
の
史
料
は
、
極

光
た
る
こ
と
に
や
や
疑
い
を
持
た
れ
る
に
し
て
も
、
す
で
に
前
六
八

七
年
・
春
秋
感
温
七
年
の
記
事
に
も
夏
四
月
辛
卯
と
明
確
な
日
付
の

記
載
が
あ
る
。
H
章
に
既
述
し
た
絶
対
信
訂
し
得
る
史
料
と
し
て
最

古
の
も
の
と
覚
し
き
前
三
二
年
、
前
漢
建
始
元
年
の
一
文
に
歪
れ
ば
、

九
月
戊
子
の
日
付
は
い
う
に
及
ば
ず
、
内
容
の
科
学
的
に
し
て
要
を

得
た
る
こ
と
さ
き
に
詳
述
し
た
通
り
で
、
オ
ー
ロ
ラ
出
現
の
箇
処
、

光
の
強
さ
、
刻
々
の
形
の
変
化
、
移
動
の
状
態
な
ど
、
消
滅
に
至
る

ま
で
の
経
過
を
的
確
に
単
文
の
う
ち
に
意
え
た
も
の
は
、
西
側
の
史

料
に
は
皆
無
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
最
的
に
い
え
ば
、
紀
元
前
の

中
国
極
光
史
料
は
一
九
件
を
数
え
る
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
点
か
ら
の
優

億
は
主
張
で
き
な
い
が
、
各
々
の
史
料
が
オ
ー
ロ
ラ
と
し
て
の
信
愚

度
を
分
類
し
得
る
ほ
ど
の
内
容
を
備
え
て
い
る
こ
と
は
再
合
し
て
よ

か
ろ
う
。
紀
元
前
に
つ
い
て
は
こ
の
位
に
し
て
、
次
ぎ
は
紀
元
後
に

つ
い
て
見
て
行
こ
う
。

　
紀
元
後
は
、
　
一
五
頁
記
載
紀
元
一
四
年
の
史
料
に
始
ま
り
、
二
四

五
頁
の
一
八
七
二
年
の
史
料
で
終
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
二
三
一
頁

の
間
に
一
八
五
八
年
に
及
ぶ
記
載
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
醐

を
大
ざ
っ
ぱ
に
分
け
て
み
る
と
、
ま
ず
一
八
．
一
九
両
世
紀
に
圧
倒
。
⑫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3

的
に
史
料
の
多
い
こ
と
に
気
附
く
。
す
な
わ
ち
一
七
世
紀
の
最
后
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
8

当
る
一
六
九
七
年
八
月
一
八
日
付
の
史
料
は
二
七
頁
に
見
財
さ
れ
る

の
で
、
僅
か
一
三
頁
に
一
六
八
四
年
間
に
亘
る
史
料
が
盛
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
反
し
、
一
七
〇
二
年
五
月
二
九
日
に
始
ま

り
一
八
七
二
年
八
月
一
四
日
に
終
る
一
七
一
年
間
の
史
料
に
対
し
て

は
二
一
九
頁
が
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
要
約
し
て
再
三

す
れ
ば
、
紀
元
か
ら
一
七
世
紀
末
に
至
る
一
六
〇
〇
年
間
は
僅
か
一

三
頁
で
片
付
き
、
一
八
・
一
九
世
紀
の
一
七
〇
年
間
に
対
し
て
は
二

一
九
顕
も
費
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
地
球

の
緯
度
で
い
え
ば
、
北
緯
四
〇
度
線
は
大
体
に
お
い
て
、
万
里
長
城

・
鴨
緑
江
・
一
同
森
県
南
端
部
（
秋
田
・
岩
手
両
県
北
部
）
　
を
結
ぶ
線
に

一
致
す
る
の
で
、
中
国
本
部
・
朝
鮮
半
島
・
日
本
の
本
州
は
お
お
む

ね
四
〇
度
以
南
に
紘
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
欧
州
の
大
部

分
は
い
う
ま
で
も
な
く
北
緯
四
〇
度
以
北
に
位
し
、
四
〇
度
以
南
に

は
僅
か
に
イ
ベ
リ
ヤ
・
イ
タ
リ
ヤ
・
バ
ル
カ
ン
諸
半
島
の
南
部
な
ど

を
数
え
得
る
に
す
ぎ
な
い
。
い
ま
地
球
の
北
極
に
北
磁
軸
極
が
あ
る

と
仮
定
す
れ
ば
、
そ
れ
を
中
心
に
オ
ー
ロ
ラ
帯
が
形
成
さ
れ
る
の
で
、

北
半
球
の
同
緯
度
の
地
点
か
ら
オ
i
p
ラ
を
望
見
し
得
る
度
合
い
は
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ほ
ぼ
等
し
い
と
考
え
得
よ
う
。
か
か
る
仮
定
に
立
っ
た
時
で
す
ら
、

大
部
分
が
北
緯
六
五
f
四
〇
度
と
い
う
よ
う
な
高
緯
度
に
位
す
る
欧

州
の
方
が
、
四
〇
度
以
南
に
位
す
る
中
国
・
朝
鮮
・
日
本
な
ど
よ
り

オ
ー
ロ
ラ
を
望
見
す
る
の
に
は
る
か
に
有
利
な
位
置
に
あ
る
こ
ど
は

申
す
ま
で
も
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
近
年
の
北
磁
寄
寓
は
、
ほ
ぼ
西
経

六
九
度
・
北
緯
七
八
度
に
あ
る
と
い
う
か
ら
、
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
西

海
岸
北
部
に
あ
た
ろ
う
。
卵
形
と
も
い
う
、
、
き
オ
ー
ロ
ラ
帯
は
こ
こ

を
中
心
に
形
作
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
地
球
の
東
側
の
中
国
か
ら

い
え
ば
、
北
極
を
越
え
た
南
寄
り
の
対
公
的
位
置
に
形
作
ら
れ
る
と

も
い
え
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
中
国
古
来
の
極
光
史
料
の
大
部
分
は
、

東
経
一
〇
五
一
一
二
三
度
・
北
緯
四
〇
一
三
〇
度
内
の
地
域
で
観
測

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
、
ブ
リ
ッ
ツ
の
極

光
年
表
で
史
料
の
圧
倒
的
に
多
い
の
は
、
欧
州
で
の
観
測
に
よ
る
も

の
で
あ
る
が
、
こ
の
欧
州
は
六
五
一
三
六
度
と
い
う
高
緯
度
に
あ
る

、．

繧
ﾉ
、
西
経
一
〇
度
か
ら
東
経
三
〇
度
の
範
囲
に
位
し
て
い
る
の
で
、

中
国
よ
り
は
る
か
に
前
述
の
位
置
に
あ
る
北
磁
単
極
並
び
に
オ
ー
μ

ラ
帯
に
近
く
、
従
っ
て
オ
ー
ロ
ラ
を
見
易
い
位
置
に
あ
る
わ
け
で
あ

る
。
オ
ー
ロ
ラ
を
望
見
し
得
る
利
・
不
利
を
緯
度
で
現
わ
せ
ば
、
北

磁
軸
極
の
現
在
の
位
置
・
北
緯
七
八
度
か
ら
考
え
、
中
国
・
朝
鮮
・

日
本
な
ど
の
菓
側
で
は
ほ
ぼ
一
〇
度
の
不
利
、
欧
州
で
一
〇
度
の
有

利
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
北
磁
軸
極
ど
欧
州
と
の
関
係
が
い
つ
頃

か
ら
今
日
の
よ
う
な
状
態
に
な
っ
た
の
か
、
こ
れ
は
地
球
磁
場
の
永

年
変
化
に
関
す
る
問
題
で
あ
ろ
う
が
、
極
光
史
料
の
面
か
ら
考
え
る

と
、
お
そ
く
と
も
一
八
世
紀
は
じ
め
に
は
今
に
近
い
関
係
が
成
立
し
、

そ
れ
が
継
続
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
一
八
世
紀

以
降
の
欧
州
極
光
史
料
の
急
激
な
増
加
が
私
の
こ
の
推
測
を
助
け
る

も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
も
、
一
八
・
九
世
紀
と
い
え
ば

中
国
で
は
耳
鼻
に
属
し
、
欧
州
同
様
、
一
般
的
に
い
っ
て
中
央
に
も

地
方
に
も
史
料
の
ひ
じ
ょ
う
に
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
時
期
で
あ
る

が
、
北
磁
軸
極
の
位
置
が
す
で
に
前
述
の
如
く
あ
れ
ば
、
極
光
史
料

の
豊
富
さ
に
お
い
て
、
中
国
は
到
底
欧
州
の
そ
れ
に
拮
抗
す
べ
く
も

な
い
の
で
あ
る
。
な
お
一
八
世
紀
以
降
に
な
る
と
、
ア
メ
リ
カ
で
の

極
光
史
料
が
加
っ
て
く
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
ブ
リ
ッ
ツ
の
年
無

で
は
、
一
七
一
八
年
四
月
三
〇
日
の
記
事
が
最
初
の
も
の
か
と
思
わ

れ
る
が
、
新
大
陸
の
北
部
が
現
在
の
北
磁
軸
極
に
対
し
中
国
よ
リ
オ

ー
ロ
ラ
を
望
見
し
易
い
位
置
に
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
。
さ

て
、
以
上
を
綜
合
し
て
こ
こ
で
い
っ
て
お
き
た
い
の
は
、
｝
八
二

九
両
世
紀
は
、
欧
米
に
お
い
て
質
量
と
も
に
十
分
な
極
光
史
料
が
得
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ら
れ
、
中
国
の
極
光
史
料
は
こ
れ
に
比
す
べ
く
も
な
く
、
従
っ
て
世

界
的
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
は
い
い
が
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
中
国
の
極
光
史
料
に
世
界
的
価
値
を
考
え
得
る
と
す
れ
ば
、

ど
う
し
て
も
一
七
世
紀
以
前
に
遡
っ
て
考
察
す
る
必
要
を
生
じ
て
く

る
。　

再
び
ブ
リ
ッ
ツ
の
年
表
を
こ
の
観
点
か
ら
調
べ
て
み
よ
う
。
前
述

の
如
く
、
紀
元
一
四
年
に
始
ま
り
一
六
九
七
年
に
終
っ
て
い
る
史
料

は
一
三
頁
の
間
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
　
一

六
－
一
七
両
世
紀
の
史
料
が
、
そ
れ
以
前
の
一
一
一
五
世
紀
の
史
料

に
く
ら
べ
て
ず
っ
と
多
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
右
に
い
う
二
世

紀
間
の
史
料
に
八
頁
が
さ
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
一
五
世
紀
間
に

対
し
て
は
わ
ず
か
六
頁
弱
が
当
て
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
以
上

を
承
知
で
こ
れ
を
中
国
の
極
光
史
料
と
対
比
し
て
み
よ
う
。
結
論
を

先
き
に
し
て
い
え
ば
、
中
国
で
観
測
さ
れ
た
極
光
史
料
は
、
一
五
世

紀
以
前
に
お
い
て
は
優
に
欧
州
で
の
観
測
に
よ
る
極
光
史
料
に
対
抗

し
得
る
も
の
を
膚
す
る
と
い
い
得
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
驚

く
べ
き
発
見
で
あ
り
、
結
論
と
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ

は
、
地
球
の
東
側
の
、
北
緯
四
〇
度
以
下
と
い
う
低
緯
度
の
中
國
で

観
測
さ
れ
た
極
光
史
料
が
、
極
光
を
望
見
す
る
の
に
は
る
か
に
有
利

と
考
え
ら
れ
が
ち
な
欧
州
で
の
史
料
に
比
し
て
、
な
お
大
き
な
世
界

史
的
価
値
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
通
ず
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
右
に
い
う
と
こ
ろ
を
資
料
に
も
と
ず
い
て
実
証
し
て
み
よ
う
。
一

