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第
二
次
椎
界
大
戦
競
闘
、
國
際
聞
の
理
解
が
絶
封
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
多
く
の
國
長
に
と
っ
て
自
明
の
事
柄
と
な
っ
た
。
し

か
し
、
如
何
に
し
て
そ
の
よ
う
な
理
解
に
到
達
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
極
め
て
濁
雑
な
聞
題
で
あ
る
Q
英
國
の
帝
圃
主

義
的
詩
人
国
菅
幽
晦
ぴ
身
の
「
東
は
束
、
西
は
西
、
二
つ
は
永
久
に
相
會
わ
じ
し
と
い
う
言
葉
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
悲
観
的
な
考
え
が
多
く

の
人
々
の
聞
に
行
き
渡
っ
て
い
る
。
例
え
ば
主
査
び
じ
ご
①
⇔
①
無
9
の
「
菊
と
刀
」
は
西
洋
に
向
っ
て
日
本
人
を
直
明
し
よ
う
と
す
る
け
れ

ど
も
、
そ
れ
を
ど
れ
だ
け
の
人
が
讃
み
且
つ
理
解
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
疑
問
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
哲
聖
者
達
は
、
高
遇
な
目
的
を
以
て

遙
か
に
相
隔
た
る
東
西
救
界
親
の
相
異
を
調
和
し
よ
う
と
努
め
て
は
來
た
が
、
し
か
も
数
千
年
の
傳
統
に
根
ざ
し
た
文
化
と
文
化
の
聞
に

は
依
然
と
し
て
深
刻
な
相
異
が
横
わ
っ
て
い
る
。

　
こ
の
報
告
は
、
過
去
の
歴
輿
か
ら
派
生
し
た
文
化
乃
至
イ
デ
オ
ロ
ギ
…
の
相
異
よ
り
は
、
む
し
ろ
將
來
の
傾
向
を
問
題
と
す
る
も
の
で

，
あ
る
Q
撒
千
年
の
歴
褒
の
う
ち
に
そ
れ
ぞ
れ
の
磯
蓬
を
遽
げ
た
外
園
の
騒
輿
は
最
善
の
努
力
を
以
て
し
て
も
欝
且
つ
近
似
的
理
解
を
迎
え

　
　
　
壁
界
丈
靴
の
燕
脂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
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滞

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
報
告
の
論
黙
は
、
い
ま
新
ら
し
く
生
威
し
つ
つ
あ
る
世
界
文
化
の
共
通
の
基
盤
の
上
に
束
と
西
が
は
じ

め
て
詮
議
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
事
に
あ
る
。
こ
の
丈
化
は
本
來
、
主
と
し
て
西
洋
の
産
物
で
は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
乍
ら
既
に
丈
宇
通
り

世
界
の
あ
ら
ゆ
る
籔
属
の
財
産
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
文
化
は
東
西
の
闇
に
鴨
る
傳
統
的
な
相
異
を
解
濡
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
む
し

ろ
、
そ
れ
ら
に
と
っ
て
代
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
新
ら
し
い
文
化
も
相
剋
を
う
ち
に
含
ん
で
は
居
る
が
、
そ
れ
は
世
界
の
異
る
地
墨
の
闇

よ
り
も
、
む
し
ろ
過
去
と
未
來
の
聞
の
相
剋
で
あ
る
Q

　
弓
勢
文
化
の
概
念
は
、
操
界
政
府
の
設
立
に
向
お
う
と
す
る
政
治
的
意
味
で
の
「
國
際
主
義
」
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
Q
勿
論
、
國

際
間
の
合
嗣
は
現
代
の
諸
傾
向
が
持
つ
数
果
の
一
つ
で
は
あ
ろ
う
。
同
類
の
歴
爽
は
明
ら
か
に
、
先
史
時
代
以
來
、
競
い
合
う
小
敢
魯
が

よ
り
大
き
な
続
一
し
た
國
家
に
合
膿
し
て
行
く
歴
皮
で
あ
っ
た
Q
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
よ
り
多
く
の
關
…
心
を
寄
せ
る
の
は
、
今
日
す
べ

て
の
國
属
に
影
響
し
つ
つ
あ
る
諸
因
子
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
ら
の
因
子
は
逞
し
い
新
種
の
植
物
が
花
園
の
中
に
他
の
植
物

を
押
し
の
け
て
は
び
こ
る
よ
う
に
、
傳
統
丈
化
を
覆
い
つ
く
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
Q

　
畑
島
の
接
鱗
と
相
互
作
用
は
雲
華
愛
上
の
主
要
な
各
時
代
に
お
い
て
、
そ
の
性
格
に
深
刻
な
墾
化
を
示
し
て
來
た
。
人
類
が
は
じ
め
て

文
化
を
造
り
出
し
た
古
石
器
時
代
の
初
期
に
お
い
て
は
、
一
つ
の
阯
會
に
生
れ
た
新
機
軸
は
必
ら
ず
他
の
砒
會
に
傳
算
し
た
。
幕
明
と
適

言
と
い
う
相
互
補
充
の
癒
程
が
常
に
働
い
た
結
果
、
い
ず
れ
の
文
化
も
他
の
文
化
に
よ
っ
て
内
蓉
を
豊
か
な
ら
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

六
〇
〇
〇
年
乃
至
七
〇
〇
〇
年
前
に
は
じ
ま
っ
た
新
石
器
時
代
に
は
、
文
化
的
無
明
の
機
蓮
が
促
…
進
さ
れ
て
い
た
。
近
東
地
方
は
栽
培
植

物
と
し
て
の
小
輩
、
大
志
、
燕
萎
、
家
畜
と
し
て
の
牛
、
羊
、
ま
た
は
冶
金
方
法
、
激
學
、
文
字
そ
の
他
を
以
て
世
界
文
化
に
震
介
し
、

極
東
地
方
は
米
、
磁
器
、
火
藥
、
絹
、
お
よ
び
磁
石
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
當
時
の
潤
界
に
は
丈
化
の
上
で
の
東
洋
と
西
洋
と
い
う
巖

別
は
存
在
し
な
か
っ
た
Q
無
数
の
地
方
的
な
就
會
が
そ
れ
ぞ
れ
に
生
活
の
仕
方
を
搬
達
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
中
世
に
至
る
ま
で
、
世
界
文
明
の
中
心
地
と
な
っ
た
い
く
つ
か
の
地
方
は
主
と
し
て
農
業
を
誉
ん
で
い
た
。
い
ず
れ
も
土
地
と
そ
の
産

物
の
厨
有
ま
た
は
支
配
、
及
び
帆
手
な
階
級
颪
分
に
塾
い
て
相
等
に
安
定
し
た
戸
綿
経
濟
的
な
バ
ク
！
ン
を
つ
く
り
上
げ
た
Q
そ
の
よ
う
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な
世
数
に
暴
い
て
褒
蓬
し
た
イ
デ
オ
翼
ギ
ー
、
警
備
、
哲
學
は
、
蓮
に
ま
た
そ
の
灘
制
を
聖
了
し
、
支
持
し
た
の
で
あ
る
。
本
荘
的
に
徳

山
的
、
且
つ
保
守
的
な
識
愈
が
存
在
し
た
の
は
束
洋
に
限
ら
な
い
。
卑
…
臓
の
、
封
建
的
、
カ
ト
リ
ッ
ク
的
欧
洲
は
東
洋
の
儒
教
的
支
那
に

劣
ら
ぬ
ほ
ど
欝
欝
的
で
あ
っ
た
。
商
入
や
金
銭
を
扱
う
入
は
飽
方
の
砒
會
で
輕
蔑
す
べ
き
身
分
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
祉
會
で
傅
統
的

な
階
級
構
遊
を
維
持
す
る
た
め
に
、
如
何
な
る
こ
と
が
行
わ
れ
る
か
を
示
す
歴
皮
上
の
賢
例
と
し
て
、
十
三
・
四
潔
紀
の
ス
ペ
イ
ン
で
行

わ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
や
ム
ー
ア
人
に
封
ず
る
虐
待
に
ま
さ
る
も
の
は
恐
ら
く
な
い
で
あ
ろ
う
Q
虞
殺
も
、
拷
閥
も
、
追
放
も
、
ス
ペ
イ
ン
で

は
鷲
敷
徒
を
取
り
除
く
と
い
う
口
置
の
も
と
に
行
わ
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
雲
際
は
商
人
の
集
…
圏
が
勢
力
を
塘
大
し
て
從
來
の
盤
渉
豊
能

に
墾
革
を
來
そ
う
と
し
た
こ
と
に
封
ず
る
反
揆
で
あ
っ
た
Q

　
人
類
の
謡
講
の
初
期
に
あ
っ
て
は
、
地
方
的
濡
費
の
た
め
の
農
業
に
藻
く
祉
會
が
多
く
、
主
と
し
て
國
際
聞
の
交
易
に
基
礎
を
置
い
た

と
い
う
よ
う
な
祇
會
は
稀
で
あ
っ
た
。
商
業
酒
盛
舎
は
尋
常
、
海
に
面
し
た
地
方
、
あ
る
い
は
薦
挙
に
見
ら
れ
た
Q
そ
れ
ら
の
地
方
で
は

海
上
の
交
通
路
が
遠
隔
の
地
域
と
の
貨
物
の
運
筆
や
交
換
を
促
が
し
た
の
で
あ
る
Q
た
と
え
ぽ
フ
ェ
ニ
キ
ア
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ク
レ
タ
島
が

そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
玉
わ
ら
ず
、
北
歓
に
は
じ
ま
っ
た
海
上
貿
易
が
新
ら
し
い
産
物
を
求
め
て
垂
世
界
に
淘
る
航
海
を

開
始
す
る
ま
で
、
世
界
の
大
部
分
は
、
鷺
洲
を
も
含
め
て
地
方
的
な
土
地
と
そ
の
産
物
に
縛
り
つ
け
ら
れ
た
描
で
あ
っ
た
。

　
窟
小
西
の
寒
点
に
新
局
颪
が
開
か
れ
た
の
は
、
マ
ル
コ
・
ポ
ー
獄
が
十
三
世
紀
に
ア
ジ
ア
か
ら
懸
り
、
東
洋
の
驚
異
を
記
姦
し
て
か
ら
で

あ
る
。
器
質
の
土
地
ま
た
未
知
の
入
人
に
封
ず
る
興
味
は
そ
そ
ら
れ
た
が
、
引
績
い
て
起
つ
た
灰
謂
大
褒
兇
時
代
の
歓
洲
雲
の
航
海
は
、