九
六
六
（
昭
四
一
）
年
五
月
ま
で
に
私
の
集
め
た
中
国
の
極
光
史
料
を

　
　
　
　
　
⑪

編
年
し
た
も
の
が
あ
る
。
但
し
こ
れ
に
は
一
〇
世
紀
末
ま
で
し
か
納

め
て
な
い
の
で
、
ブ
リ
ッ
ツ
の
年
表
に
つ
い
て
も
こ
れ
と
同
じ
期
間

を
ど
り
心
し
て
対
比
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
件
数
に
つ
い
て
の

比
較
は
次
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。
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ブ
リ
ッ
ツ
の
年
表
に
は
、
七
世
紀
と
一
〇
世
紀
と
に
一
件
つ
つ
中

国
か
ら
の
観
測
史
料
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
表
か
ら

省
い
た
。
な
お
、
私
の
集
め
た
中
国
の
極
光
史
料
は
全
部
、
オ
ー
ロ
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ラ
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
信
愚
度
に
よ
っ
て
五
段
階
に
分
類

し
て
あ
る
が
、
こ
こ
に
数
え
あ
げ
た
も
の
は
、
信
三
度
一
・
二
転
三

の
い
ず
れ
か
に
属
す
る
も
の
の
み
で
、
信
慧
度
四
・
五
の
史
料
は
全

部
省
い
て
あ
る
。
表
の
中
に
見
え
る
カ
ッ
コ
内
の
数
字
は
、
観
測
時
．

の
年
・
月
・
H
と
も
に
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
件
数
を
示
す
。
そ

れ
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
観
測
時
が
単
に
年
の
み
か
、
あ
る
い

は
月
ま
で
し
か
判
明
し
な
い
の
で
あ
る
。
五
世
紀
を
例
に
と
っ
て
い

う
と
、
ブ
リ
ッ
ツ
の
年
表
に
は
六
件
の
史
料
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
六
件
と
も
観
測
時
に
つ
い
て
年
が
判
明
す
る
の
み
で
月
も
日
も

明
ら
か
で
な
い
の
に
対
し
、
中
国
側
の
史
料
で
は
六
件
中
、
四
件
ま

で
年
・
月
・
日
と
も
に
明
ら
か
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
さ
て
、
前
掲
の
表
を
総
括
し
て
い
う
と
、
紀
元
初
か
ら
一
〇
世
紀

宋
ま
で
の
～
○
○
○
年
悶
に
対
し
て
、
ブ
リ
ッ
ツ
の
年
表
で
は
総
数

一
一
〇
件
、
中
国
に
つ
い
て
は
一
四
五
件
と
、
数
の
上
で
す
で
に
中

国
に
三
五
件
の
優
位
が
見
ら
れ
る
が
、
観
測
時
が
年
・
月
・
日
と
も

に
明
確
な
も
の
の
数
に
つ
い
て
い
う
と
、
ブ
リ
ッ
ツ
の
三
二
件
に
対

し
中
国
の
　
○
八
件
と
、
実
に
七
六
件
の
大
き
な
差
が
示
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
右
の
一
〇
〇
〇
年
間
を
、
　
…
世
紀
か
ら
五
世
紀
ま
で
の

・
前
期
と
、
六
世
紀
か
ら
一
〇
世
紀
ま
で
の
後
期
と
に
二
大
別
し
て
み

る
と
、
前
期
ブ
リ
ッ
ツ
一
四
（
一
）
中
国
四
五
（
二
五
）
、
後
期
ブ
リ

ッ
ツ
九
六
（
一
三
）
中
国
一
〇
〇
（
八
三
）
と
、
前
・
後
期
と
も
に
中

国
の
優
位
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
殊
に
前
期
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る

次
第
が
判
明
す
る
。
右
に
あ
げ
た
カ
ヅ
コ
内
の
数
字
が
示
す
よ
う
に
、

中
国
側
に
正
確
な
臼
蓋
の
あ
る
史
料
の
断
然
多
い
こ
と
は
、
質
的
優

秀
性
を
物
語
る
一
端
と
し
て
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　
次
ぎ
に
、
欧
州
側
と
中
国
側
の
極
光
史
料
の
対
比
に
お
い
て
ぜ
ひ

考
察
す
べ
き
は
、
両
者
互
い
に
震
い
補
い
、
北
半
球
か
ら
過
去
に
望

見
さ
れ
た
極
光
を
明
ら
か
に
す
る
上
に
い
か
に
役
立
つ
か
と
い
う
点

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
ま
ず
大
き
く
わ
け
て
、
観
測
時
を

異
に
す
る
も
の
と
、
観
測
時
を
等
し
く
す
る
も
の
と
に
つ
い
て
考
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
明
ら
か
に
観
測
時
が
違
え
ば
そ
れ
は
異
な
る
極
光

に
つ
い
て
の
史
料
で
あ
り
、
観
測
時
が
等
し
け
れ
ば
同
一
極
光
に
関

す
る
史
料
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
か
ら
、
両
者
の
持
つ
意
義
に
は
お
の

ず
か
ら
異
る
も
の
が
あ
る
。
右
に
関
し
て
中
国
と
欧
州
の
史
料
を
比

較
し
て
い
う
と
、
紀
元
五
六
六
年
以
前
に
は
、
同
～
極
光
に
関
す
る

史
料
た
る
こ
と
を
確
認
し
得
る
も
の
は
一
つ
も
存
在
し
な
い
。
こ
れ

は
、
　
両
者
を
比
較
し
て
、
　
観
測
年
さ
え
同
一
の
も
の
が
一
つ
も
発

見
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
期
間
に
対
し
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て
は
、
東
西
良
種
の
史
料
が
全
部
別
々
の
極
光
に
対
す
る
史
料
と
し

て
有
用
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
五
六
七
年
以
後
の
史
料
に
つ
い
て

も
こ
の
大
勢
は
ほ
ぼ
変
ら
な
い
が
、
中
に
は
ぼ
つ
ぼ
つ
同
一
極
光
に

関
す
る
史
料
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
も
の
が
発
見
さ
れ
る
。
し

か
し
そ
の
場
合
に
も
困
る
の
は
、
前
述
の
如
く
観
測
時
に
つ
い
て
、

中
国
側
の
史
料
に
は
日
ま
で
明
ら
か
な
も
の
が
多
く
、
た
と
い
日
が

不
明
で
も
月
の
記
載
を
見
る
の
が
大
半
で
あ
る
の
に
対
し
、
欧
州
側

の
史
料
に
は
年
し
か
記
載
し
て
な
い
も
の
が
多
い
の
で
、
ぴ
た
り
同

～
極
光
に
対
す
る
史
料
で
あ
る
と
は
断
言
し
か
ね
る
も
の
が
多
い
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
、
年
の
み
な
ら
ず
月
ま
で
｝
致
す
る
腸
合
は
、

同
一
極
光
に
対
す
る
史
料
と
の
推
定
魁
成
立
す
る
可
能
性
は
大
き
い

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
を
承
知
で
、
次
ぎ
に
は
同
一
極
光
に
対
す

る
史
料
か
と
推
定
さ
れ
る
も
の
を
東
西
に
亘
っ
て
探
索
す
べ
き
で
あ

る
が
、
そ
の
前
に
ち
ょ
っ
と
述
べ
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
第
一

に
感
じ
叫
0
1
の
は
、
規
模
の
雄
大
さ
に
対
す
る
興
趣
で
あ
る
。
お
よ
そ

人
類
の
感
知
し
得
る
自
然
現
象
の
う
ち
で
、
機
械
観
測
の
発
達
し
な

い
時
代
、
同
時
の
同
一
現
象
に
対
す
る
観
測
記
録
を
東
西
幽
霊
の
広

き
に
亘
っ
て
期
待
し
得
る
も
の
と
し
て
、
｝
体
何
が
あ
ろ
う
か
。
こ

れ
に
対
し
て
は
、
南
北
磁
軸
極
を
中
心
と
し
た
上
空
で
光
り
輝
く
オ

ー
ロ
ラ
こ
そ
第
一
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
か
っ
て
中

国
の
地
震
史
料
蒐
集
に
没
頭
し
て
い
た
頃
、
北
京
附
近
を
震
央
と
す

る
地
震
が
広
東
省
ま
で
を
有
感
震
域
に
含
ん
で
い
る
の
を
発
見
し
た

り
、
重
着
東
部
に
起
っ
た
地
震
が
わ
が
国
福
井
県
下
で
も
感
知
さ
れ

て
い
る
事
実
を
教
え
ら
れ
た
り
し
て
、
そ
の
規
模
の
大
き
さ
に
歎
じ

た
こ
と
が
屡
々
あ
っ
た
が
、
極
光
と
な
る
と
そ
の
ス
ケ
ー
ル
に
お
い

て
一
段
け
た
ち
が
い
の
大
き
さ
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
。
次
ぎ
に
、
た

と
い
同
一
日
付
の
史
料
を
発
見
で
き
た
と
し
て
も
、
欧
州
と
中
国
と

の
時
差
（
ロ
ン
ド
ン
と
東
京
で
は
九
時
間
）
を
考
え
る
と
、
必
ず
し
も
同

「
極
光
に
関
す
る
史
料
と
は
断
定
し
が
た
い
の
で
は
な
い
か
と
の
疑

問
が
当
然
起
り
得
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
極
光
を
発
生
さ
せ
る

原
因
と
な
る
粒
子
群
の
オ
ー
ロ
ラ
帯
上
空
大
気
圏
へ
の
突
入
は
、
長

時
間
継
続
す
る
こ
と
が
珍
し
く
な
い
の
で
、
時
差
へ
の
考
慮
は
必
要

な
が
ら
常
に
否
定
的
に
働
く
も
の
で
は
な
い
と
答
え
て
お
き
た
い
の

で
あ
る
。

　
さ
て
、
閥
題
の
同
一
極
光
に
対
す
る
東
西
両
種
の
史
料
を
さ
ぐ
っ

て
み
よ
う
。
最
も
古
い
手
が
か
り
は
、
ブ
リ
ッ
ツ
の
年
表
に
、
五
八

五
年
九
月
、
中
部
欧
州
・
フ
ラ
ン
ス
・
ト
リ
ー
ル
（
⇒
一
霞
ド
イ
ツ
内
）

な
ど
で
観
測
さ
れ
、
三
晩
も
続
い
て
見
ら
れ
た
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
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る
大
き
な
極
光
で
あ
る
。
こ
れ
は
リ
ン
ク
の
年
表
で
は
同
年
十
月
の

こ
と
と
さ
れ
、
ブ
リ
ッ
ツ
よ
り
は
る
か
に
詳
し
い
根
本
史
料
が
平
せ

ら
れ
て
い
る
。
訳
文
を
引
用
す
る
と
次
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
…
…
二
日
間
に
わ
た
っ
て
夜
空
に
物
の
兆
し
が
見
え
た
。
す
な
わ
ち
北

　
の
空
に
こ
れ
ま
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
鮮
や
か
に
輝
く
光
の
束
が
見
え
、

　
さ
ら
に
空
の
二
つ
の
方
角
、
す
な
わ
ち
東
と
西
の
空
に
は
血
ま
み
れ
だ
雲

　
が
見
ら
れ
た
。
か
の
光
芒
が
規
わ
れ
た
の
は
三
臼
目
の
夜
の
二
時
頃
で
あ

　
つ
た
。
見
よ
、
わ
れ
ら
が
肝
を
つ
ぶ
し
て
こ
れ
を
見
守
る
う
ち
に
、
四
方
の

　
大
地
か
ら
こ
れ
と
似
た
他
の
光
芒
が
立
ち
昇
っ
て
き
た
。
や
が
て
そ
れ
は

　
全
天
を
蔽
い
つ
く
し
た
。
中
天
に
光
り
輝
く
雲
が
あ
っ
た
。
か
の
光
芒
は

　
さ
な
が
ら
天
幕
の
よ
う
な
形
で
そ
の
雲
に
向
っ
て
集
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、

　
三
都
の
幅
広
く
壮
麗
な
光
の
束
に
源
を
発
し
、
空
の
高
み
へ
と
、
さ
な
が
ら

　
僧
侶
の
冠
の
頂
き
の
よ
う
な
一
点
へ
と
稲
妻
の
よ
う
な
光
を
放
っ
て
い
た
。

　
　
八
か
直
前
に
、
さ
な
が
ら
燃
え
る
よ
う
な
さ
ま
の
空
が
見
ら
れ
た
と
話

　
し
合
っ
た
あ
の
兆
し
が
、
つ
ま
り
こ
の
燃
え
輝
く
火
に
よ
る
も
の
だ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
か
と
、
多
く
の
人
々
は
語
り
合
っ
た
。
（
写
真
1
1
参
照
）

　
右
に
相
応
す
る
か
と
思
わ
れ
る
中
国
側
の
史
料
は
、

　
　
開
皇
五
年
八
月
戊
辰
（
二
四
日
目
、
流
星
数
百
、
四
散
し
て
下
る
あ
り
。

　
　
〔
陥
書
天
文
志
〕

　
の
一
文
で
あ
る
。
洛
陽
で
の
観
測
と
推
定
さ
れ
、
ユ
リ
ウ
ス
暦
に

直
し
て
五
八
五
年
九
月
二
三
旨
と
明
確
な
日
付
を
算
出
で
き
る
が
、

ブ
リ
ッ
ツ
・
リ
ン
ク
と
も
に
日
付
を
欠
き
、
片
や
九
月
、
片
や
十
月

と
月
に
も
相
違
が
あ
る
の
で
、
こ
の
面
か
ら
の
間
一
性
を
断
じ
得
な

い
。
そ
の
う
え
、
晴
志
の
記
事
に
対
し
て
も
、
コ
ロ
ナ
型
オ
ー
ロ
ラ

を
表
現
し
た
も
の
と
の
推
定
は
十
分
立
て
得
る
が
、
な
お
流
星
群
か

と
い
う
こ
と
へ
の
懸
念
も
消
し
が
た
い
の
で
、
右
を
同
一
極
光
に
対

す
る
東
西
の
相
一
致
し
た
最
古
の
史
料
と
断
定
す
る
に
は
躍
躇
さ
れ

る
も
の
が
あ
る
。
五
八
五
年
の
史
料
は
右
の
如
く
な
の
で
、
次
ぎ
は

ブ
リ
ッ
ツ
の
年
表
七
八
六
年
＝
｝
月
に

　
団
①
器
鼠
σ
Q
Φ
い
窪
N
自
ρ
ヨ
張
網
旨
ヨ
㊦
一

之
記
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
ブ
リ
ッ
ツ
で
は
日

付
も
明
ら
か
で
な
く
、
観
測
地
点
も
不
明
で
あ
る
が
、
リ
ン
ク
の
年

表
に
よ
れ
ば
、
七
八
六
年
一
二
月
一
九
日
と
日
付
も
明
確
、
観
測
地

点
も
フ
ラ
ン
ク
王
国
た
る
こ
と
の
明
ら
か
な
史
料
が
存
在
す
る
。
左

の
通
り
で
あ
る
。

　
主
の
降
誕
に
先
き
立
つ
こ
と
六
日
、
フ
ラ
ン
ク
王
国
全
土
に
雷
鳴

と
稲
妻
あ
り
。
夜
を
こ
め
て
雲
間
に
虹
の
よ
う
な
も
の
が
現
わ
れ
て

い
た
。

　
同
じ
箇
処
の
別
段
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
岡
年
ご
｝
丹
、
討
尋
未
曾
有
の
恐
ろ
し
き
火
の
隊
列
が
現
わ
れ
た
。
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と
も
証
さ
れ
て
い
る
。
オ
ー
ロ
ラ
が
「
夜
見
え
る
虹
」
と
記
さ
れ
る

こ
と
は
中
国
の
史
料
に
も
そ
の
例
が
あ
り
、
癖
人
の
手
に
な
る
そ
れ

写真14左側は弓状オーロラと説明文にあるが，かかるものを虹と思

　　　って記したことがあるのは十分うなずけよう。右側は射光型
　　　オーロラと説明されているが，旭光型ともいえようし《血ま

　　　みれた槍〉と欧州の史料に記されているのもかようなもので
　　　はなかろうか。1777年欧州でのスケヅチ，時間酌変化を示し

　　　たものであろう。この年は諸処で何回も見えひじょうに極光
　　　のに盛んな年であった。　（写真6と同書より転載）

に
該
当
す
る
ス
ケ
ッ
チ
も
存
在
し
て
い
る
。
ブ
リ
ッ
ツ
の
「
火
の
よ

う
な
槍
」
と
い
う
記
事
が
何
に
基
く
か
を
明
ら
か
に
し
得
な
い
が
、

こ
れ
を
さ
き
に
第
二
章
の
う
ち
で
述
べ
て
お
い
た
旭
光
型
に
当
る
も

の
と
解
釈
す
る
と
、
虻
型
オ
ー
ロ
ラ
の
ス
ケ
ッ
チ
と
相
並
ん
だ
も
の

（
写
真
1
4
）
が
偶
然
同
じ
書
物
の
同
じ
頁
に
発
見
さ
れ
る
の
で
、
併
せ

て
転
載
し
て
お
く
。
と
こ
ろ
で
、
リ
ン
ク
の
年
表
の
記
事
に
相
当
す

る
と
思
わ
れ
る
中
国
側
の
記
録
は
、
新
購
書
五
行
志
に
あ
る

　
　
貞
元
二
年
十
一
月
壬
午
。
日
没
し
て
、
赤
繊
麗
、
黒
雲
中
よ
り
出
で
て

　
天
に
亘
る
。

の
一
文
で
あ
る
。
中
国
の
こ
と
ば
で
極
光
を
表
現
し
て
い
る
最
も
普
．

遍
的
な
も
の
は
赤
気
で
あ
り
、
文
章
の
内
容
か
ら
い
っ
て
も
極
光
史

料
と
し
て
の
信
愚
度
高
く
、
且
つ
貞
元
二
年
十
一
月
は
ユ
リ
ウ
ス
暦

七
八
六
年
一
一
月
二
六
日
か
ら
一
二
月
二
四
日
に
当
る
の
で
、
ま
さ

に
日
付
も
リ
ン
ク
の
年
表
に
い
う
同
年
一
二
月
一
九
日
と
一
致
す
る

も
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
困
っ
た
こ
と
に
、
新

唐
書
に
い
う
十
一
月
壬
午
の
壬
午
な
る
干
支
に
は
何
か
の
ま
ち
が
い

が
あ
り
、
こ
れ
に
相
当
す
る
正
確
な
日
付
を
西
暦
で
算
出
し
得
な
い
。

三
正
綜
覧
お
よ
び
両
千
年
中
西
暦
対
照
表
に
よ
れ
ば
貞
元
二
年
十
一

月
朔
は
丁
亥
に
当
る
の
で
、
こ
の
月
中
に
壬
午
の
日
は
あ
り
得
な
い
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か
ら
で
あ
る
。
な
お
右
に
つ
い
て
新
訳
書
の
諸
種
の
テ
キ
ス
ト
、
殿

本
・
百
椚
本
・
金
陵
書
面
本
、
あ
る
い
は
通
典
中
に
見
え
る
引
用
文

な
ど
を
参
照
し
て
見
た
が
、
壬
午
に
代
る
干
支
を
発
見
で
き
な
か
っ

た
。
右
の
次
第
で
七
八
六
年
の
史
料
を
、
同
一
極
光
に
対
す
る
欧
州

と
中
国
の
相
一
致
す
る
最
古
の
も
の
と
断
定
す
る
に
必
要
な
最
后
の

き
め
手
を
欠
く
こ
と
は
遺
憾
至
極
で
あ
る
。

　
次
ぎ
に
ブ
リ
ッ
ツ
に
は
な
い
が
、
リ
ン
ク
の
年
表
八
一
七
年
一
〇

月
の
条
に
見
え
る
史
料
、
こ
れ
に
対
応
さ
せ
ら
れ
る
の
は
唐
の
元
和

十
二
年
九
月
己
亥
（
十
～
二
日
）
聖
夜
（
二
〇
時
）
の
新
唐
音
天
文
志
の

記
事
で
あ
り
、
こ
の
方
は
八
一
七
年
一
〇
月
二
六
日
二
〇
時
と
、
日

付
の
み
な
ら
ず
時
間
ま
で
明
ら
か
で
あ
る
。
但
し
右
を
同
一
極
光
に

対
す
る
東
西
の
相
一
致
し
た
史
料
と
断
定
す
る
に
は
、
片
方
に
日
付

を
欠
く
と
い
う
以
外
に
内
容
的
に
も
問
題
が
あ
る
。
そ
こ
で
さ
ら
に

く
だ
っ
て
、
リ
ン
ク
年
蓑
九
三
四
年
一
〇
月
二
四
日
の
史
料
に
つ
い

て
検
討
す
る
。
ち
な
み
に
こ
れ
も
ブ
リ
ッ
ツ
年
表
で
は
問
題
に
な
ら

ぬ
も
の
で
あ
る
。
》
ン
ク
に
引
く
と
こ
ろ
は
次
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

　
翌
年
レ
ミ
ス
　
（
園
⑦
厳
凶
ω
は
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
ソ
ス
国
①
一
ヨ
ω
匿
園
げ
。
一
厳
ω
北
緯

四
九
度
一
五
分
・
東
経
四
度
○
二
分
）
の
町
に
火
熔
の
列
が
縦
横
に
過
ぎ
る
の

が
見
ら
れ
、
火
炎
と
な
っ
た
蛇
の
如
き
も
の
、
心
す
じ
も
の
槍
の
如
き
も

の
が
・
＋
早
四
日
の
日
の
出
前
羨
空
を
過
ぎ
て
い
・
繭
・

　
こ
れ
に
対
照
さ
れ
る
中
国
側
の
史
料
は

　
　
天
顕
九
年
九
月
庚
子
（
三
日
）
、
西
南
、
星
隈
ち
る
こ
と
雨
の
如
し
。

　
〔
遼
与
太
宗
紀
上
〕

の
記
事
で
あ
る
。
ユ
リ
ウ
ス
暦
で
九
三
四
年
一
〇
月
＝
二
日
の
こ
と

で
あ
る
。
仮
り
に
中
囲
で
｛
三
日
午
後
八
時
か
ら
こ
の
極
光
が
見
え

て
い
た
と
し
、
時
差
を
八
時
間
と
す
る
と
、
欧
州
で
は
一
四
日
午
前

四
時
か
ら
見
え
た
こ
と
に
な
る
か
ら
、
前
記
リ
ン
ク
年
表
に
い
う
一

四
日
の
日
の
出
前
と
い
う
記
載
と
う
ま
く
時
間
を
合
致
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
れ
に
し
て
も
工
業
の
記
事
そ
の
も
の
に
は
い
さ
さ
か