は
じ
め
て
遭
う
人
入
を
理
解
す
る
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
香
料
、
絹
、
金
、
そ
の
他
の
珍
ら
し
く
、
ま
た
役
に
立
つ
産
物
を
持
ち
詣
ろ
う

と
い
う
顧
い
に
鋤
機
ず
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
貿
易
だ
け
な
ら
ば
お
互
い
の
文
化
に
つ
い
て
無
知
な
入
人
の
聞
に
も
行
い
得
た
の
で

あ
る
。

　
駄
洲
が
世
界
貿
易
に
先
鞭
を
つ
け
た
が
、
行
く
さ
き
ざ
き
の
人
人
か
ら
そ
の
産
物
を
得
る
た
め
に
計
鑑
さ
れ
た
彼
等
の
鳥
獣
は
や
が

て
そ
の
人
人
を
柾
服
す
る
こ
と
と
な
り
、
百
大
な
学
理
の
建
設
と
な
っ
た
Q
は
じ
め
、
こ
れ
ら
の
帝
國
は
賞
納
物
の
取
得
を
隅
的
と
し

　
　
　
世
界
文
艦
の
蕉
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
黒
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腿

て
計
喪
さ
れ
た
。
纐
∵
え
ぽ
、
　
ス
ペ
イ
ン
も
英
闘
も
共
に
そ
の
植
魁
敷
策
は
、
売
ず
建
艦
統
濡
の
制
度
を
適
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
場
含

。
鷺
こ
0
5
煽
Φ
望
B
鋤
げ
讐
p
o
冨
ω
層
。
霞
Φ
溶
等
と
呼
ば
れ
た
土
茄
の
首
長
た
ち
は
賦
課
物
を
集
め
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
た
が
、
各
地
の
文
化
の
徳

統
的
な
バ
ク
！
ン
は
出
來
る
限
り
妨
癬
し
な
い
よ
う
に
し
た
Q

　
今
窺
、
コ
四
歌
文
化
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
今
か
ら
五
世
紀
乃
至
六
世
紀
前
、
北
欧
の
人
人
が
農
業
的
、
封
建
的
傳
統
の
カ
ラ
を

破
っ
た
と
き
に
現
れ
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
所
謂
「
欧
化
傾
向
」
の
頂
黙
は
ま
さ
し
く
「
産
業
革
命
し
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
こ
の
こ
と
の
速
や
か
な
展
開
、
欧
洲
ば
か
り
か
、
お
よ
そ
、
そ
の
到
達
し
た
到
る
と
こ
ろ
の
人
人
に
奮
え
た

強
い
影
響
、
そ
こ
か
ら
急
激
な
血
塗
を
示
し
て
現
れ
た
新
ら
し
い
パ
タ
ー
ン
な
ど
が
古
今
未
曾
有
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。

　
勿
論
、
北
欧
の
人
々
は
金
面
的
に
新
ら
し
い
丈
化
を
他
か
ら
孤
立
し
て
側
凝
し
た
の
で
も
な
く
、
ま
た
被
ら
に
特
騎
な
天
才
の
遺
簿
が

あ
っ
た
の
で
も
な
い
Q
世
界
の
他
の
諸
地
方
に
偉
大
な
農
耕
文
化
が
褒
達
し
た
時
代
に
、
歓
洲
は
常
に
邊
境
に
と
ど
ま
り
、
極
め
て
原
始

的
で
さ
へ
あ
っ
た
。
農
耕
技
術
、
冶
金
術
、
文
字
、
馳
學
そ
の
他
の
學
問
、
科
學
を
三
士
は
古
代
の
灌
灘
丈
明
か
ら
得
た
の
で
あ
る
Q
ギ

リ
シ
ャ
と
獄
ー
マ
は
こ
の
文
化
遣
壼
に
入
と
宇
宙
と
に
翻
す
る
世
俗
的
思
辮
を
加
え
て
内
議
を
豊
富
な
ら
し
め
、
含
難
的
思
遣
へ
の
先
駆

的
な
役
割
を
果
し
た
。
ア
ラ
ビ
ア
人
の
世
界
か
ら
内
容
豊
か
な
寄
輿
を
受
け
た
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
前
代
に
、
痛
心
は
更
に
前
進
し
た
。

　
裏
紋
に
お
い
て
皇
統
の
カ
ラ
を
打
ち
破
っ
た
主
要
な
因
子
は
新
ら
し
い
経
本
で
あ
っ
た
Q
大
西
洋
や
北
海
に
面
す
る
國
國
は
、
逞
ま
し

い
露
①
壇
。
効
笠
窪
の
ヨ
を
褒
蓬
さ
せ
た
結
玉
、
　
富
裕
な
商
人
の
新
ら
し
い
階
級
が
博
統
的
な
二
つ
の
階
級
か
ら
な
る
封
建
貧
農
の
構
遭
の

間
に
進
出
し
た
の
で
あ
る
Q
重
農
的
な
ス
ペ
イ
ン
で
は
商
人
階
暦
を
排
除
し
た
が
、
北
欧
で
は
商
人
階
級
を
中
心
と
す
る
導
く
新
ら
し
い

薄
命
文
化
的
組
織
を
作
り
上
げ
た
。
以
前
に
は
輕
蔑
さ
れ
た
商
人
た
ち
は
高
い
融
會
的
地
位
と
大
き
な
勢
力
と
を
獲
得
し
た
Q
進
取
の
氣

象
と
能
力
さ
え
あ
れ
ば
、
誰
人
も
榮
光
か
ゴ
や
く
地
位
に
上
る
こ
と
が
出
來
た
。
土
地
と
の
關
係
に
基
く
「
高
い
生
れ
し
、
「
低
い
生
れ
」

と
い
う
傳
統
的
な
雄
心
は
弱
ま
り
、
商
業
の
霊
要
性
が
増
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
祉
愈
約
地
位
の
礎
動
が
可
能
と
な
っ
た
Q

　
簿
統
的
な
紅
潮
経
濟
制
度
の
破
襲
に
引
き
抄
い
て
、
新
ら
し
い
物
の
湾
え
カ
、
新
ら
し
い
イ
デ
オ
㍑
ギ
ー
の
胸
騒
が
現
れ
た
。
プ
ロ
テ
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ス
タ
ン
ト
の
改
策
が
産
業
革
命
に
伸
つ
た
の
で
あ
る
。
翻
人
ほ
膚
ら
の
努
力
に
よ
っ
て
融
會
的
、
経
濟
的
地
位
を
築
く
こ
と
が
可
能
で
あ

る
以
上
、
罰
様
に
自
ら
の
行
爲
に
よ
っ
て
紳
の
前
に
も
債
櫨
を
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
た
Q
古
い
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
お
け
る

複
難
な
儀
式
や
、
榊
と
人
と
の
聞
の
伸
盛
は
、
個
人
と
そ
の
瀞
と
の
直
接
の
契
約
を
考
え
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
置
き
代
え
ら
れ

た
。　

古
い
農
耕
文
化
の
パ
タ
ー
ン
が
粉
葎
さ
れ
た
こ
と
は
こ
の
ほ
か
に
も
未
だ
多
く
の
影
響
を
無
し
た
。
掴
入
の
地
位
が
永
遠
に
績
く
宗
敏

的
秩
序
に
よ
っ
て
圃
定
さ
れ
る
の
で
な
い
以
上
、
ま
た
新
ら
し
い
生
産
方
法
が
利
釜
を
諭
す
こ
と
が
誰
蝶
立
て
ら
れ
た
以
上
、
入
は
自
分

を
と
り
巻
く
｛
予
寅
の
性
質
を
研
究
し
、
ま
た
瞥
験
．
を
試
み
よ
う
と
織
し
た
の
で
あ
る
Q
暫
學
的
思
至
が
宗
藪
的
猫
漸
に
と
っ
て
代
り
は
じ

め
、
や
が
て
來
る
べ
き
船
越
的
研
究
の
時
代
に
向
っ
て
道
を
開
い
た
Q
纂
費
、
合
理
主
義
は
極
め
て
画
く
行
わ
れ
、
多
く
の
哲
痴
者
は
理

性
に
よ
っ
て
、
自
然
の
秘
籍
を
解
く
と
同
嫌
に
山
‘
9
ら
ゆ
る
砒
會
の
問
題
を
も
解
決
し
得
る
と
信
じ
て
い
た
。

　
産
業
革
命
に
地
理
的
意
味
で
「
酉
洋
」
と
い
う
形
容
詞
を
用
い
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
Q
爾
歓
は
永
く
農
耕
的
、
封
建
的
な
瓶
態
に
止

っ
た
。
南
北
ア
メ
リ
カ
の
ほ
と
ん
ど
三
分
の
こ
を
占
め
た
ス
。
ヘ
イ
ン
の
帝
國
は
顧
め
て
封
建
的
で
あ
っ
た
し
、
十
九
世
紀
の
は
じ
め
に
次

次
に
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
諸
共
和
國
を
解
放
し
た
猫
立
職
争
も
直
ち
に
こ
の
パ
タ
ー
ン
を
破
慰
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
今
日
で
す

ら
、
多
く
の
農
村
地
域
に
麺
め
て
封
建
的
な
び
二
ゆ
。
冷
β
α
節
と
呼
ば
れ
る
ス
ペ
イ
ン
風
の
農
園
が
淺
存
し
て
い
る
Q
所
謂
西
洋
文
化
と
は
、

費
際
に
は
英
國
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
及
び
1
3
イ
ッ
に
褒
達
し
た
商
業
的
、
工
業
的
文
化
の
謂
で
あ
る
。

　
臓
界
の
他
の
地
方
に
謝
す
る
西
洋
の
影
響
が
よ
り
張
く
現
れ
た
の
は
、
北
欧
の
國
國
が
植
民
地
を
工
業
生
．
産
物
の
市
場
と
な
し
は
じ
め

た
と
き
で
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
は
そ
の
帝
圏
内
に
お
け
る
商
業
を
常
に
嚴
匝
に
制
限
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
他
の
櫃
畏
地
で
は
、
土
踏

の
人
入
の
闇
に
、
自
ら
の
生
活
必
需
晶
と
貢
納
物
の
生
産
か
ら
交
易
用
物
費
の
生
産
へ
の
急
速
な
憂
化
が
見
ら
れ
た
。
換
金
物
養
の
生
産

は
そ
れ
ぞ
れ
の
養
源
や
生
産
過
程
の
性
質
に
よ
っ
て
種
種
の
形
態
を
と
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
、
農
村
の
入
人
の
土
地
保
有
、
家
庭
生
活
な

ど
の
…
蹴
會
構
造
に
深
刻
な
謎
化
を
も
た
ら
し
、
商
入
階
燈
さ
え
現
れ
は
じ
め
た
。

　
　
　
髄
舞
文
化
の
鷹
戒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鷲
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、