難
点
が
あ
ろ
う
。
　
「
星
園
ち
る
こ
と
雨
の
如
し
」
だ
け
で
は
、
こ
の

場
合
も
オ
ー
ロ
ラ
と
も
流
星
と
も
き
め
が
た
い
と
い
う
こ
と
と
「
西

南
」
と
い
う
方
角
に
も
問
題
が
あ
り
得
よ
う
か
と
思
わ
れ
る
点
で
あ

る
。
し
か
し
、
欧
州
の
史
料
が
極
光
た
る
に
誤
り
な
い
こ
と
と
時
聞

を
う
ま
く
一
致
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
を
以
．
っ
て
「
星
限
ち
る
こ
と
雨
の

如
し
」
が
こ
の
場
合
は
極
光
を
指
す
に
ち
が
い
な
い
と
断
定
で
き
る

例
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
こ
の
九
三
四

年
の
史
料
を
以
っ
て
、
同
一
極
光
に
関
す
る
東
西
史
料
の
…
致
す
る

最
古
の
例
と
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
な
お
一
画
の
疑
念
を
存
し
得
る
と
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の
声
も
聞
か
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
ち
な
み
に
戦
史
太
宗
紀
に
い
う

と
こ
ろ
は
、
観
測
地
点
を
遼
の
都
、
上
京
臨
濫
府
（
北
緯
四
三
度
三
生

分
・
東
経
二
八
度
の
林
西
県
）
に
お
く
も
の
で
あ
ろ
う
』

　
さ
て
、
次
か
ご
に
引
く
九
三
七
年
二
n
月
一
四
臼
【
の
史
料
は
、
ブ
リ
ッ

ツ
・
リ
シ
ク
両
年
表
に
い
う
と
こ
ろ
、
お
よ
び
中
国
側
の
三
種
の
史

料
の
示
す
と
こ
ろ
、
悉
く
年
・
月
・
臼
と
も
に
一
致
す
る
ば
か
り
で

な
く
、
記
事
内
容
に
お
い
て
も
類
似
点
多
く
、
こ
れ
こ
そ
中
国
と
欧

州
に
お
い
て
鯛
々
に
観
測
記
録
さ
れ
た
同
…
極
光
に
対
す
る
絶
対
ま

ち
が
い
な
い
最
古
の
史
料
で
あ
る
と
断
言
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
而

も
中
国
の
史
料
は
、
実
に
的
確
に
オ
ー
ロ
ラ
を
と
ら
え
、
簡
潔
な
文

章
の
う
ち
に
よ
く
要
を
つ
く
し
て
い
る
も
の
と
い
う
べ
く
、
こ
こ
に

も
国
立
天
文
台
に
職
を
奉
じ
て
い
た
人
々
の
手
に
な
っ
た
だ
け
の
こ

と
は
あ
る
と
思
わ
せ
る
科
学
性
を
十
分
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
を
備
え
て

い
る
。
さ
て
、
問
題
の
記
事
を
ま
ず
ブ
リ
ッ
ツ
か
ら
拾
っ
て
み
よ
う
。

　
　
＜
o
諺
　
に
巴
舅
。
躊
ω
o
訂
9
　
げ
㎞
頓
　
N
慈
留
　
ρ
、
誌
。
舞
卑
語
匿
ご
　
σ
ご
鉱
σ
Q
o

　
ピ
9
づ
N
O
昌
m
餌
田
ρ
嵩
O
昌
8
げ
O
路
O
口
伽
O
㏄
　
頴
一
ヨ
一
つ
O
一
ω
．

　
難
鳴
か
ら
夜
明
け
ま
で
血
ま
み
れ
の
槍
が
全
天
に
（
現
わ
れ
た
）
。

　
リ
ン
ク
に
よ
っ
て
も
左
の
如
く
ほ
と
ん
ど
同
内
容
で
あ
る
。

　
こ
の
次
ぎ
の
年
の
三
月
一
六
日
、
雛
の
鳴
く
前
後
か
ら
夜
明
け
ま

で
ず
っ
と
血
ぬ
れ
た
刃
（
や
い
ば
）
が
全
天
に
亘
っ
て
そ
の
姿
を
現
わ

　
⑮

し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
右
は
欧
州
の
ど
こ
か
ら
の
観
察
で
あ
ろ
う
。
ブ
リ
ッ

ツ
に
は
観
測
地
点
に
つ
い
て
？
の
符
号
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
リ
ン

ク
の
引
用
文
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
一
・
ほ
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
、
｝
九
六
八
年
、
東
京
で
リ
ン
ク
氏
に
会
う
機
会
の
あ
っ
た
際
直

接
質
ね
た
と
こ
ろ
「
そ
れ
は
中
部
欧
州
で
あ
る
」
と
の
返
事
で
あ
っ

た
。
中
部
欧
州
と
い
え
ば
、
英
国
・
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
な
ど
を
含

む
北
緯
五
五
一
四
五
度
あ
た
り
と
雌
’
5
え
て
よ
か
ろ
う
。
さ
て
、
、
右
に

対
す
る
中
国
側
の
史
料
は
左
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も

五
代
の
後
晋
時
代
の
史
料
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
後
下
の
都
の
あ
っ

た
河
南
省
洛
陽
、
北
緯
三
四
度
四
六
分
・
東
経
　
｝
二
度
二
六
分
に

お
け
る
観
測
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
三
種
の
史
料
が
存
在
し
、

類
似
の
点
も
多
い
が
互
い
に
あ
い
補
い
、
描
写
対
象
が
極
光
た
る
こ

と
を
示
す
重
要
な
働
き
を
し
て
い
る
の
で
、
繁
を
い
と
わ
ず
に
そ
の

す
べ
て
を
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　
旧
五
代
減
等
七
六
晋
省
高
祖
紀

　
、
天
福
二
年
、
正
月
乙
卯
（
二
日
）
。
是
の
夜
、
赤
白
磁
掘
い
間
（
ま
じ
）

　
わ
り
、
竹
林
を
耕
墾
す
る
状
の
如
く
、
亥
（
北
北
西
）
よ
り
丑
（
北
北
東
）
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に
至
る
あ
り
。
北
の
方
（
か
た
）
濁
に
生
じ
中
天
を
過
（
よ
）
ぎ
り
し
な
り
。

明
滅
定
か
な
ら
ず
。
二
十
八
宿
に
論
（
あ
ま
ね
）
く
、
曙
を
徹
し
て
方
（
ま

さ
）
に
散
ず
。

＊
　
濁
と
は
畢
と
も
呼
ば
れ
る
二
十
八
宿
中
の
一
星
座
で
、
邦
語
で
「
あ
め
ふ
り
」

と
い
う
も
の
。
八
津
あ
り
、
牡
牛
座
に
属
す
。

旧
五
代
史
巻
一
三
九
天
文
志
（
雲
気
）

　
習
の
天
福
二
年
、
正
月
丙
辰
（
三
臼
）
。
一
過
（
二
〇
時
）
。
初
め
北
方
に

元
気
あ
り
。
　
西
に
向
い
、
戌
（
北
西
西
）
亥
（
北
北
西
）
の
地
に
至
り
、

（
そ
れ
よ
り
）
東
北
し
て
丑
（
北
北
東
）
の
地
に
至
る
。
已
（
す
で
）
に
来
っ

て
（
ま
た
）
北
に
向
う
。
闊
さ
三
丈
鯨
、
状
は
火
光
の
如
く
、
赤
気
内
に

　
を

紫
微
宮
と
共
に
北
斗
の
諸
星
を
見
る
。
其
の
気
、
乍
（
た
ち
ま
）
ち
明
る
く

乍
ち
暗
し
。
、
三
点
後
に
至
り
、
後
（
う
し
ろ
）
に
白
気
三
条
あ
り
。
相
い

次
い
で
西
行
翌
旦
す
。
三
鼓
（
0
時
）
後
に
散
ず
。

　
　

　
紫
微
宮
は
ひ
じ
．
・
う
に
多
く
の
星
を
含
む
北
方
の
星
座
の
一
つ
、
紫
冨
・
紫
微
垣

な
ど
と
も
い
う
。

五
代
建
付
二
十
｝
雑
面
変

　
奮
の
天
福
二
年
、
正
月
二
周
夜
。
初
め
北
方
に
寒
気
あ
り
。
西
し
戊

（
北
酉
西
）
亥
（
北
北
西
）
の
地
（
に
至
り
、
そ
こ
よ
り
さ
ら
に
）
東
北
し
丑

（
北
北
東
）
の
地
に
至
る
，
南
北
の
闊
さ
三
三
、
状
は
火
光
の
如
く
、
赤

心
内
に
紫
三
宮
お
よ
び
北
斗
の
諸
星
を
見
る
。
三
点
後
に
至
り
、
内
に
白

気
魂
条
。
次
い
で
行
き
て
西
に
至
り
、
夜
半
・
子
の
時
（
o
時
）
、
方
に
散

ず
。

　
右
、
三
文
の
う
ち
旧
五
代
重
質
書
高
橿
紀
と
五
代
会
要
の
二
つ
は

正
月
乙
子
二
三
、
旧
五
代
史
天
文
志
の
み
は
正
月
丙
辰
三
日
と
な
っ

て
お
り
、
そ
の
間
に
一
日
の
差
が
あ
る
。
但
し
三
文
を
読
み
く
ら
べ

て
み
る
と
、
内
容
が
余
り
に
類
似
し
、
決
し
て
別
の
日
の
ち
が
う
現

象
を
指
す
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
正
月
乙
卯
は
ユ
リ
ウ
ス
暦
九
三

七
年
二
月
一
四
臼
に
当
り
、
ブ
リ
ッ
ツ
並
び
に
リ
ン
ク
年
表
に
い
う

と
こ
ろ
と
も
一
致
す
る
の
で
、
爾
辰
を
捨
て
同
仁
を
と
り
た
い
。
と

こ
ろ
で
、
、
こ
の
三
つ
の
史
料
を
綜
合
し
て
み
る
と
、
洛
陽
か
ら
観
測

さ
れ
た
こ
の
オ
ー
ロ
ラ
は
次
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
手

に
と
る
よ
う
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
輝
き
は
じ
め
た
の
は
二
〇
時
頃
、
北
方
・
牡
牛
座
の
附
近
か
ら
で
、

そ
こ
か
ら
西
方
へ
北
西
西
ま
で
移
動
し
、
さ
ら
に
も
ど
っ
て
北
北
東

ま
で
行
き
、
、
の
ち
に
は
さ
ら
に
西
方
へ
と
動
き
、
　
零
時
過
ぎ
に
は

散
じ
た
。
も
っ
と
も
消
滅
の
時
刻
を
そ
う
見
た
の
は
、
旧
五
代
史
天

文
志
の
「
至
三
尊
後
散
」
と
五
代
会
要
「
夜
半
子
至
嘱
散
」
に
よ
っ

た
の
で
、
晋
書
高
祖
紀
に
は
「
徹
曙
方
散
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
れ
だ

と
終
夜
見
え
て
い
て
明
け
が
た
に
消
え
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
形
が
あ

る
時
、
南
北
に
ひ
ろ
さ
三
丈
余
に
見
え
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、

ゆ
れ
動
く
さ
ま
を
「
竹
林
を
耕
墾
す
る
状
の
如
し
」
と
い
っ
て
い
る

47　（371）

し



の
は
、
他
に
見
な
い
形
容
な
が
ら
、
あ
り
得
て
妙
で
あ
る
。
さ
ら
に

「
火
光
の
状
の
如
し
」
と
あ
る
の
は
、
洋
の
葉
西
を
問
わ
ず
、
オ
ー

ロ
ラ
に
対
し
て
の
最
も
多
い
形
容
と
し
て
う
な
ず
け
る
。
色
が
赤
い

と
い
う
の
も
岡
様
に
考
え
ら
れ
る
が
、
散
ず
る
前
に
は
赤
光
中
に
白

色
光
下
条
を
生
じ
て
い
た
次
第
も
明
ら
か
で
あ
る
。
次
ぎ
に
オ
ー
ロ

ラ
を
通
し
て
背
後
に
見
え
た
星
座
と
し
て
、
濁
や
紫
微
宮
あ
る
い
は

北
斗
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
さ
き
に
述
べ
た
こ
の
オ

ー
ロ
ラ
の
移
動
範
囲
と
も
一
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
的
確
に
こ
れ
ら

の
諸
星
座
を
あ
げ
得
た
の
も
、
国
立
天
文
台
の
専
門
家
な
れ
ば
こ
そ

で
あ
ろ
う
。
最
后
に
、
こ
の
オ
ー
ロ
ラ
の
著
し
い
特
徴
は
、
明
る
く

な
っ
た
り
暗
く
な
っ
た
り
、
こ
れ
を
交
互
に
く
り
か
え
す
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
「
乍
明
乍
暗
に
と
い
い
「
明
滅
不
定
」

と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
か
か
る
オ
ー
ロ
ラ
は
も
と
よ
り
実
際

に
あ
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
　
移
動
も
余
り
は
げ
し
く
な
く
、
　
例
の

「
星
限
如
雨
」
と
い
う
形
容
も
な
く
、
明
滅
に
関
す
る
記
述
が
存
す

る
こ
と
な
ど
を
綜
合
し
て
考
え
る
と
、
こ
れ
は
線
構
造
の
オ
ー
ロ
ラ

で
は
な
く
、
　
び
。
旨
。
σ
q
Φ
⇔
①
8
。
。
と
い
わ
れ
る
構
造
の
オ
ー
ロ
ラ
で
は

な
か
っ
た
ろ
う
か
と
素
人
な
が
ら
の
想
像
が
立
て
ら
れ
る
。
ブ
リ
ッ

ツ
に
も
リ
ン
ク
に
も
「
全
天
に
輝
い
た
」
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、

婬
書
高
祖
紀
に
「
二
十
八
宿
に
編
（
あ
ま
）
ね
く
」
と
記
さ
れ
て
い

る
の
で
、
中
国
で
も
北
方
の
空
に
は
じ
ま
り
全
天
に
光
り
輝
い
た
さ

ま
が
窺
わ
れ
、
赤
色
と
い
う
記
述
と
相
倹
っ
て
、
遠
く
離
れ
た
欧
州

と
中
国
な
が
ら
、
忠
実
な
観
測
記
録
が
い
か
に
同
一
の
真
実
を
伝
え

る
も
の
で
あ
る
か
を
立
証
す
る
実
例
と
し
て
興
味
深
い
。
以
上
で
、

同
「
極
光
に
関
す
る
史
料
で
あ
る
点
に
お
い
て
最
古
と
思
わ
れ
る
欧

州
と
中
国
の
諸
史
料
を
比
較
し
な
が
ら
、
い
ま
か
ら
一
〇
〇
〇
年
余

り
の
む
か
し
、
夜
空
に
輝
く
ふ
し
ぎ
な
現
象
に
関
し
、
い
か
に
中
国

人
が
冷
静
な
観
測
者
と
し
て
自
然
科
学
的
に
す
ぐ
れ
た
記
録
を
残
し

て
い
る
か
を
示
し
た
積
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
論
考
自
体
の
表

題
「
中
国
の
極
光
史
料
と
そ
の
世
界
的
価
値
」
に
も
通
じ
る
も
の
で

あ
ろ
う
。

　
九
三
七
年
の
史
料
に
つ
い
て
は
以
上
の
如
く
で
あ
る
が
、
こ
れ
以

後
に
も
同
一
極
光
に
対
す
る
東
西
の
凹
い
通
ず
る
観
測
史
料
と
推
定

さ
れ
る
も
の
は
時
代
を
く
だ
る
に
従
っ
て
発
兇
さ
れ
る
。
そ
の
中
に

は
、
欧
州
の
極
光
史
料
を
以
っ
て
中
国
の
史
料
に
い
う
と
こ
ろ
が
極

光
で
あ
る
こ
と
を
傍
証
し
得
る
よ
う
な
例
も
出
て
く
る
。
北
宋
、
真

宗
の
大
中
翌
翌
七
年
九
月
丙
戌
（
三
日
）
と
い
え
ば
、
　
一
〇
一
四
年

九
月
二
九
日
に
当
る
が
、
　
こ
の
夜
、
都
の
開
封
（
北
緯
三
四
度
四
八
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中国の極光史料とその世界的価値的（慶松）

分
．
東
経
コ
四
度
二
一
分
）
で
の
観
測
記
録
に
「
含
誉
星
再
見
」
（
宋

史
天
文
志
・
文
献
通
考
象
緯
考
）
と
あ
る
。
早
耳
星
が
極
光
を
い
う
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

あ
ろ
う
と
の
推
測
は
、
も
と
よ
り
中
国
の
史
料
に
基
い
て
い
い
得
る

と
こ
ろ
で
も
あ
る
が
、
一
層
そ
れ
を
固
か
ら
し
め
る
の
は
、
同
年
同
月

同
日
、
欧
州
に
お
い
て
ま
ぎ
れ
も
な
い
強
い
極
光
が
見
ら
れ
た
こ
と

を
伝
え
る
史
料
を
リ
ン
ク
の
年
表
（
三
二
七
頁
、
　
二
九
番
）
に
発
見
し

得
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
時
代
を
追
っ
て
同
一
極
光
に

対
す
る
中
国
と
欧
州
の
史
料
を
比
較
し
て
い
く
と
、
相
い
補
っ
て
極

光
自
体
を
明
ら
か
に
し
得
る
ば
か
り
で
な
く
、
各
々
の
史
料
の
持
つ

特
質
を
浮
び
あ
が
ら
せ
、
極
光
史
料
た
る
こ
と
へ
の
信
悪
度
を
高
め

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
為
す
べ
く
興
味
あ
る
仕
事
で
は
あ
る

が
、
紙
面
の
都
合
も
あ
る
こ
と
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
も
う
一
例
だ
け
を

あ
げ
る
の
に
止
め
た
い
。
次
ぎ
に
掲
げ
る
も
の
は
、
南
宋
時
代
に
入

り
、
都
の
臨
安
、
す
な
わ
ち
い
ま
の
漸
江
省
杭
州
（
北
緯
三
〇
度
一
八

分
・
東
経
ご
一
〇
度
〇
七
分
）
か
ら
の
観
測
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
前

号
一
ω
に
も
述
べ
て
お
い
た
通
り
、
中
国
に
は
北
緯
三
〇
度
附
近
と

い
う
低
緯
度
か
ら
の
極
光
史
料
を
ほ
か
に
も
見
出
し
得
る
が
、
こ
こ

に
問
題
と
す
る
も
の
は
、
そ
れ
に
紺
照
し
得
る
欧
州
側
の
史
料
の
存

在
す
る
こ
と
に
お
い
て
最
古
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
上
に
地
球
磁
場

の
永
年
変
化
の
探
求
に
関
し
て
興
味
云
い
問
題
を
な
げ
か
け
て
い
る

点
に
お
い
て
も
特
に
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
中
国
側
の
史

料
を
か
か
げ
よ
う
。

　
　
〔
宋
史
巻
六
〇
天
文
志
一
雲
気
〕
紹
興
八
年
。
九
月
暗
申
朔
。
夜
。
赤

　
気
、
火
の
如
き
あ
り
。
乱
酒
壇
内
に
出
ず
。

　
　
〔
宋
史
巻
六
四
・
五
行
志
〕
紹
興
八
年
。
九
月
甲
申
。
赤
気
、
紫
微
垣

　
に
出
ず
。

　
　
「
文
献
通
考
巻
二
九
四
象
緯
考
－
雲
気
虹
蜆
〕
紹
興
八
年
。
九
月
甲
申
。

　
正
北
方
に
赤
気
、
火
影
の
如
き
あ
り
。

紫
微
垣
は
既
述
の
如
く
北
方
の
星
座
で
あ
る
か
ら
、
宋
史
の
二
つ
の

記
事
に
い
う
と
こ
ろ
の
紫
微
壇
と
文
献
通
考
に
い
う
正
北
方
と
は
同

一
方
角
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
オ
ー
ロ
ラ
出
現
の
方
角
と
し
て
最
も

妥
当
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
「
赤
色
で
火
の
よ
う
な
」
と

い
う
記
述
に
も
通
じ
て
い
い
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
紹
興
八
年
九
月

甲
申
（
一
日
目
は
＝
三
八
年
　
0
月
六
日
に
当
る
が
、
欧
州
で
は

こ
の
日
と
翌
日
の
二
晩
続
い
て
見
ら
れ
た
こ
と
が
次
ぎ
の
史
料
に
明

ら
か
で
あ
る
。

　
ま
ず
ブ
リ
ッ
ツ
の
年
表
を
引
用
す
る
。

　
　
嵩
Q
Q
Q
。
曽
O
O
鈴
9
じ
d
α
騨
筥
Φ
昌
”
涛
O
こ
μ
O
O
O
も
厚
3
開
O
コ
鉛
コ
へ
寄
噌
ワ
円
陣
簿
O
鴬
回
㌘

　
O
財
笛
①
搾
①
〔
δ
こ
。
一
一
ヨ
ヨ
Φ
冨
■
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O
O
曾
メ
切
O
プ
回
5
0
障
”
労
O
け
げ
Φ
Ω
O
露
a
挫
O
＝
　
q
O
q
①
昌
　
フ
同
一
暮
O
二
μ
餐
O
｝
七
洋
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ
　
σ

　
シ
ー
ド
ル
（
ω
o
｝
・
a
）
の
年
表
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

　
　
目
ω
G
。
u
O
9
．
9
一
一
G
。
○
。
”
O
o
¢
メ
8
0
系
棄
［
。
。
o
く
。
菖
¢
σ
q
一
コ
・
営
α
Q
槻
＆

　
｛
O
　
．
一
昌
も
。
　
O
瓢
μ
O
『
q
O
鳥
　
一
轟
　
二
μ
O
　
り
舅
○
巴
¢
ピ
　
↓
ぽ
①
　
㏄
9
H
出
O
　
C
C
O
二
村
境
O
〔
一
　
け
財
¢

　
　
　
　
　
　
σ

　
h
o
臣
○
鼠
コ
σ
Q
菖
σ
q
ぎ
9
・
魯
○
謡
普
。
コ
7
0
｛
○
。
ε
σ
巽
げ
｝
岡
2
0
ヨ
費
σ
q
＆

　
暮
伽
ρ
二
．
昌
冒
¢
6
零
〔
三
Ω
比
目
同
σ
q
日
。
＝
財
ヨ
α
q
蕗
4
・
・

　
中
国
側
の
一
二
種
と
欧
州
の
二
種
、
計
五
つ
の
短
文
史
料
を
比
較
し

て
見
る
と
「
北
方
」
と
い
い
「
赤
色
」
と
い
い
、
そ
の
特
色
を
と
ら
え

て
い
る
点
に
お
い
て
差
異
の
な
い
の
に
驚
か
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
の

場
合
は
、
欧
州
側
の
史
料
に
比
し
て
中
国
側
の
史
料
が
内
容
的
に
特

に
す
ぐ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
が
、
強
い
て
い
え
ば
「
紫
微
垣
」

と
背
後
に
見
え
る
星
座
を
指
摘
し
て
い
る
点
に
専
門
家
ら
し
い
片
鱗

を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
と
い
い
得
る
か
も
知
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
欧
州