　
　
　
鱒
闘
聯
Ψ
榊
轍
麗
　
　
償
叩
四
糧
目
四
⊥
丁
七
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ハ

　
欧
洲
に
お
い
て
産
業
革
命
が
進
む
に
し
た
が
っ
て
、
仔
馬
農
耕
を
行
っ
て
い
た
織
…
畏
地
に
も
工
場
や
鋤
工
場
が
建
設
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
印
度
の
織
緯
工
場
、
南
ア
フ
リ
カ
の
鑛
山
、
多
く
の
輝
輝
の
砂
糖
工
場
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
製
鐵
所
、
イ
ラ
ク
の
精
油
エ
…
場
そ
の
他
無

筆
の
例
を
學
げ
る
こ
と
が
出
來
る
。
普
逓
、
〃
工
業
化
は
外
國
寳
本
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
植
民
地
の
土
藩
属
の
褒
言
擢
は
殆
ど
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
ひ
と
た
び

し
か
も
、
　
一
度
工
業
化
が
は
じ
ま
る
と
、
そ
れ
は
い
ず
れ
の
場
合
に
も
極
め
て
陶
材
し
た
一
蓮
の
文
化
の
礎
化
を
も
た
ら
し
た
。

　
工
場
に
は
管
理
を
行
う
者
、
技
術
者
、
勢
働
者
、
信
用
組
織
、
蓬
楡
組
織
な
ど
が
必
要
と
な
っ
た
。
費
業
家
、
銀
行
寂
、
種
種
の
專
門

家
、
賃
金
気
働
を
行
う
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
な
ど
の
新
ら
し
い
階
級
が
、
土
地
の
所
適
者
と
小
作
農
属
と
い
う
古
い
階
級
と
交
替
し
た
。

都
市
は
政
治
や
宗
教
と
共
に
、
金
融
、
早
手
非
業
、
市
場
、
敏
育
そ
の
他
の
新
ら
し
い
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
中
心
地
と
な
っ
た
。

　
工
業
化
に
伴
う
内
部
の
麺
化
は
侮
統
的
な
パ
タ
ー
ン
と
激
し
い
摩
擦
を
ひ
き
お
こ
し
た
Q
こ
れ
ら
の
鎚
化
が
北
欧
に
お
こ
っ
た
攣
化
と

極
め
て
類
似
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
Q
廣
範
圃
に
見
ら
れ
た
工
業
化
に
封
ず
る
反
動
は
傳
統
主
義
の
復
活
と
文
化
的
國
家
主
義
の
張
力
な

生
長
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
見
か
け
上
、
西
洋
の
影
響
を
排
撃
し
、
古
い
諸
便
値
を
復
興
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
Q
し
か
し
乍
ら
、

賓
際
は
経
濟
的
、
政
治
的
猫
立
へ
の
衝
動
、
商
業
の
褒
達
が
魔
ら
す
利
釜
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
顧
望
が
こ
の
雑
家
主
義
と
結
び
つ
い
て

い
た
。
商
業
上
の
利
釜
は
こ
れ
ま
で
外
國
の
資
本
家
た
ち
に
よ
っ
て
國
外
に
持
ち
去
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
Q
か
く
し
て
最
近
の
二
十
年

間
、
殊
に
第
二
次
世
界
大
職
以
後
に
お
い
て
は
、
曾
っ
て
の
植
属
地
が
次
次
に
濁
越
し
、
ま
た
は
8
8
ヨ
。
β
≦
Φ
舜
。
謬
ロ
と
し
て
の
地
位
を

か
ち
と
っ
た
。
メ
キ
シ
コ
鐵
道
や
，
↓
ラ
ク
の
石
油
の
場
合
の
よ
う
に
、
外
國
資
本
を
排
除
し
て
國
晟
の
も
の
と
す
る
こ
と
を
得
な
か
っ
た

と
こ
ろ
で
も
、
張
い
統
制
と
重
い
課
．
税
の
封
衆
と
な
っ
た
。

　
國
薮
主
義
の
蓬
頭
は
決
し
て
軍
純
に
エ
業
化
の
本
來
の
否
定
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
反
響
に
、
そ
れ
は
各
國
民
が
自
分
の
國
の

工
業
や
商
業
を
支
擁
す
る
た
め
に
、
よ
り
完
塗
な
主
穣
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
Q
そ
の
よ
う
な
主
権
が
可
能
に
な
っ
た
の

は
、
こ
れ
ら
諸
平
家
の
大
部
分
が
産
業
文
化
を
十
分
に
詞
化
し
た
灘
崎
、
も
は
や
外
歩
の
支
瀧
や
介
入
を
排
除
し
て
も
そ
の
・
弱
化
を
よ
く

叢
達
せ
し
め
得
る
に
至
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
同
暗
に
、
敷
治
上
の
濁
立
は
、
す
べ
て
の
國
…
國
の
開
の
、
よ
り
大
き
な
経
濟
的
、
ま
た
知
的
な
縮
亙
依
存
關
係
を
も
た

ら
す
も
の
で
あ
っ
た
Q
工
業
の
進
歩
を
可
能
な
ら
し
め
る
科
學
知
識
は
文
字
逓
り
國
際
的
な
も
の
で
あ
る
。
心
構
は
自
然
法
則
に
關
す
る

も
の
で
あ
っ
て
、
特
定
の
文
化
の
イ
デ
オ
質
ギ
ー
や
贋
緯
禮
系
に
關
る
も
の
で
は
な
い
。
自
然
の
秘
密
と
そ
の
塵
業
そ
の
他
の
必
要
に
鷹

え
る
た
め
の
慮
用
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
國
の
科
話
者
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
て
い
る
Q
こ
の
こ
と
は
、
碍
子
の
理
論
物
理
學
、
光
學

植
物
褒
生
學
、
邉
船
等
の
分
野
で
の
進
歩
が
如
何
に
粒
界
文
化
に
賞
値
し
た
か
を
考
え
る
だ
け
で
も
明
か
で
あ
る
。

　
産
業
褒
蓬
の
た
め
の
基
礎
と
し
て
、
ま
た
よ
り
高
い
敦
育
を
受
け
た
入
口
が
必
要
と
な
っ
た
。
教
育
、
祉
會
階
級
の
再
編
成
、
お
よ
び

國
家
の
樺
力
構
蓬
の
攣
化
は
、
平
準
穣
の
範
園
を
鑛
零
し
、
政
治
的
に
民
主
主
義
化
す
る
傾
向
を
示
し
て
來
た
。

　
こ
の
新
ら
し
「
い
文
化
は
「
酉
欧
的
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
簿
播
の
過
程
は
「
讐
敵
化
」
と
言
わ
れ
て
來
た
Q
特
に
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
や
近
代
的
な
交
通
機
、
蘭
が
あ
ら
ゆ
る
斑
族
の
相
互
接
鰯
を
容
易
な
ら
し
め
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
西
洋
の
思
想
や
慣
行
が
大
量

に
傳
播
し
た
こ
と
は
事
實
で
あ
る
。

　
産
業
文
化
が
多
少
と
も
世
界
の
他
の
地
方
よ
り
進
ん
だ
西
洋
か
ら
、
物
の
考
え
方
、
政
治
の
方
法
、
産
業
下
塵
、
或
い
は
ま
た
衣
服
や

建
築
や
美
術
な
ど
の
型
の
傳
播
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
疑
る
程
度
ま
で
事
賢
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
、
世
界
の
油
化
の
過
程
が
軍
に
蹴
洲
や

ア
メ
リ
カ
の
轡
慣
を
借
り
入
れ
る
こ
と
だ
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
漏
り
に
輩
純
な
分
析
で
あ
る
。
現
在
わ
れ
わ
れ
の
到
達
し
た
雁
史
的

地
黙
に
あ
っ
て
は
、
例
え
ば
田
本
の
よ
う
な
東
洋
の
國
國
が
自
ら
の
力
を
以
て
逞
し
く
前
進
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
は
多
く
の
西
洋

文
化
の
産
物
や
思
想
を
綿
入
し
て
い
る
が
、
西
洋
と
の
闇
に
見
ら
れ
る
類
似
性
は
決
し
て
聖
な
る
模
倣
の
結
県
で
は
な
い
。
日
本
で
は
、

例
え
ば
、
公
共
建
逡
物
、
大
き
な
店
鋪
、
工
場
な
ど
の
建
築
は
傳
統
と
の
鋭
い
漸
層
を
示
し
、
む
し
ろ
西
歓
建
築
に
類
似
し
て
い
る
。
し

か
し
乍
ら
、
こ
の
よ
う
な
建
築
は
、
傅
統
的
、
美
的
、
嗜
好
に
慮
え
る
よ
り
は
、
寧
ろ
賢
際
的
必
要
に
慮
ず
る
べ
く
設
計
さ
れ
た
構
雌
を

示
す
も
の
で
、
機
能
的
で
あ
る
と
い
う
黙
に
お
い
て
、
塗
僅
界
に
共
通
な
の
で
あ
る
Q
所
謂
モ
ダ
ン
ア
ー
ト
も
ま
た
普
遍
的
類
似
性
を
示

し
て
い
る
Q
こ
の
藝
徽
の
大
蔀
命
は
私
に
と
っ
て
驚
く
理
解
し
得
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
傳
統
を
打
破
し
よ
う
と
し

　
　
　
穀
界
丈
牝
の
癒
識
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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哲
雛
研
兜
　
第
臨
胃
購
十
七
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

て
棋
鋲
な
努
力
を
し
て
い
る
繍
は
い
ず
れ
も
共
逓
で
あ
る
と
い
い
た
い
。
そ
れ
ば
現
代
個
入
主
義
の
一
つ
の
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
は
忍
術

家
自
身
の
ほ
か
の
議
人
か
が
彼
の
仕
事
を
難
解
す
る
か
否
か
と
い
う
勲
に
即
し
て
、
全
く
無
勢
心
な
の
で
あ
る
。
聴
入
主
義
が
一
個
の
丈

化
償
簸
と
な
っ
た
諮
櫨
で
あ
る
O

　
今
田
、
生
威
し
つ
つ
あ
る
世
界
文
化
は
西
洋
の
南
勢
な
貢
黒
物
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
國
民
共
逓
の
財
産
、
新
遺
産

ま
た
創
遙
物
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
國
際
的
な
文
化
は
人
類
の
歴
奥
に
お
い
て
新
ら
し
い
性
格
を
獲
得
し
つ
つ
あ
る
。

　
第
二
に
、
今
臼
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
國
家
や
野
望
の
開
に
前
例
の
な
い
ほ
ど
彊
固
な
絹
互
依
存
性
が
存
在
し
て
い
る
。
未
開
就
會

の
人
人
は
、
弓
矢
あ
る
い
は
農
耕
技
術
な
ど
の
側
面
に
お
い
て
、
共
通
の
知
識
を
持
つ
と
し
て
も
、
し
か
も
全
く
濫
立
し
た
祉
會
に
隔
絶

し
た
ま
ま
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
の
が
佐
む
地
方
の
資
源
に
依
存
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
今
臼
の
産
業
化
の
結
果
、
地
球
上
あ

ら
ゆ
る
地
方
の
産
物
を
用
い
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
、
地
方
的
環
境
と
の
關
係
は
過
去
の
技
術
の
歌
態
に
お
け
る
と
は
比
較
に
な
ら
な
い

ほ
ど
少
い
の
で
あ
る
Q

　
第
二
に
、
近
代
的
生
座
方
法
の
以
上
の
如
き
特
徴
の
結
果
と
し
て
原
料
と
加
工
物
の
市
場
に
關
す
る
協
定
を
通
じ
て
遠
く
隔
た
る
就
會

が
相
互
に
結
び
つ
く
こ
と
と
な
る
。
こ
の
相
互
依
存
性
は
競
事
を
引
き
起
す
で
あ
ろ
う
が
、
競
争
も
ま
た
文
化
の
地
方
差
を
減
少
す
る
有

力
な
因
子
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
こ
れ
が
最
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、
今
日
の
産
業
文
化
は
相
五
に
密
接
な
結
合
關
係
に
あ
る
多
く
の
要
素
の
叢
大
な
複
合

膿
か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
の
要
素
に
は
、
科
學
的
知
識
、
生
産
技
衛
、
商
業
組
織
、
都
市
化
、
耳
門
化
、
階
級
の
再
編
威
、
そ
の
他
な
お

多
く
の
も
の
が
あ
る
。
産
業
製
靴
罷
は
蔀
質
、
ほ
と
ん
ど
文
化
の
発
側
面
を
包
含
す
る
ほ
ど
の
組
織
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
講
演
で
は
、
從
來
そ
れ
ぞ
れ
の
園
民
が
保
持
し
來
つ
た
諸
制
度
を
蔓
紫
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
主
要
縫
化
の
幾
つ
か
を

ス
グ
ッ
チ
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
交
化
は
科
學
や
技
術
に
基
礎
を
置
く
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
生
活
や
文
化
に
全
く
合
埋
的
な
方
法

と
名
ず
け
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
考
え
に
私
は
決
し
て
同
意
す
る
も
の
で
な
い
Q
黒
闇
の
持
つ
種
種
の
領
殖
は
個
人
的
で
あ
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り
、
且
つ
自
由
に
定
め
得
る
も
の
で
あ
る
。
た
冥
私
が
、
異
る
諸
園
厩
の
丈
化
が
五
い
に
よ
り
類
似
し
た
も
の
と
な
る
と
論
じ
來
つ
た
よ

う
に
、
こ
れ
ら
の
慣
敏
は
次
第
に
相
似
た
も
の
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
蓋
置
的
文
化
の
生
長
は
必
ら
ず
し
も
す
べ
て
の
人
人

の
文
化
を
語
調
な
一
つ
の
も
の
に
し
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
い
。
工
業
化
の
結
泉
と
し
て
都
市
の
住
民
の
聞
に
も
農
村
の
住
民
の
闇
に
も

多
種
多
橡
な
薪
ら
し
い
ω
¢
ぴ
。
蝕
宕
槽
霧
が
生
れ
つ
つ
あ
る
。
次
回
の
講
演
に
お
い
て
は
、
　
そ
の
よ
う
な
新
ら
し
い
型
の
幾
つ
か
、
殊
に

世
界
中
の
農
村
に
お
い
て
、
詳
論
的
に
異
る
諸
交
化
の
間
に
共
通
に
競
れ
つ
つ
迦
5
9
る
い
く
つ
か
の
型
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
思
う
。

二

礎
貌
す
る
現
代
諸
文
化
の
中
に
規
則
的
に
現
れ
る

共
通
の
性
質

　
私
の
最
秘
の
誌
…
演
は
生
長
し
つ
つ
あ
る
世
界
・
文
化
の
概
念
を
扱
う
も
の
で
あ
っ
た
Q
こ
の
・
文
化
は
主
要
な
要
素
か
ら
見
て
、
最
も
廣
い

意
味
で
の
産
業
的
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
人
類
の
諸
集
團
の
行
動
に
興
味
を
持
つ
入
類
學
君
の
一
入
と
し
て
、
私
は
一
個
の
國
際
文
化
と
い
う
概
念
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
謂
わ
ぽ
底
か
ら
禺
褒
し
て
そ
こ
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
帯
封
に
上
か
ら
出
後
し
た
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
尉
面
就
・
曾
や
、
近

代
の
國
家
の
場
合
に
は
そ
の
中
の
種
種
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
研
究
か
ら
出
血
す
る
の
で
あ
っ
て
、
國
蒙
全
灘
の
歴
史
か
ら
幽
漏
す
る
の
で

は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
飼
故
に
泄
界
を
通
じ
て
常
民
の
生
活
に
謎
化
が
生
じ
た
か
を
確
め
よ
う
と
し
た
結
果
そ
こ
に
到
濁
し
た

の
で
あ
っ
て
、
國
家
大
の
経
濟
制
度
、
政
治
制
度
ま
た
は
宗
敏
制
度
を
分
析
し
た
結
果
で
は
な
い
。

　
人
類
學
は
た
し
か
に
人
類
の
勧
期
の
歴
史
の
研
究
か
ら
繊
賞
し
た
の
で
あ
る
が
、
若
し
人
類
編
者
が
そ
の
研
究
封
象
を
近
代
産
業
琶
界

と
の
接
鱗
を
発
れ
た
四
穴
に
の
み
限
る
な
ら
ば
、
や
が
て
そ
の
封
蝋
が
学
事
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
既
に
早
く
か
ら
明
ら

か
で
あ
っ
た
。
今
葛
な
お
原
始
以
來
の
徳
統
的
生
活
を
績
け
て
い
る
未
開
就
愈
は
恐
ら
く
牛
ダ
ー
ス
に
も
灘
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
土
藩
の
謬
論
が
以
前
に
ど
う
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
今
旨
い
か
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
世
界
の
商

　
　
　
世
界
丈
鞠
の
蕊
繊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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哲
墨
掛
寵
　
第
四
胃
瞬
幸
セ
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

業
貿
易
、
産
業
の
搬
達
ま
た
敢
治
の
封
象
と
な
る
地
域
嬢
大
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
注
意
を
沸
う
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
わ
れ
わ
れ
の
用
い
る
文
化
の
概
念
が
非
常
に
鑛
大
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
臆
し
ば
し
ば
入
類
題
は
他
の
濫
訴
諸
科
學
と
如
何

に
異
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
○
こ
れ
は
曇
る
程
度
ま
で
嘗
然
の
質
闘
で
あ
る
。

　
今
碍
、
全
世
界
に
見
ら
、
れ
る
文
化
塗
容
の
申
・
で
黒
ハ
る
文
化
を
通
じ
て
規
則
的
に
現
れ
る
特
徴
が
幾
つ
か
あ
る
が
、
　
私
の
縣
…
心
の
焦
黙

は
、
主
と
し
て
近
代
産
業
化
の
影
饗
の
も
と
に
新
ら
し
い
文
化
を
搬
展
さ
せ
つ
つ
あ
る
土
藩
の
人
賦
の
融
禽
の
上
に
注
が
れ
て
い
る
。
こ

・
れ
ら
の
穿
話
が
今
日
近
代
的
な
葛
家
の
中
に
包
撫
さ
れ
、
そ
れ
ら
國
家
の
諸
捌
度
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
膚
帯
を
概
念
化
す
る
仕
事
は
、

最
初
、
一
九
四
二
年
か
ら
一
九
四
六
年
に
亙
っ
て
、
私
が
ス
ミ
ソ
ー
ニ
ノ
ン
・
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ユ
ー
シ
ョ
ン
の
祉
會
入
類
意
研
究
戸
長
を
し
て

い
た
間
に
一
驚
の
輪
廓
が
描
か
れ
た
の
で
あ
る
Q
こ
の
期
闇
に
ペ
ル
ー
、
メ
キ
シ
コ
、
ブ
ラ
ジ
ル
及
び
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
調
査
研
究
が
行
わ

れ
、
土
着
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
就
會
が
こ
れ
ら
の
國
家
の
m
¢
σ
o
乱
姿
口
幕
ゆ
q
触
。
煽
℃
ω
と
か
國
家
内
の
鷲
敷
民
族
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
な
っ

て
行
く
す
じ
道
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た
の
で
あ
る
Q
研
究
難
癖
が
金
儂
と
し
て
ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
か
は
研
究
所
の

出
版
物
に
示
さ
れ
て
い
る
と
う
り
で
あ
る
が
、
今
か
ら
思
い
か
え
せ
ば
、
こ
れ
ら
は
分
析
的
、
説
明
的
と
言
う
よ
り
、
む
し
ろ
記
述
的
で

あ
っ
た
Q
問
題
黙
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
が
、
理
論
的
槻
黙
は
充
分
に
展
開
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
Q

　
そ
の
後
、
一
九
四
八
年
か
ら
四
九
年
分
か
け
て
、
外
勤
達
と
一
緒
に
私
が
プ
エ
ル
｝
・
リ
コ
の
五
つ
の
。
鶏
峠
ξ
2
。
一
ひ
範
雨
勝
℃
ω
に
關
し

て
行
っ
た
調
査
は
、
お
な
じ
く
。
書
様
げ
。
巳
塗
残
Φ
ω
や
口
。
環
σ
切
。
無
Φ
餓
Φ
ω
に
封
ず
る
皇
家
面
魂
制
度
の
影
響
の
研
究
を
志
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
計
甕
は
以
前
の
も
の
よ
り
ょ
く
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
Q
二
百
萬
の
人
ロ
を
持
つ
プ
ェ
ル
ト
・
リ
コ
は
合
衆
國
に
評
す
る
一
個

の
波
野
で
あ
り
、
全
…
麗
と
し
て
は
、
同
じ
國
家
大
の
法
律
、
経
書
力
、
そ
の
他
、
一
般
的
な
文
化
i
こ
れ
ら
は
す
べ
て
産
業
時
代
の
文

化
複
合
に
よ
る
の
で
あ
る
が
一
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
エ
わ
ら
ず
地
域
に
よ
っ
て
異
る
ω
魯
。
巳
建
お
ω
が