で
の
観
測
地
は
ど
こ
で
あ
っ
た
ろ
う
。
　
ブ
リ
ッ
ツ
に
は
属
O
ご
饗
嵩

（
ボ
ヘ
ミ
ヤ
）
と
あ
る
。
こ
れ
は
チ
エ
コ
の
首
都
プ
ラ
ハ
（
牝
緯
五
〇
度

〇
五
分
，
東
経
一
四
度
二
五
分
）
を
中
心
と
し
、
ほ
ぼ
北
緯
五
一
－
四

九
度
・
菓
経
＝
一
！
一
七
度
に
亘
る
地
域
を
指
す
・
．
い
う
で
あ
る
。
仮

り
に
プ
ラ
ハ
の
隷
書
を
と
っ
て
、
こ
れ
を
杭
州
の
そ
れ
と
比
較
し
て

み
る
と
、
実
仁
二
〇
度
の
ひ
ら
ぎ
が
あ
る
。
こ
の
事
実
が
一
二
世
紀

頃
、
地
球
織
詰
が
地
球
回
転
軸
に
淋
し
い
ま
の
反
対
側
、
す
な
わ
ち

中
国
側
に
一
〇
度
傾
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
一
つ
の
資
料
と
し
て

重
大
な
意
義
を
持
ち
、
地
球
磁
場
永
年
変
化
の
研
究
に
役
立
つ
と
さ

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
章
に
ゆ
ず
る
こ
と
に

す
る
が
、
い
ま
問
題
と
し
た
極
光
に
つ
い
て
は
、
前
記
ブ
リ
ッ
ツ
、

シ
ー
ド
ル
年
表
の
ほ
か
に
、
　
リ
ン
ク
年
表
C
二
三
五
頁
、
一
六
四
番
）
に

さ
ら
に
詳
し
い
史
料
が
あ
る
こ
と
を
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　
以
上
で
欧
州
の
史
料
に
対
比
し
て
中
国
極
光
史
料
を
論
じ
た
本
章

を
終
え
る
。V

歴
史
時
代
に
お
け
る
地
球
磁
場
変
動
の
研
究
と

中
国
の
極
光
史
料

　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
近
判
の
雑
誌
『
科
学
』
（
三
九
巻
六
且
7
一

九
六
九
年
六
日
）
掲
載
の
「
歴
史
時
代
に
お
け
る
地
球
磁
場
の
変
動
一

合
・
文
書
中
の
オ
ー
ロ
ラ
記
録
の
利
用
…
」
と
題
す
る
論
文
と
日
本
地

球
電
気
磁
気
学
会
の
機
関
誌
匂
○
彊
霞
食
置
○
Φ
o
B
m
碗
⇔
Φ
怠
。
。
旨
ρ
欝
α

0
8
①
δ
o
葺
ざ
詳
団
〈
○
州
悼
ρ
瓢
ρ
量
目
O
⑦
G
c
所
載
の
　
〉
き
ゴ
帥
。
？

》
爵
同
，
○
「
9
斜
コ
島
○
Φ
9
ご
”
q
雷
Φ
ゴ
O
つ
り
Φ
2
二
島
⊃
一
，
＜
酎
二
，
警
報
一
9
ρ
一
コ
瓢
ジ
簡
9
，
一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

8
財
昌
㊦
な
る
論
考
に
詳
説
さ
れ
て
い
る
の
で
、
騨
心
の
あ
る
人
は
ぜ

ひ
そ
れ
を
見
ら
れ
た
い
。
右
は
と
も
に
福
島
直
の
単
独
執
筆
に
な
る
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も
の
で
あ
る
が
、
前
者
に
は
慶
松
、
後
者
に
は
永
田
武
・
慶
松
の
名
も

述
ね
ら
れ
て
い
る
。
か
か
る
方
面
に
ま
っ
た
く
の
門
外
漢
で
あ
る
筆

者
は
、
も
と
よ
り
こ
こ
に
か
く
の
如
き
一
章
を
設
け
て
説
く
ほ
ど
の

資
格
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
〈
歴
史
時
代
に
お
け
る
地

球
磁
場
変
動
の
研
究
に
極
光
史
料
を
利
用
す
る
〉
と
い
う
永
田
の
着

想
が
、
　
中
国
極
光
史
料
蒐
集
と
い
う
私
へ
の
依
頼
と
な
り
、
　
そ
れ

に
こ
た
え
た
私
の
仕
事
が
〈
歴
史
時
代
に
お
け
る
地
球
磁
場
永
年
変

化
の
研
究
〉
と
い
う
地
球
物
理
学
の
大
き
な
課
題
の
一
つ
に
多
少
の

貢
献
を
は
た
し
得
て
い
る
か
に
聞
く
と
、
そ
の
こ
と
は
本
稿
の
主
題

「
中
国
極
光
史
料
の
世
界
的
価
値
」
に
も
決
し
て
無
関
係
で
は
な
く
、

む
し
ろ
自
然
科
学
的
に
は
そ
の
点
に
最
も
深
い
価
値
づ
け
が
な
さ
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
前
記
福
島
執
筆
論
文
の

主
旨
を
多
少
こ
こ
に
紹
介
せ
ん
と
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
が
、
誤
り
な

き
を
期
し
『
科
学
』
掲
載
論
文
を
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
原
文
の
ま
ま
引
用

さ
せ
て
貰
う
こ
と
に
す
る
。

　
地
球
磁
場
は
昔
か
ら
が
な
り
変
化
し
て
お
り
、
地
質
鼠
壁
に
お
け
る
地

球
磁
場
変
動
に
つ
い
て
は
、
数
億
年
前
か
ら
最
近
に
い
た
る
ま
で
の
各
時

代
に
生
成
さ
れ
た
岩
石
が
保
有
し
て
い
る
自
然
残
留
磁
気
を
精
密
に
測
定

し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
。
　
（
中
略
）
歴
史
時
代
に
入
る
と
天
然
の
岩
石
だ

け
で
な
く
、
炉
跡
や
窯
跡
の
焼
け
土
の
残
留
磁
気
も
利
用
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
す
な
わ
ち
炉
や
窯
の
ま
わ
り
の
泥
や
石
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
微

量
の
強
磁
気
性
鉱
物
が
二
三
か
ら
次
第
に
冷
え
る
と
き
1
7
四
、
そ
の
当
時
の

地
球
磁
場
の
方
向
に
帯
磁
し
、
炉
や
窯
が
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
も
そ
の
頃

の
帯
磁
が
現
在
ま
で
そ
の
ま
ま
保
持
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
歴
史
時
代
の
地
球
磁
場
変
動
に
つ
い
て
の
研
究
が
す

す
み
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
に
、
全
く
別
な
立
場
か
ら
地
球
磁
場
の
変
動
を
探

る
手
段
と
し
て
、
昔
の
極
光
記
録
調
査
に
よ
る
方
法
が
こ
こ
に
現
わ
れ
た
。

　
古
極
光
研
究
の
き
っ
か
け

　
こ
の
研
究
の
発
端
は
、
極
光
出
現
領
域
が
地
球
磁
場
分
布
に
獲
霜
さ
れ

て
い
る
の
で
昔
の
極
光
記
録
を
調
べ
れ
ば
昔
の
地
球
磁
場
分
布
が
推
定
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
と
、
永
田
武
教
授
（
東
京
大
学
理
学
部
地
球
物
理
学
教
室
）
が

考
え
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。
　
〔
以
上
三
二
一
頁
左
側
〕

　
私
た
ち
の
研
究
が
始
め
ら
れ
て
約
…
年
半
経
っ
た
と
こ
ろ
で
、
一
九
六

五
年
五
月
二
六
日
に
日
本
地
球
電
気
磁
気
学
会
席
上
で
、
慶
松
は
「
中
国

に
お
け
る
極
光
観
察
記
録
」
と
題
し
て
講
演
し
、
中
園
に
お
け
る
極
光
記

述
側
を
た
く
さ
ん
示
し
、
と
く
に
哨
ユ
9
が
集
録
し
た
極
光
年
表
の
中
の

も
の
と
年
月
日
が
庸
7
5
全
に
一
致
し
、
し
か
も
中
年
に
お
い
て
低
緯
度
で
見

ら
れ
た
例
（
後
述
）
を
も
示
し
た
。
こ
の
講
演
に
つ
い
で
、
慶
松
・
永
田

・
鍼
島
の
連
名
で
「
中
国
極
光
資
料
を
用
い
た
地
球
磁
場
変
動
の
研
究
」

・
二
題
し
て
上
記
の
牙
一
門
＝
フ
を
説
明
す
る
た
め
に
は
そ
の
幾
時
の
地
球
磁

軸一

i
地
球
の
磁
場
を
地
球
中
心
に
双
極
予
磁
石
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
近
似
し
た

場
合
に
、
”
ぐ
の
磁
…
石
の
軸
を
い
う
）
は
現
山
仕
と
は
論
つ
が
り
て
地
球
回
軸
転
軸
に
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対
し
暴
悪
側
に
傾
い
て
い
た
と
考
え
れ
ば
説
明
さ
れ
る
こ
と
を
遽
べ
た
．

と
こ
ろ
が
上
記
二
つ
の
講
演
の
直
前
に
、
川
井
直
人
・
広
岡
公
失
（
大
阪

大
学
基
礎
工
学
部
）
が
、
岩
石
磁
気
学
の
立
場
か
ち
「
地
磁
気
考
古
学
時
代

経
年
変
化
」
と
題
し
て
、
地
球
三
軸
は
地
球
圏
転
軸
に
対
し
て
約
一
〇
度
傾

む
い
て
、
歴
史
的
に
は
一
五
〇
〇
年
ぐ
ら
い
で
一
周
す
る
ら
し
い
と
述
べ
、

こ
の
結
論
を
確
め
る
た
め
に
は
特
1
7
二
一
～
一
二
世
紀
あ
た
り
で
地
球
磁

軸
が
中
国
側
に
傾
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
材
料
が
欲
し
い
と
結
ん

だ
。
ま
さ
に
そ
の
望
ま
れ
て
い
た
材
料
が
、
全
く
手
段
の
異
る
「
古
極

光
扁
の
研
究
か
ら
提
供
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
。
　
〔
以
上
三
工
　
頁
右
働
〕

　
一
＝
二
八
年
一
〇
月
六
日
に
中
国
お
よ
び
欧
捌
で
見
ら
れ
た
極
光

　
昔
も
今
も
地
球
磁
場
は
三
体
双
極
子
磁
場
で
あ
り
、
中
国
で
極
光
が
見

え
て
か
ら
ボ
ヘ
ミ
ヤ
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
数
時
間
の
闘
に
、

汎
二
子
的
な
樋
光
活
動
が
あ
ま
り
変
ら
な
か
っ
た
と
仮
定
す
れ
ば
、
こ
の

日
の
よ
う
に
中
濁
で
は
北
緯
三
〇
度
の
地
点
で
極
光
が
見
ら
れ
、
欧
州
で

は
北
緯
五
〇
度
二
三
の
地
点
で
し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
は
、
轟
時
地
球
磁
軸
が
地
球
回
転
軸
に
対
し
て
約
一
〇
度
中
園
側
に

傾
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
　
（
中
略
）
現
在
で

〔
以
上
三
二
五
頁
右
側
〕
は
地
球
磁
軸
が
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
側
に
約
一
　
一
　
。
五

度
傾
い
て
い
る
の
で
、
中
国
や
日
本
で
は
地
磁
気
緯
度
が
地
理
緯
度
よ
り

約
一
〇
度
低
い
。
し
か
し
一
一
～
一
二
眈
紀
頃
に
は
、
磁
軸
が
太
平
洋
側
に

傾
い
て
い
て
、
そ
の
た
め
に
杭
州
と
℃
養
σ
Q
器
と
が
ほ
ぼ
同
じ
地
磁
気
緯
度

に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
推
論
さ
れ
よ
う
。
〔
以
圭
三
二
六
頁
左
側
〕