出
現
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
理
蘭
如
何
と
い
う
問
題
に
當
面
し
た
の
で
あ
る
。

　
製
糖
写
影
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
。
ン
に
働
く
勢
働
盛
、
冨
皇
巳
器
と
睡
ば
れ
る
コ
ー
ヒ
ー
農
園
の
農
罵
、
市
場
用
の
疏
茱
や
煙
革
を
載
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諭
す
る
小
規
模
で
は
あ
る
が
濁
黙
し
た
農
象
の
人
人
、
更
に
上
流
階
級
を
も
含
め
て
種
種
の
都
市
的
集
圏
、
こ
れ
ら
の
聞
に
は
鋭
い
文
化

の
相
異
が
見
ら
れ
た
。
　
こ
れ
ら
の
集
團
は
す
べ
て
手
掛
國
、
お
よ
び
プ
エ
ル
ト
・
リ
コ
の
諸
都
市
か
ら
同
種
類
の
文
化
の
傳
搏
を
受
け

る
こ
と
が
懸
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
　
地
域
に
よ
っ
て
異
る
ω
億
ぴ
。
巳
嘗
話
ω
の
原
字
－
．
」
し
て
各
地
域
の
生
産
組
織
（
℃
触
。
幽
幽
。
幽
く
‘
う

簿
疑
9
鐸
ひ
q
Φ
ヨ
①
昌
冴
）
の
相
異
が
主
婁
な
決
定
因
子
で
あ
る
と
結
論
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　
こ
の
結
論
は
一
つ
の
國
家
な
り
、
穂
含
的
な
地
域
な
り
の
う
ち
に
あ
る
コ
・
・
三
己
ア
イ
の
研
究
に
渇
し
從
來
の
観
黙
を
修
正
す
る
こ
と

に
な
っ
た
◎
プ
エ
ル
ト
・
リ
コ
の
調
査
を
始
め
た
時
に
は
、
農
村
の
コ
・
・
こ
幽
ニ
テ
ィ
は
、
い
ず
れ
も
み
な
同
様
に
こ
の
島
の
典
型
を
示
し

て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
た
Q
　
二
十
年
前
に
｝
O
げ
溢
国
割
算
①
Φ
の
「
心
惑
村
」
を
讃
ん
だ
と
き
に
、
私
は
こ
の
村
が
黒
作
を
行
う
日
本
申

の
村
村
を
そ
の
ま
ま
、
代
表
す
る
も
の
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
プ
エ
ル
ト
・
リ
コ
で
言
わ
れ
た
こ
と
も
、
そ
れ
と
同
じ
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
結
局
、
プ
エ
ル
｝
・
リ
コ
の
い
ず
れ
の
コ
・
三
ニ
テ
ィ
を
と
っ
て
も
、
プ
エ
ル
ト
・
リ
コ
の
文
化
の
全
史
を
す
べ
て
代
表

す
る
ご
と
き
も
の
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
思
人
の
行
動
檬
式
や
子
供
の
育
て
方
に
國
畏
全
濃
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
が

あ
る
と
い
っ
て
所
謂
「
國
民
的
性
格
」
を
第
九
す
る
考
え
方
は
恐
ら
く
一
品
の
紳
話
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　
製
糖
美
装
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
働
く
賃
金
プ
取
レ
ク
リ
ア
ー
ト
、
互
い
に
甚
し
く
孤
立
し
て
小
規
摸
な
農
業
を
黒
む
人
人
、
コ
ー

ヒ
ー
産
出
地
域
の
傳
統
的
に
無
知
、
費
窮
な
襲
斑
i
…
と
い
う
ご
と
く
地
域
的
に
相
異
す
る
ω
魯
O
ε
欝
鴇
ω
は
主
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に

特
有
な
生
産
組
織
に
封
比
し
て
叢
達
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
に
類
似
し
た
生
産
組
織
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
れ
ば
、
糠
界
の
他

の
地
域
に
お
い
て
も
同
前
に
類
似
し
た
の
償
σ
o
鼠
盆
お
の
型
を
生
み
だ
す
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
考
え
ら
れ
た
。

　
ま
た
、
プ
エ
ル
ト
・
リ
コ
で
は
大
小
の
都
市
が
褒
達
し
た
こ
と
か
ら
、
銀
行
家
、
卸
費
商
人
、
富
裕
な
地
主
、
商
人
、
ま
た
脇
師
、
辮

護
士
、
敦
師
、
敷
府
の
役
人
な
ど
の
よ
う
な
專
門
的
職
業
人
、
嚢
子
や
給
仕
人
な
ど
の
よ
う
な
サ
…
ヴ
ィ
ス
を
す
る
人
人
、
建
築
工
、
機

械
工
、
賃
金
勢
働
藩
、
失
業
蔚
、
或
い
は
近
代
躍
層
祉
奔
で
は
職
業
に
つ
く
こ
と
の
寓
來
な
い
よ
う
な
人
人
、
と
い
う
風
に
多
く
の
特
殊

な
ω
¢
ぴ
。
巳
言
戦
。
を
持
つ
集
團
を
嚢
漣
さ
せ
た
の
で
あ
る
Q
こ
の
こ
と
は
、
都
市
の
獲
建
が
世
界
の
他
の
地
域
で
も
同
様
に
そ
れ
ぞ
れ
特

　
　
　
毯
界
女
塵
の
亙
戒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
…
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奮
難
研
寵
　
嬉
聡
欝
照
十
七
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
瓢

殊
な
集
團
を
褒
蓬
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
期
待
せ
し
め
た
〇

　
一
九
五
二
年
に
は
、
以
上
蓮
べ
た
ご
と
き
豫
想
を
も
つ
研
筑
を
績
け
る
た
め
に
私
は
イ
リ
ノ
イ
大
権
大
下
院
の
研
究
教
授
と
な
っ
た
。

「
種
々
の
丈
化
の
鍵
化
す
る
際
に
規
則
的
に
留
れ
る
共
逓
の
性
質
の
研
究
」
（
、
、
G
Q
叶
＆
畷
o
h
O
帰
。
ω
甲
O
巳
け
霞
巴
閃
①
ひ
窺
巳
鶏
卍
巴
。
の
。
隔
O
当
切
，

㈹
Φ
二
）
と
い
う
イ
リ
ノ
イ
大
筆
の
研
究
計
謹
は
次
の
よ
う
な
想
定
に
暴
礎
を
お
く
も
の
で
あ
る
。
帥
ち
互
い
に
異
る
区
民
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
中
の
特
定
の
部
分
に
同
種
の
接
点
礎
容
（
勢
O
O
¢
一
け
十
二
9
ρ
骨
圃
O
謬
）
を
起
す
因
子
が
加
わ
る
場
含
に
は
圃
の
相
異
を
超
越
し
て
類
似
の
謎

化
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
簡
箪
な
命
題
の
形
で
表
現
す
れ
ば
、
自
明
の
事
柄
に
科
學
の
衣
を
着
せ
た
に
す

ぎ
な
い
と
も
見
え
よ
う
が
、
こ
れ
を
質
．
際
に
世
界
中
の
多
種
多
檬
な
土
蒲
の
丈
化
に
適
帯
す
る
と
な
れ
ば
、
聖
画
の
複
難
な
問
題
を
含
む

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
Q

　
三
年
聞
に
亘
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
文
化
．
蔓
察
に
つ
い
て
知
ら
れ
て
い
る
裏
柄
を
、
世
界
大
の
立
場
か
ら
見
て
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

幾
つ
か
の
地
城
に
お
い
て
調
署
し
、
種
粛
の
文
化
に
共
逓
に
展
開
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見
え
る
型
の
蝦
説
を
立
て
た
Q
勘
「
ち
、
い
く
つ
か

の
圓
子
の
特
定
の
組
み
合
せ
の
結
巣
と
し
て
遠
く
隔
た
る
地
域
に
猫
立
に
現
れ
る
類
似
の
型
で
あ
る
Q
こ
れ
ら
の
型
な
い
し
は
賢
愚
．
の
た

め
の
モ
デ
ル
と
も
雷
う
べ
き
も
の
は
今
後
フ
ォ
ー
ド
董
金
か
ら
の
助
威
金
に
よ
る
現
地
調
査
に
よ
っ
て
遣
試
さ
れ
る
筈
で
あ
る
。

　
調
査
地
域
と
し
て
は
メ
キ
シ
コ
の
西
北
部
、
中
央
ア
ン
デ
ス
、
西
ア
フ
リ
カ
、
東
ア
フ
リ
カ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
及
び
日
本
が
選
ば
れ
て

い
る
。
日
本
に
お
け
る
調
査
は
ア
メ
リ
カ
、
研
究
セ
ミ
ナ
ー
の
主
催
の
も
と
に
イ
リ
ノ
イ
大
難
か
ら
の
補
助
金
を
加
え
て
開
始
さ
れ
た
の
で

あ
る
が
、
墨
髭
は
既
に
フ
ォ
ー
ド
助
成
金
に
よ
っ
て
細
…
績
さ
れ
て
い
る
。
來
年
度
に
お
い
て
は
、
よ
り
大
規
模
に
賢
施
さ
れ
る
勘
定
で
あ

る
。　

研
究
の
鼠
的
が
、
種
涛
の
文
化
の
中
に
昆
ら
れ
る
共
通
の
型
と
い
う
縦
詮
の
正
否
を
確
め
る
こ
と
に
あ
る
の
で
お
る
か
ら
、
銑
に
そ
れ

が
・
賢
在
す
る
ご
と
き
女
工
を
す
る
こ
と
は
降
期
樹
早
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
期
待
し
て
い
る
結
果
が
如
何
な
る

も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
蓮
べ
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
Q
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気
落
の
人
人
の
丈
化
に
生
ず
る
譲
葉
の
窮
楓
の
原
圃
は
今
1
3
生
威
し
つ
つ
あ
る
世
界
文
化
乃
饗
襲
業
文
化
で
あ
る
。
産
業
化
の
う
ち
に

見
ら
れ
る
改
良
進
歩
は
箪
に
銀
製
と
し
て
の
國
民
の
経
濟
的
、
致
治
的
、
知
的
及
び
宗
敏
的
な
・
文
化
の
型
を
攣
形
さ
せ
つ
つ
あ
る
ば
か
り

で
な
く
、
同
時
に
、
耳
翼
災
を
構
威
す
る
、
例
え
ば
農
村
集
麟
、
職
業
集
騨
、
民
族
集
酬
な
ど
の
如
き
聲
ぴ
。
鱗
謬
舞
㊦
を
持
つ
集
幽
の
生

活
に
も
深
く
浸
透
し
て
、
訴
え
ず
ま
た
あ
ら
か
じ
め
豫
堕
し
得
る
如
き
仕
方
で
集
顯
の
生
活
を
饗
化
せ
し
め
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
の
研
究
は
、
勿
論
、
墾
化
の
原
因
を
求
め
る
た
め
に
國
晟
壼
儂
に
亘
る
諸
制
度
を
問
題
に
す
る
が
、
し
か
し
主
と
し
て
野
心

を
有
す
る
の
は
。
陰
離
σ
o
呂
貯
塊
Φ
を
持
つ
よ
り
小
さ
な
集
幽
で
あ
る
Q
わ
れ
わ
れ
は
一
國
民
全
灘
の
文
化
と
、
そ
の
五
器
を
構
成
す
る
人
工

の
各
部
分
の
の
鍛
ぴ
。
巳
欝
冨
ω
と
の
闘
に
一
定
の
相
異
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
Q

　
今
日
、
各
國
斑
の
う
ち
に
生
成
し
つ
つ
あ
る
産
業
丈
長
は
互
い
に
關
写
し
含
う
幾
つ
か
の
特
徹
的
な
要
素
か
ら
成
っ
て
い
る
。
例
え
ば

】
定
の
短
冊
を
な
し
た
科
學
的
知
識
、
そ
の
知
識
の
人
聞
的
な
目
的
の
た
め
の
慮
矯
、
就
中
、
工
場
や
農
業
生
産
の
褒
蓬
、
論
い
に
特
殊

な
褒
蓬
を
遽
げ
た
地
域
闇
の
物
資
の
交
換
、
銀
行
、
會
勲
、
貿
易
上
の
取
り
決
め
な
ど
の
如
き
商
業
制
度
、
族
親
・
貨
物
を
蓮
逡
す
る
列

車
・
船
欄
・
飛
行
機
、
そ
の
他
の
各
國
民
そ
れ
ぞ
れ
の
丈
化
上
の
産
物
お
よ
び
そ
れ
ら
を
傳
糊
す
る
方
法
な
ど
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
國
家
大
の
文
化
の
特
微
を
示
す
諸
要
素
は
、
必
ら
ず
し
も
そ
の
國
響
町
の
個
々
の
市
艮
の
行
動
や
知
謙

や
慣
値
意
識
を
読
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
大
方
の
市
禺
の
聞
に
見
ら
れ
る
文
化
の
黒
化
に
は
基
本
的
に
相
異
る
こ
つ
の
穣
向
が
存
在
す

る
。
第
一
に
は
、
産
業
か
ら
す
る
諸
閃
子
の
結
果
と
し
て
全
て
の
入
々
が
或
る
程
度
類
似
の
黒
化
を
行
う
の
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
種
々

の
因
子
の
特
殊
な
組
み
合
せ
が
働
き
か
け
る
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
ぞ
れ
相
異
る
警
げ
。
巳
ぎ
δ
な
持
つ
た
集
塵
の
型
が
酬
現
す
る
の
で
あ
る
。

　
文
化
礎
動
の
傾
向
が
互
い
に
最
も
似
通
っ
て
い
る
の
は
文
化
の
申
心
地
と
し
て
褒
達
し
つ
つ
あ
る
都
市
に
お
い
て
で
あ
る
Q
こ
の
よ
う

な
申
心
地
に
は
生
産
を
支
配
す
る
會
融
の
嬢
役
、
銀
行
寂
の
階
級
、
高
度
の
訓
練
を
受
け
た
技
術
者
達
、
熱
練
エ
、
不
黙
練
工
、
卸
寅
業

薫
、
小
里
業
者
、
船
離
業
藩
、
仲
買
人
、
そ
の
他
の
産
業
生
玩
物
の
寳
買
に
關
係
す
る
人
入
、
そ
の
他
な
お
多
く
の
種
類
の
轡
型
的
職
業

に
從
事
す
る
人
人
で
あ
る
。

　
　
　
世
界
交
龍
の
魔
羅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

コ
鵬
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鞭
蝋
醗
究
　
第
照
胃
照
十
七
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
躍

　
濃
村
の
人
人
も
ま
た
到
る
と
こ
ろ
大
灘
お
数
じ
よ
う
な
一
定
の
仕
方
で
鍵
化
す
る
傾
向
を
持
っ
て
い
る
。
曾
て
は
自
給
の
た
め
の
食
糧

そ
の
他
の
必
要
量
を
生
慶
し
て
い
た
祉
會
が
次
第
に
よ
り
大
き
な
世
界
に
從
鳳
…
す
る
部
分
と
化
し
て
、
し
か
も
も
は
や
叫
び
元
の
姿
に
は

灘
ら
な
い
の
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
廣
く
用
い
ら
れ
て
い
る
概
念
が
以
上
の
極
々
的
傾
向
を
表
現
し
て
い
る
。

　
「
個
別
化
」
（
ぼ
P
自
凶
く
一
統
償
陰
。
嵩
N
鋤
け
坤
O
コ
）
と
い
う
の
は
從
來
の
資
源
の
共
同
所
有
や
集
團
活
動
の
檬
式
が
破
要
し
去
り
、
善
人
個
人
が
現
金

牧
童
を
目
ざ
し
て
市
場
向
生
産
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
．
す
る
も
の
で
あ
る
。
今
β
存
在
す
る
も
の
は
個
人
の
所
有
と
競
争
で
あ
る
Q

個
別
化
と
關
係
の
あ
る
．
．
独
ω
O
嬬
ひ
q
細
節
N
櫛
銘
O
⇔
、
、
と
い
う
概
念
も
同
様
に
傳
統
的
な
も
暮
8
擁
ロ
ω
が
破
壊
し
去
っ
た
こ
と
を
表
現
す
る
も

の
で
あ
る
。

　
し
か
し
乍
ら
貯
山
貯
猛
賃
量
冒
効
偽
O
ロ
や
象
ω
O
呪
ぴ
身
鋤
三
鑓
鉱
O
コ
に
為
し
て
別
の
局
面
も
存
在
す
る
Q
へ
．
屍
Φ
◎
吋
ぴ
q
帥
巳
N
効
鋤
。
¢
、
、
と
い
う
概

念
は
次
の
よ
う
な
事
賢
を
表
現
す
る
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
嵩
來
る
で
あ
ろ
う
。
師
ち
、
閃
Φ
α
艶
Φ
罷
が
、
，
臨
。
涛
。
・
o
o
ぼ
蔓
、
．
と
呼
ん
だ
も

の
は
破
壊
さ
れ
て
も
、
そ
の
構
成
員
た
ち
は
生
産
や
交
換
の
た
め
の
集
團
乃
至
組
織
と
い
う
黙
に
關
し
、
曾
て
の
地
方
的
な
活
動
に
代
っ

て
よ
り
多
く
國
家
的
な
活
動
を
行
う
の
に
都
合
が
よ
い
よ
う
に
謂
わ
ば
再
組
織
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
産
業
化
の
も
う
一
つ
の
一
般
的
影
響
に
、
ω
Φ
o
巳
溝
鼠
N
飴
鋤
。
昌
．
（
髄
俗
化
）
が
あ
る
Q
宗
教
的
因
子
が
各
地
の
コ
ミ
・
二
＝
ア
ィ
ー
の
團

結
を
強
め
る
と
い
う
こ
と
か
ら
言
え
ば
、
世
俗
化
乃
至
宗
教
的
信
仰
の
失
わ
れ
る
こ
と
は
山
δ
o
『
ひ
q
鋤
巳
鑓
寓
§
や
貯
戴
く
鑓
q
摩
羅
簿
鎗
。
謬

を
促
進
す
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
◎
し
か
し
乍
ら
同
時
に
、
古
い
形
式
が
新
ら
し
い
機
能
を
県
す
た
め
に
生
き
残
る
と
い
う
こ
と
も

あ
り
得
る
の
で
あ
る
Q
　
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
あ
っ
て
は
古
い
コ
ミ
ゴ
＝
ア
ィ
ー
は
年
間
五
十
日
乃
董
六
十
日
も
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
教
的

祭
口
を
守
る
習
慣
を
持
っ
て
居
た
。
今
日
こ
れ
ら
の
祭
り
は
宗
敦
酌
即
興
の
た
め
よ
り
は
む
し
ろ
ダ
ン
ス
そ
の
他
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

の
機
會
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
ま
た
コ
・
、
三
ラ
ア
ィ
ー
の
活
動
で
あ
る
こ
と
に
鍵
り
は
な
い
。

　
世
俗
化
は
ほ
本
に
も
見
ら
れ
る
Q
こ
こ
で
も
岡
様
に
古
い
形
式
が
新
ら
し
い
…
獲
能
を
果
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
◎
宗
藪
的
沈
潜
の
た
め

の
巡
融
…
は
し
ぼ
し
ば
寺
院
見
物
の
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
族
に
墾
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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し
か
し
レ
ク
リ
エ
…
シ
ョ
ン
の
領
域
に
は
、
人
入
を
更
に
直
接
に
外
部
の
世
界
と
結
び
つ
け
る
如
き
集
幽
活
動
の
新
ら
し
い
形
式
が
見

ら
れ
る
。
糖
類
、
ラ
ジ
オ
、
ス
ポ
ー
ツ
、
そ
の
他
種
種
の
コ
ン
テ
ス
ト
が
あ
る
Q
多
く
の
場
含
に
從
來
の
宗
敦
的
な
集
騨
組
織
は
こ
れ
ら

の
薪
ら
し
い
機
能
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
更
に
一
つ
の
世
界
的
傾
向
は
．
．
暮
び
魯
巳
N
掌
。
寓
8
、
、
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
軍
に
都
市
の
掃
落
と
い
う
こ
と
以
上
の
含
蓄
を
持
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
商
業
、
保
健
、
敦
育
そ
の
他
の
政
府
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
中
心
が
褒
画
し
、
そ
れ
が
釜
、
多
く
田
舎
の
人
人
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
新
ら
し
い
行
動
襟
式
の
源
泉
が
あ
っ
て
、
そ
の
行
動
様
式
が
個
入
的
接
鯛
や
そ
の
他
の
経
路
を
経
て

照
舎
に
億
播
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
さ
て
以
上
の
如
く
一
般
に
通
ず
る
傾
向
が
存
在
す
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
民
申
の
異
る
部
分
は
五
い
に
異
る
行
動
吟
興
、
言
い
か
え
れ

ば
ω
簾
σ
o
二
型
蓬
Φ
の
を
獲
得
し
つ
つ
あ
る
Q
村
落
工
賃
の
場
合
も
、
職
業
集
購
の
場
合
も
、
　
～
つ
で
國
艮
文
化
の
複
難
を
甘
め
る
全
要
素