福
島
の
原
文
か
ら
の
引
用
は
右
に
止
め
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
も
地

球
七
厘
学
者
が
極
光
史
料
を
歴
史
時
代
の
地
球
磁
場
の
変
動
に
い
か

に
結
び
つ
け
て
役
立
た
せ
て
い
る
か
が
わ
か
り
、
そ
れ
に
対
し
て
中

国
人
の
残
し
た
的
確
な
極
光
史
料
が
大
き
な
意
義
を
持
つ
ゆ
え
ん
も

諒
解
さ
れ
得
た
こ
と
と
信
じ
る
。
福
島
の
い
う
＝
三
八
年
一
〇
月

六
日
の
史
料
と
は
、
私
が
前
章
の
最
后
に
あ
げ
て
論
じ
て
お
い
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
福
島
の
い
う
と
こ
ろ
に
別
段
異
論
が

あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
　
た
だ
｝
つ
、
　
歴
史
学
を
専
攻
す
る
老
と
し

て
し
い
て
懸
念
の
あ
る
と
こ
ろ
を
い
え
ば
、
次
ぎ
の
箇
処
で
あ
る
。

「
こ
の
日
の
よ
う
に
中
国
で
は
北
緯
三
〇
度
の
地
点
で
極
光
が
見
ら

れ
、
欧
州
で
は
北
緯
五
〇
度
以
北
の
地
点
で
し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
（
棒
線
筆
者
）
」
。
肯
定
形
を
と
る
中
国
に
つ

い
て
の
書
き
方
に
は
問
題
が
な
い
が
、
欧
州
に
対
す
る
否
定
形
の
雷

き
方
に
は
異
論
も
存
し
得
よ
う
。
少
く
と
も
私
は
、
ブ
リ
ッ
ツ
・
リ

ン
ク
・
シ
ー
ド
ル
・
ラ
バ
リ
ン
グ
の
年
表
で
し
か
欧
州
の
極
光
を
知

り
得
な
い
の
で
「
欧
州
で
は
北
緯
五
〇
度
の
地
点
で
見
ら
れ
た
」
と

か
「
欧
州
で
は
北
緯
五
〇
度
で
見
ら
れ
た
と
い
う
の
が
最
も
爾
の
地

点
を
示
す
も
の
で
あ
る
」
と
い
い
得
る
に
止
ま
る
。
も
っ
と
も
、
リ

ン
ク
年
表
の
詳
し
い
史
料
に
よ
っ
て
も
こ
の
壁
は
破
れ
な
い
。
そ
れ

に
は
「
つ
い
に
崩
壊
し
た
ゆ
①
象
o
a
す
の
町
」
と
い
う
地
名
が
出
て
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く
る
。
こ
れ
を
ロ
ン
ド
ン
の
北
北
西
五
〇
マ
イ
ル
に
あ
る
切
Φ
窪
o
a

と
見
な
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
北
緯
五
二
度
○
八
分
・
西
経
O

度
二
八
分
と
な
り
、
こ
こ
で
も
北
緯
五
〇
度
以
南
に
史
料
の
求
め
が

た
い
の
を
証
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
中
国
の
極
光
史
料
に
つ
い
て
い
え

ば
、
私
は
各
時
代
の
廓
大
な
根
本
史
料
に
つ
い
て
あ
り
そ
う
な
と
こ

ろ
は
片
っ
ぱ
し
か
ら
当
っ
て
み
た
。
あ
る
時
代
、
又
は
あ
る
極
光
に

つ
い
て
、
現
存
の
史
料
は
ほ
ぼ
こ
れ
だ
け
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う

こ
と
を
い
さ
さ
か
の
自
信
を
以
て
主
張
し
得
る
。
そ
れ
で
も
、
あ
る

極
光
に
つ
い
て
「
こ
の
緯
度
・
経
度
の
と
こ
ろ
で
見
え
た
」
と
主
張

し
得
る
に
止
ま
り
「
－
こ
れ
よ
り
南
で
は
見
え
な
か
っ
た
」
と
は
容
易

に
断
言
し
か
ね
る
。
見
え
て
い
な
が
ら
記
録
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
、

記
録
さ
れ
て
も
現
存
し
な
い
こ
と
も
、
記
録
が
現
存
し
て
い
て
も
知

ら
ず
に
い
る
場
合
も
、
色
々
に
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
中
国
に

つ
い
て
い
え
ば
、
記
録
上
の
南
限
を
定
め
る
こ
と
す
ら
、
一
四
世
紀
、

明
代
以
降
の
よ
う
に
見
る
べ
き
多
く
の
史
料
が
存
し
、
そ
れ
を
精
査

し
得
べ
く
も
な
い
状
態
に
お
い
て
私
の
断
話
し
得
る
と
こ
ろ
で
は
な

い
。
い
わ
ん
や
欧
州
の
根
本
史
料
に
つ
い
て
調
査
の
す
べ
す
ら
知
ら

ぬ
身
に
と
っ
て
、
人
の
作
っ
た
二
三
の
年
表
程
度
の
も
の
に
よ
っ
て
、

極
光
可
視
の
南
の
限
界
を
緯
度
を
以
っ
て
否
定
的
に
断
定
す
る
こ
と

に
は
慎
重
で
あ
り
た
い
と
希
う
も
の
で
あ
る
。

W
　
結

ヨ＝L

口q

　
結
語
が
も
し
本
論
考
を
要
約
す
べ
き
も
の
な
ら
》
そ
れ
は
す
で
に

前
号
拙
稿
冒
頭
の
〈
要
約
〉
に
つ
き
て
お
り
、
こ
こ
に
再
言
を
要
し

な
い
。
中
国
の
極
光
史
料
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
が

現
代
に
お
い
て
も
い
か
な
る
意
味
で
の
世
界
的
価
値
を
有
す
る
か
、

前
人
の
い
わ
ざ
ろ
と
こ
ろ
、
前
人
に
よ
っ
て
聞
く
を
得
ざ
り
し
こ
の

問
題
に
つ
い
て
、
本
稿
が
い
さ
さ
か
で
も
の
寄
与
を
な
し
得
れ
ば
幸

い
で
あ
る
。
さ
き
に
く
現
代
自
然
科
学
に
対
す
る
古
代
中
国
人
の
貢

⑰献
〉
と
題
し
、
連
綿
二
千
数
百
年
、
広
大
な
中
国
大
群
に
亘
り
、
各

種
自
然
現
象
に
対
し
良
質
大
量
の
観
測
記
録
を
集
積
し
た
中
国
人
の

功
績
を
た
た
え
た
。
と
同
時
に
、
そ
れ
が
徒
に
放
置
さ
れ
て
い
る
こ

と
の
多
い
現
状
に
対
し
、
か
か
る
も
の
こ
そ
文
化
財
と
し
て
の
価
値

を
再
認
識
、
現
代
科
学
を
以
っ
て
こ
れ
を
再
生
し
、
大
い
に
活
用
す

べ
き
こ
と
を
説
い
て
お
い
た
。
極
光
史
料
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と

を
痛
感
す
る
。
一
層
中
国
極
光
史
料
を
蒐
集
、
二
千
数
百
年
に
百
　
る

編
年
を
完
了
し
た
暁
に
は
、
三
軸
極
の
移
動
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

太
陽
活
動
の
消
長
に
件
う
極
光
の
動
き
と
は
別
に
、
　
｝
○
○
年
、
　
一
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’

○
○
○
年
、
二
〇
〇
〇
年
と
い
う
よ
う
な
藁
期
の
ク
ー
ル
で
の
極
光

活
動
の
消
長
な
ど
も
窺
い
得
る
の
で
は
な
い
か
と
の
楽
し
み
も
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
稿
に
限
ら
ず
、
私
の
書
く
も
の
が
史
学
の
範

醇
に
入
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
な
ど
、
も
と
よ
り
問
う
と
こ
ろ
で
は

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
極
光
．
に
つ
い
て
の
拙
稿
が
ま
っ
た
く
の
試
論

の
域
．
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
簗
者
の
戒
心
を
深
く
す
る
と

こ
ろ
、
切
に
大
方
の
御
教
示
を
仰
ぎ
得
れ
ば
幸
い
と
希
う
次
第
で
あ

る
。

①
　
A
　
℃
ぎ
ε
σ
q
昼
℃
三
。
〉
二
霧
。
〔
〉
彗
。
「
p
一
「
o
コ
諺
p
孟
2
一
長
莞
8
「

　
　
　
　
く
ヨ
ニ
P
｝
○
σ
紛
O
噌
〈
舞
二
9
話
O
剛
〉
≡
．
9
，
ρ
や
○
巴
O
一
㊤
〔
W
ρ

　
　
B
．
写
零
≡
p
餓
9
霞
一
〉
二
門
。
話
一
望
二
士
．
肖
a
”
二
三
讐
耐
一
〇
3
・

②
　
智
「
o
つ
Q
o
…
2
誘
三
〇
勾
。
唱
。
『
需
〉
興
9
6
旨
》
．

　
コ
6
8
σ
Q
噌
a
）
三
〇
　
〉
二
p
g
c
o
h
＞
霞
。
養
H
閃
。
コ
話
○
努
費
く
。
集
箕
9
．
9
’
、
診

　
し
D
二
三
〇
P
智
一
）
p
訂
。
奉
㌧
ゴ
μ
営
零
江
。
　
男
。
。
。
o
鍵
。
げ
国
z
℃
Φ
a
之
。
湿
琢
…
睾
餓
『
琴

　
菊
①
男
。
淳
。
・
”
o
D
o
ユ
窮
｝
閉
ρ
禽
↓
9
0
・
o
一
り
Φ
Q
。
．

⑧
…
太
山
万
掲
載
の
写
霞
ハ
5
に
並
．
ん
で
原
．
撫
ハ
に
は
ぬ
兀
全
な
環
形
の
オ
ー
ロ
ラ
写
霞
ハ
を
，
も

　
掲
載
し
て
い
る
が
．
そ
の
説
明
に
次
ぎ
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
日
｝
は
ω
冨
9
謹
話
。
”
ω
o
ぎ
≦
口
固
〇
げ
窪
δ
げ
舘
回
O
⇔
唱
℃
⇔
⇔
噌
の
峠
。
ヴ
。
闘
影
ユ
さ

　
u
り
7
9
唱
①
o
h
p
o
一
〇
無
血
ざ
。
や

燈
｝
　
二
月
園
－
牢
（
十
七
日
）
あ
か
つ
き
の
「
月
の
如
き
大
星
に
禦
㎝
星
が
賄
…
9
て
西
行

　
す
る
」
と
い
う
の
は
「
光
の
流
れ
の
う
ち
に
特
に
大
き
な
か
た
ま
り
の
一
．
伍
う
に
光

　
つ
た
部
分
が
あ
り
、
そ
れ
を
と
り
巻
い
て
多
く
の
線
状
オ
ー
ロ
ラ
が
見
え
た
」
と

　
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
二
月
乙
酉
（
十
八
日
）
の
「
（
背

　
後
に
見
え
ろ
）
天
の
河
の
上
を
長
い
尾
を
持
つ
狗
の
よ
う
な
形
の
赤
色
の
膵
雲

　
（
あ
や
し
い
崇
固
）
が
流
れ
て
行
く
扁
と
い
う
の
は
、
オ
i
潔
う
と
解
釈
し
て
こ
そ

　
は
じ
め
て
う
な
ず
け
る
光
「
崇
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
二
月
寧
申
あ
か
つ
き
に
見
え
、
二
月
乙
酉
（
夜
）
に
も
オ
：
ロ
ラ
が
見
え
た
と