に
關
興
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
今
q
、
出
現
し
つ
つ
あ
る
ω
蝦
び
。
巳
葺
お
の
型
は
そ
の
激
が
極
め
て
多
く
、
こ
こ
で
詮
明
す
る
こ
と
が
禺
來
る
の
は
今
後
三
年
掛
の
現

地
調
査
で
わ
れ
わ
れ
が
研
究
し
よ
う
と
し
て
い
る
鍛
聖
上
の
主
要
な
型
の
い
く
つ
か
に
渦
ぎ
な
い
。

　
日
本
の
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
既
に
転
作
農
業
の
署
し
く
明
瞭
な
且
つ
安
定
し
た
型
が
現
れ
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。
家
族
軍
位
で
一
定
の
土
地
を
保
有
し
、
使
用
す
る
こ
と
は
明
ら
か
に
田
本
の
黒
皮
の
大
部
分
を
通
じ
て
墾
ら
な
か
っ
た
。
稻

作
に
は
機
械
化
が
圏
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
土
地
は
主
と
し
て
手
勢
働
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
て
來
た
。

　
こ
の
よ
う
な
農
村
の
入
汝
は
．
、
匂
駐
導
餌
目
貯
『
ヨ
①
嶺
、
、
（
小
規
模
農
業
者
）
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
何
と
な
れ
ば
法
律
的
所
有
關
係

の
形
式
が
種
種
の
悪
化
を
示
し
た
に
拘
ら
ず
家
族
関
町
の
農
地
保
有
、
耕
作
権
と
い
う
こ
と
は
麺
ら
ず
、
自
ら
土
地
を
保
有
し
な
い
軍
な

る
勢
働
者
に
よ
る
耕
作
が
少
い
か
ら
で
あ
る
Q

　
然
る
に
以
上
の
よ
う
な
日
本
の
世
態
を
悉
無
に
機
械
化
さ
れ
な
い
ま
ま
の
農
業
が
行
わ
れ
て
い
る
世
界
の
他
の
地
方
と
比
較
す
る
と
、

　
　
　
琶
界
文
靴
の
撫
戒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
唄
職
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糎
墨
隣
碗
第
照
百
照
＋
七
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

錠
大
な
相
異
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
Q
プ
エ
ル
ト
・
リ
コ
の
由
地
で
総
菜
や
煙
草
を
栽
培
し
て
い
る
農
属
も
臼
本
と
詞
じ
よ
う
に
手
勢
働

に
よ
る
耕
作
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
プ
エ
ル
ト
・
リ
コ
に
は
若
干
の
大
土
地
所
有
者
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
が
土
地
を
耕
作
さ

せ
る
た
め
に
多
く
の
賃
金
勢
働
潜
を
傭
っ
て
い
る
の
で
あ
る
Q

　
こ
の
相
異
を
説
明
す
る
一
つ
の
鍵
は
相
輪
の
仕
方
に
あ
る
と
思
う
Q
日
本
で
は
長
子
相
績
が
行
わ
れ
た
た
め
に
家
族
函
嶺
の
土
地
使
用

と
い
う
習
慣
が
保
た
れ
、
プ
エ
ル
ト
・
り
づ
で
は
均
分
相
績
の
た
め
に
農
地
の
細
分
化
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
或
る
も
の
は
も
は
や
一

家
の
生
計
を
保
つ
に
も
足
り
な
い
ま
で
に
細
分
さ
れ
て
、
途
に
大
地
主
に
萱
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
他
の
地
方
に
見
ら
れ
る
如
き
浩
大
な
、
機
械
化
さ
れ
た
愈
融
組
織
の
農
業
に
較
べ
れ
ば
、
プ
エ
ル
ト
・
リ
コ
の
場
合
も

日
本
の
場
合
も
所
謂
小
農
、
．
正
日
ヨ
黛
。
質
h
学
資
①
議
、
．
の
部
に
分
類
．
さ
れ
る
で
山
‘
o
ろ
う
が
、
　
こ
の
粋
者
の
聞
の
相
異
も
ま
た
謹
明
を
加
え
る

必
要
が
あ
る
。
そ
の
説
鴨
は
農
家
乃
翌
農
場
そ
の
も
の
を
比
較
す
る
よ
り
も
、
恐
ら
く
む
し
ろ
國
籔
大
の
制
度
を
較
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て

得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
事
柄
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
各
地
方
闘
に
見
ら
れ
る
土
地
の
相
績
方
法
の
ち
が
い
が
何
故
生
ず
る
か
と
い
う
理

由
を
そ
れ
ぞ
れ
の
地
匿
を
包
含
す
る
よ
り
大
き
な
就
會
に
照
し
て
湾
察
し
よ
う
と
恩
っ
て
い
る
。

　
田
本
の
稻
侮
寺
家
の
問
題
も
ま
た
東
灘
ア
ジ
ア
の
そ
れ
と
の
比
較
を
促
す
も
の
で
あ
る
。
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
水
田
耕
作
の
技
術
は

日
本
の
そ
れ
と
可
威
り
よ
く
類
似
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
他
の
方
面
に
は
異
る
特
徴
も
見
え
る
Q
例
え
ば
長
子
相
之
よ
り
は
均

分
相
綾
の
方
が
普
通
の
よ
う
で
あ
る
。
更
に
重
要
と
恩
わ
れ
る
の
は
、
東
南
ア
ジ
ア
は
永
年
に
亙
っ
て
植
民
地
で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
の

農
産
物
も
地
域
内
の
需
要
に
こ
た
え
る
よ
り
は
寧
ろ
大
部
分
外
國
苗
場
へ
泣
出
す
る
た
め
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
東
南
ア
ジ
ア
に
あ
っ
て
は
農
斑
達
に
と
っ
て
外
部
に
あ
る
諸
因
子
が
農
業
の
型
に
封
ず
る
決
定
的
役
割
を
持
つ
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
Q
す
な
わ
ち
、
同
じ
水
田
耕
作
で
あ
り
な
が
ら
倉
本
の
そ
れ
と
東
帝
ア
ジ
ア
の
そ
れ
と
は
外
部
の
よ
り
大
き
な
麓
會
と
の
關

係
の
た
め
に
可
成
り
異
っ
た
型
を
示
す
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
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全
級
と
し
て
は
異
る
丈
化
の
率
に
見
ら
れ
る
共
通
の
型
の
中
で
轟
界
の
マ
；
ケ
ッ
ト
を
圏
指
し
て
た
だ
一
極
類
の
産
物
の
み
を
耕
作
す

る
と
こ
ろ
の
、
大
津
本
力
を
持
ち
、
旦
つ
抄
し
外
國
の
支
配
を
受
け
る
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
葺
ン
は
大
い
に
研
究
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
型
の
農
業
は
種
種
の
特
産
物
を
生
産
し
て
居
る
Q
例
え
ば
砂
糖
、
ゴ
ム
、
カ
カ
オ
、
コ
ー
ヒ
ー
、
購
の
類
、
木
綿
な
ど
を
學
げ
る
こ
と

が
出
來
る
。

　
こ
の
所
謂
B
O
昼
O
o
『
O
O
や
鼠
暮
馨
陣
O
旨
で
は
五
茄
の
畏
衆
は
賃
金
勢
働
者
の
立
場
に
立
た
し
め
ら
れ
る
。
こ
の
型
の
研
究
の
た
め
に
取

り
上
げ
た
モ
デ
ル
は
プ
エ
ル
ト
・
リ
コ
の
製
糖
會
阯
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
か
4
3
る
。
　
わ
れ
わ
れ
は
今
後
西
ア
フ
リ
カ
の
カ
カ
オ
生
産
、

東
ア
フ
リ
カ
の
コ
ー
ヒ
ー
、
東
南
ア
ジ
ア
の
ゴ
ム
、
ペ
ル
ー
の
綿
花
や
砂
糖
な
ど
が
類
似
の
ω
億
び
。
巳
慧
話
ω
を
も
た
ら
し
た
か
否
か
を
確

め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
土
着
の
人
人
の
闇
に
見
ら
れ
る
農
業
以
外
の
企
業
も
互
い
に
類
似
し
た
ω
q
σ
o
巳
繋
属
霧
を
褒
達
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
そ
の
費
例
と
見
ら
れ
る
も
の
に
南
ア
フ
リ
カ
や
ペ
ル
ー
め
鑛
山
岡
が
あ
る
。

　
宝
尽
。
塊
。
ω
ω
6
億
犀
舞
曵
醜
Φ
験
q
巳
㌶
犀
一
Φ
ω
は
以
上
の
ほ
か
母
樹
の
自
給
用
農
産
物
に
加
え
て
近
年
に
至
っ
て
換
金
作
物
の
裁
坪
を
と
り

い
れ
た
土
着
民
の
聞
に
も
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
を
無
知
で
貧
し
い
燧
民
を
意
味
す
る
．
．
弓
O
£
。
。
・
潜
嘗
ω
、
、
と
い
う
名
で
呼
ぶ
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
破
ら
が
昔
な
が
ら
の
文
化
を
澱
存
し
、
本
家
大
の
制
度
が
持
つ
文
化
に
圖
化
す
る
こ
と
が
少
な
く
、
未
だ
文
宇
の
褒
明
さ

れ
な
い
時
代
に
見
ら
れ
る
如
き
コ
ミ
岬
二
＝
ア
イ
を
持
ち
つ
づ
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
O
Φ
沁
ω
薗
馨
と
呼
ば
れ
る
農
昂
た
ち
の
申
の
重
要
な
鈴
σ
眞
悔
Φ
に
メ
キ
シ
コ
や
中
央
ア
ン
デ
ス
の
、
過
剰
人
口
を
か
エ
え
な
が
ら
、
し

か
も
生
路
力
の
乏
し
い
地
域
に
見
ら
れ
る
画
調
．
．
o
o
桟
b
o
醜
坐
洲
①
嘗
℃
Φ
、
、
（
團
墨
型
）
が
あ
る
Q
　
こ
の
型
の
特
徴
は
簿
統
的
・
叉
化
、
強
い

仲
間
う
ち
感
情
（
ぎ
－
鵯
。
ε
隔
8
碁
騎
）
、
孤
立
主
義
な
ど
に
あ
る
。
こ
の
型
も
世
界
の
他
の
部
分
に
も
搬
見
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

　
他
の
一
つ
の
ω
賃
σ
蔓
℃
Φ
は
．
．
幽
簿
簿
。
醐
①
儀
、
、
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
バ
ラ
バ
ラ
な
牟
ぽ
水
草
を
遽
う
よ
う
な
型
の
弓
Φ
塁
δ
紹
馨
で
あ
る
。