　
い
う
こ
と
は
、
そ
の
聞
の
昼
間
も
続
い
て
い
た
同
一
原
陽
に
よ
る
と
も
考
え
ら
れ

　
る
か
も
餓
れ
ぬ
が
、
両
者
別
々
の
も
の
に
よ
る
と
考
え
て
も
さ
し
っ
か
え
な
か
ろ

　
馳
つ
。

　
　
な
お
、
二
月
．
甲
申
（
十
七
臼
）
艮
と
乙
鮒
（
十
八
日
）
夜
と
の
時
聞
的
な
関
．
係

　
に
つ
い
て
私
の
い
さ
さ
か
不
明
と
す
る
点
が
あ
る
の
で
、
特
に
記
し
て
大
方
の
教

　
示
を
仰
ぎ
た
い
。
仮
り
に
「
ロ
辰
偏
を
五
時
、
　
門
夜
」
を
一
九
蒔
と
定
め
る
と
、
甲

　
申
鴛
時
か
ら
乙
酉
一
九
時
ま
で
に
は
三
八
時
間
経
過
し
て
い
る
こ
と
に
な
み
し
、

　
こ
れ
が
普
逓
の
解
釈
と
い
う
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
昔
時
中
圏
の
天
文
台

　
そ
の
他
公
式
の
紀
録
に
お
い
て
、
夜
閲
（
暗
く
な
っ
て
か
ら
明
る
く
な
る
ま
で
）

　
の
こ
と
は
す
べ
て
夜
に
入
っ
た
時
の
日
付
け
（
す
な
わ
ち
今
の
よ
う
に
午
前
0
時

　
で
日
付
け
を
変
更
せ
ず
に
）
で
記
し
た
も
の
と
す
る
と
、
二
月
甲
申
農
と
い
．
う
の

　
は
、
実
は
二
月
乙
…
腹
農
、
少
く
と
も
ユ
リ
ウ
ス
暦
に
　
眠
し
て
四
月
差
碍
で
は
な
く
、

　
四
蝿
六
日
と
解
す
べ
き
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
も
し
、
か
よ
う
な
解
釈
が
成
り
立

　
つ
と
す
れ
ば
、
二
月
甲
・
甲
五
時
か
ら
二
月
乙
酉
一
九
時
楽
で
に
は
三
八
時
隅
で
は

　
な
く
、
．
一
照
時
間
し
た
経
つ
で
、
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
ど
ち
ら
と
も
き
め
か
ね
る

　
も
の
が
あ
る
の
で
、
敢
て
記
す
次
第
で
あ
る
。

⑥
　
　
〔
漢
霧
天
文
志
〕
二
世
琿
位
。
残
骨
肉
鐵
将
柑
。
太
白
再
誕
天
。
閃
以
張
楚
並

　
興
。
二
相
誤
写
。
秦
遂
二
三
。
項
三
婆
鋲
鹿
。
弓
矢
西
流
。
柾
矢
所
触
天
下
之
所

　
伐
射
。
減
亡
象
也
。
物
莫
直
於
矢
。
今
蛇
行
不
能
薩
黒
桟
者
執
矢
言
忌
不
正
。
以

　
｛
崇
、
項
羽
執
政
．
乱
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

⑥
　

門
数
頃
の
田
処
漏
と
あ
る
田
処
と
は
い
か
な
る
意
味
か
、
特
に
こ
の
場
A
口
の
処

　
を
い
か
に
解
す
べ
き
か
、
私
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
「
数
頃
の
田
処
」

　
と
い
う
も
「
数
．
頃
の
田
」
と
い
う
も
意
味
は
努
ぐ
り
ず
、
特
に
処
．
と
い
う
脚
ナ
が
付
い
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て
い
る
の
は
「
欲
頃
の
田
の
占
め
る
面
稜
｛
」
と
い
っ
た
鵬
滋
味
を
持
た
せ
た
の
で
は

　
な
か
ろ
う
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
は
、
史
記
天
割
書
・
漢

　
欝
天
文
志
∴
謙
語
天
文
志
同
文
で
あ
る
が
、
左
に
史
記
天
前
書
の
原
文
を
引
用
一
－
一

　
て
お
く
。
天
狗
状
如
大
奔
星
。
有
声
。
其
下
空
地
。
類
着
所
堕
及
炎
火
。
望
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
如
火
光
炎
炎
悩
天
。
山
下
圏
如
数
織
田
処
。
上
二
者
則
有
黄
色
。
千
里
破
軍
殺
将
。

（
⑦
　
　
〔
宋
管
巻
三
十
八
寧
宗
紀
二
〕
憎
茄
泰
四
年
。
春
正
月
番
未
（
十
九
）
。
　
日
中
有

　
黒
子
。
・

　
　
〔
宋
史
巻
五
十
二
〕
嘉
秦
四
年
。
疋
月
雪
未
。
聞
確
元
年
。
颯
月
月
丑
。
日
申

　
皆
有
黒
子
大
町
炎
。

　
　
嘉
男
憎
年
正
拷
癸
未
十
九
日
は
ユ
リ
ウ
ス
麿
一
二
〇
四
年
二
月
二
一
日
に
当
る
。

＄
中
国
の
史
料
は
一
二
〇
四
年
三
月
二
九
日
に
当
る
も
の
で
、
い
ず
れ
も
杭
州

　
（
北
緯
箪
○
度
一
八
分
東
経
＝
一
〇
度
〇
七
分
）
か
ら
の
観
測
で
あ
る
。
瞳
光
た

　
る
こ
と
疑
い
な
き
史
料
と
断
ぜ
ら
れ
る
。

　
　
〔
宋
史
巻
三
十
八
寧
宗
紀
二
〕
着
工
四
年
。
　
二
月
庚
申
（
二
十
六
）
。
夜
。
有

　
赤
気
亘
天
。

　
　
〔
ル
氷
史
巻
点
ハ
十
－
閃
［
・
五
日
前
士
心
〕
嘉
泰
四
年
。
　
二
月
庚
辰
（
～
麗
、
由
丁
）
。
　
夜
。
　
有

　
斥
雲
間
以
白
気
。
東
北
菅
…
天
。

　
　
懲
文
献
通
考
巻
二
百
九
十
四
象
緯
考
〕
嘉
泰
四
年
。
一
…
肩
庚
申
。
雨
気
亘
天
。

　
　
ブ
リ
ッ
ツ
の
年
表
に
は
瞥
ご
一
〇
四
年
目
復
活
祭
か
ら
聖
霊
降
臨
祭
ま
で
の
問

　
に
ド
イ
ツ
で
終
夜
空
が
火
事
の
よ
う
に
赤
か
っ
た
」
と
の
記
載
が
あ
り
、
リ
ン
ク

　
の
年
表
の
三
四
〇
頁
に
は
、
一
八
八
番
に
一
二
〇
四
年
三
月
、
一
八
九
番
に
一
工

　
〇
四
年
四
月
｝
目
の
・
電
量
が
載
っ
て
い
る
。

⑨
　
『
史
林
』
前
号
所
載
拙
稿
「
注
⑥
」

⑩
　
私
は
ラ
テ
ン
語
に
ま
っ
た
く
不
案
内
な
の
で
、
山
本
千
代
三
郎
（
京
大
仏
文
出

身
、
翻
訳
業
）
金
子
直
「
（
金
沢
大
学
教
養
部
教
官
、
ゴ
ド
イ
ッ
文
学
専
攻
）
両
氏

　
の
好
意
に
よ
る
翻
訳
に
よ
っ
て
内
容
を
知
り
得
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
こ
こ
に
明
記

　
し
て
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
が
、
金
子
氏
の
話
に
よ
れ
ば
、
リ
ン
ク
の
引
く

　
史
料
の
う
ち
中
世
ラ
テ
ン
語
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
は
、
綴
り
の
与
り
や
構
文
上
の

　
乱
れ
が
あ
り
、
解
読
に
園
難
の
箇
処
が
か
な
り
あ
る
由
で
あ
る
。

⑫
　
「
紀
元
前
7
世
紀
一
紀
元
1
0
世
紀
末
中
国
日
本
朝
鮮
極
光
史
料
年
表
」
一
九

　
山
就
下
ハ
加
十
五
R
刀
A
皿
粥
ハ
大
嚇
亨
教
植
憂
部
慶
藍
仏
Ψ
冗
雄
弔
　
（
卜
猷
印
灘
刷
）

【
⑫
　
　
リ
ン
ク
　
轍
…
光
年
｛
衣
＝
一
一
三
百
ハ
、
一
極
光
州
論
断
・
六
二
－
一
山
ハ
四
。
｝
瓦
八
五
年
一
〇
月
。

魯
　
リ
ン
ク
極
光
年
表
三
　
七
頁
。
極
光
番
号
七
九
。
七
八
六
年
一
二
月
　
九
日
。

⑭
リ
ン
ク
極
光
年
表
三
壬
二
頁
。
極
光
番
号
＝
○
。
九
三
四
年
一
〇
月
一
四
日
。

⑱
　
リ
ン
ク
憂
光
年
装
三
二
三
頁
。
極
光
番
号
「
…
㎝
。
九
三
七
年
「
…
月
…
四
日
。

⑩
　
〔
鶯
欝
天
文
志
中
〕
瑞
星
。
一
日
。
崇
星
。
如
半
月
。
生
於
晦
朔
。
助
月
為
明

　
。
或
日
。
星
大
器
中
空
。
或
日
。
有
三
星
在
。
赤
毒
気
与
青
島
気
相
連
。
黄
星
在

　
赤
方
気
中
。
訳
名
徳
星
。
二
日
。
石
墨
星
。
黄
色
。
r
煙
滅
然
。
所
見
之
国
大
昌
。

　
三
臼
。
含
瞥
。
光
耀
似
蜂
。
喜
則
含
誉
射
。
四
日
。
格
沢
。
如
炎
火
。
下
大
上
免
。

　
色
黄
白
。
起
地
而
上
。
見
則
不
種
無
穫
。
煉
土
功
。
有
大
客
。

　
　
〔
本
書
天
文
庭
中
〕
瑞
星
。
一
日
。
衆
星
。
以
下
「
三
日
。
含
誉
。
光
耀
似
彗
。

　
喜
鯛
含
誉
射
。
」
ま
で
前
掲
暦
爵
天
文
志
に
同
文
。

　
　
〔
宋
史
天
文
霰
餅
〕
県
星
。
崇
星
徳
星
也
。
一
目
。
端
（
p
・
瑞
）
星
。
館
半
月
。

　
生
於
晦
朔
。
大
而
中
空
。
其
名
各
異
。
日
。
聡
伯
。
革
色
黄
。
愚
輩
然
。
所
見
之

　
国
大
昌
。
日
含
誉
。
光
耀
似
彗
。
喜
則
含
碧
射
。
藏
。
格
沢
。
状
如
炎
火
。
下
大

　
L
鋭
。
色
黄
白
。
起
地
上
．
見
高
不
出
而
穫
。
日
帰
邪
。
両
芸
評
向
上
有
蓋
。
日
。

　
天
保
星
。
有
音
麹
炬
火
。
下
地
野
鶏
鳴
。
皆
五
行
神
和
之
気
所
生
也
。
其
王
蓬

　
茜
・
三
保
・
昭
明
・
岩
出
・
旬
始
・
司
危
・
菟
昌
・
地
維
繊
光
之
類
。
亦
皆
為
瑞

　
墨
。
然
前
志
以
王
蓬
茜
已
下
言
為
妖
星
。
又
奇
星
。
古
無
所
考
。
見
於
仁
宗
・
英

　
宗
之
時
。
故
附
於
漿
星
之
宋
云
。

⑰
古
代
学
協
会
発
行
『
古
代
文
化
』
一
八
巻
四
号
。
一
九
六
七
年
四
月
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
金
沢
大
学
教
授
）
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