　
　
　
世
界
丈
化
の
熊
残
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
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哲
學
研
寛
　
第
鰻
賀
囎
十
七
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

こ
の
型
は
ブ
ラ
ジ
ル
や
パ
ラ
グ
ワ
イ
の
熱
帯
森
林
地
幣
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
人
口
が
少
く
土
地
の
難
富
な
と
こ
ろ
に
現
れ
る
Q
o
o
愚
。
㌶
－

審
℃
Φ
実
効
嘗
と
封
照
的
に
こ
の
型
は
村
や
爆
撃
に
余
り
結
び
つ
き
を
持
た
な
い
。
破
ら
は
自
由
に
動
き
ま
わ
り
、
蜘
を
つ
く
り
た
い
と

思
っ
た
と
こ
ろ
を
開
墾
す
る
の
で
あ
る
。
営
面
の
目
的
の
た
め
に
貨
讐
を
獲
る
必
要
が
あ
れ
ば
、
そ
の
聞
だ
け
貨
報
謝
濟
の
企
業
に
傭
わ

れ
も
す
る
が
、
永
綾
的
雇
傭
關
係
は
嫌
う
の
で
あ
る
℃

　
そ
の
他
の
。
α
償
霧
《
O
¢
ω
に
は
、
天
然
賛
源
そ
の
他
當
該
地
域
が
持
つ
潜
在
的
無
題
力
を
完
壷
に
褒
揮
さ
せ
る
た
め
に
は
土
地
の
人
人
の

信
用
能
力
も
技
術
水
準
も
不
充
分
で
あ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
近
代
経
濟
が
褒
達
し
は
じ
め
る
場
合
に
、
申
間
的
段
階
と
し
て
現
れ
る
も
の
．

が
あ
る
。
メ
キ
シ
コ
の
西
北
部
や
ス
マ
｝
う
の
東
部
に
は
土
地
の
潜
在
能
力
と
い
い
、
交
通
條
件
と
い
い
、
更
に
楡
出
す
べ
き
市
場
と
い

い
、
充
分
に
寳
本
を
投
入
す
れ
ば
プ
ラ
ン
テ
…
シ
冒
ン
の
経
書
を
行
い
得
る
よ
う
な
地
域
が
あ
る
◎
　
し
か
る
に
自
ら
充
分
な
費
本
の
蓄
積

も
な
く
、
経
螢
の
技
術
も
持
た
ぬ
ま
ま
に
、
大
部
分
の
土
着
民
は
彼
ら
の
土
地
を
外
國
の
會
杜
に
譲
渡
し
、
自
分
は
勢
働
者
と
し
て
そ
の

土
地
で
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
蓮
べ
た
如
き
種
種
の
生
産
組
織
か
ら
結
呈
す
る
文
化
の
型
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
そ
の
も
た
ら
す
實
蓋
と
い
う
黙
か
ら
見
て
も

遇
當
評
便
す
る
こ
と
が
田
來
な
い
ほ
ど
に
重
要
な
の
で
あ
る
。
種
種
の
蔓
化
が
、
泓
企
業
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
に
し
て
も
、
政
府
の

技
術
援
助
計
書
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
當
栂
野
颪
の
土
地
保
有
制
度
、
家
庭
生
活
、
祉
愈
鯛
係
、
宗
敦
の
形
態
、

政
治
的
態
度
な
ど
に
及
ぼ
す
影
響
は
い
ず
れ
の
場
合
も
極
め
て
深
刻
で
あ
る
。
古
い
丈
化
儂
植
は
新
ら
し
い
も
の
と
代
り
祉
禽
的
地
位
の

間
に
も
交
替
が
お
こ
る
Q
こ
れ
ら
の
脅
嚇
が
伊
欝
の
摂
家
主
義
的
響
動
の
塾
礎
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
所
謂
技
術
援
助
計
書
は
、
合
衆
圃
の
そ
れ
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
未
だ
曾
っ
て
な
い
ほ
ど
の
善
意
に
動
搬
ず
け
ら
れ
て
い
る
の
に
か

か
わ
ら
ず
、
費
際
に
は
援
助
者
の
意
岡
が
理
解
さ
れ
る
よ
り
は
寧
ろ
悪
意
を
招
き
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
彼
ら
が
博
統
的
な

・
文
化
の
パ
タ
ー
ン
を
破
画
す
る
ぽ
か
り
で
な
く
、
墨
，
大
量
の
土
地
を
持
た
な
い
賃
金
勢
働
者
の
階
級
を
つ
く
り
出
し
、
こ
れ
ら
の
階
級

が
自
ら
の
家
庭
か
ら
、
ま
た
生
れ
つ
い
た
甦
轡
集
幽
か
ら
引
き
離
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

∀



　
こ
の
よ
う
な
援
幼
濫
獲
は
、
三
際
、
大
規
模
に
就
會
科
學
を
重
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
な
お
そ
こ
に
鋏
箔
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

脚
ち
彼
ら
は
文
化
傍
題
に
封
ず
る
科
學
的
洞
察
を
悪
き
、
彼
ら
の
行
爲
の
影
響
す
る
と
こ
ろ
を
豫
想
す
る
能
力
を
響
い
た
の
で
あ
る
。
こ

の
黙
か
ら
見
れ
ば
、
今
日
の
芸
界
の
闘
争
は
軍
事
的
で
あ
る
以
上
に
イ
デ
オ
獄
ー
ギ
ッ
シ
ュ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
計
叢
の
蓮
尊
者
蓮
は
、

國
際
關
係
が
聖
な
る
支
配
階
燈
の
営
力
政
治
以
上
の
も
の
を
う
ち
に
含
み
得
る
こ
と
を
見
蝕
す
こ
と
が
余
り
に
多
い
の
で
あ
る
。
彼
ら
は

庶
事
を
、
ま
た
國
民
の
閥
に
。
α
q
σ
o
巳
欝
葛
に
よ
っ
て
形
威
さ
れ
る
種
種
の
集
團
が
存
在
す
る
こ
と
を
見
失
う
の
で
あ
る
。
然
る
に
事
賢

は
か
か
る
人
人
が
人
口
の
基
盤
を
な
す
の
で
あ
り
、
彼
ら
の
領
値
概
や
態
慶
の
蔓
化
が
國
籔
の
政
策
に
強
い
影
響
を
與
え
る
も
の
な
の
で

あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
米
國
イ
リ
ノ
イ
州
イ
リ
ノ
イ
大
學
吐
曾
學
入
類
學
科
・
大
撃
院
教
続
）

　
附
記
こ
の
論
文
の
第
「
部
は
適
温
三
＋
一
年
七
擁
二
＋
五
日
、
第
二
部
は
同
じ
く
八
月
八
日
、
と
も
に
京
都
ア
メ
リ
カ
済
究
セ
ミ
ナ
ー
の
講
演
と
し
て

　
　
　
蟻
掛
靴
大
書
蹴
滞
陣
繊
麗
に
於
て
行
は
れ
た
も
の
で
あ
る
。
謹
患
に
は
嚇
講
演
に
町
田
の
勢
を
船
脚
ら
れ
た
一
隅
志
融
大
工
文
學
部
祉
難
暴
斜
、
継
藤
㎜
規
短
治
漣
駅

　
　
　
授
が
自
ら
當
ら
れ
た
。
（
編
輯
者
）
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN
　　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

Tlie　oittline　of　sitch　an　a7’ticle　as　apl）ears　in　more　than　ojie　nitmber　of　this

醒㎎α鎧多2Z¢　ゴS　tDゐθ　givのZ　togetfteブtvith　the　las護　ゴノ～staln～ent　Qプ　thθ　arlξe～2

An　墨1neyging　、Vorld　Cしikure

－lx’egula；i：．Lies　in　Culturc　Change一

BN　Julian　H．　Steward

　　　　　　　　（1）　East　and　NVest：　an　］T．nierglng，’　NVorlc！　Cul“L’urc

　　A　new　werld　culture　is　emerging　as　the　necessary　result　of　modern

technoleglcal　development．　This　new　cult“re　involves　conflict，　but　it

is　confiict　between　past　and　present　rather　than　between　East　and　West．

According　to　the　author　there　was　no　such　bifurcation．　Tlie　idea　“　East

and　West　”　is　an　over－simplified　generalization．　There　are　so　many

societies　wiehln　and　between　them．　The　modern　industrial　progress　is

quickly　eliminating　local　differences　and　creating　a　new　universal

culture．　The　author　enumerates　interdependency　of　peoples　and　nations，

linking　o£　widely　separated　societies　and　emerging　of　a　complex　o£

closely　interrelated　technical　and　social　features　as　main　characteristics

o£　this　new　world　culture．　This　never　fneans，　however，　reducing　all

people　to　a　monotonus　sameness．　lnstead，　we　are　witnessing　many　a

new　subculture　emerging　as　the　result　of　industrialization．

　　　　　　（II）　Cross－Cultural　Regularities　of　Contempoi“ary　Change

　　In　a　succinct　and　clear　£orm　the　author　summarizes　a　methodology　o£

anthropological　field　research，　which　is　based　on　his　own　rich　field

experiences．　ln　liis　project，　“　Study　of　Cross－Cultural　Regularitiesi　of

Change，”　one　of　his　basic　assumptions　is　that　special　segments　of　any
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population　will　change　in　similar　ways，　if　the　same　acculturative　factors

are　introduced．　This　assumption　derived　frorn　the　results　ef　his　iield

researcl｝　in　Puerto　Rico．　Another　of　his　important　hypotheses　is　exis－

tence　o£　several　cross－cultural　types　independently　emerging　in　widely

separated　areas　as　the　result　o£　specific　sets　of　factors．　tc　these　as－

sumptions　are　right，　cultural　change　will　be　predictable　to　a　certain

extent．　Hence　practical　value　of　anthropology．　The　autlaor　outlines

his　ambitious　field　research　project，　whieh　covers　Northwestern　Mexico，

the　Central　Ande＄，　West　East　Africa　and　Japan．　And　he　intimates　the

kinds　of　results　he　expects　from　his　project．　Of　specia！　interest　and

importance　are　his　views　on　practicabilities　ef　anthropology　as　an

applied　social　science．　He　duly　ca11s　httention　to　an　oft－neglected　point

in　implementing　technical　aid　programs　for　under－developed　areas，

tlaat　is，　the　importance　of　the　subcultural　groups　that　comprise　the

basic　populatlons　whose　changing・　va1ues　and　attitudes　strongly　affect

national　policy．　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（S．　lwamura）

R・C’flexions　sLir　la　physique　d　e　IDescartes．

Par　Kaichiro　Yukawa

　　La　m6thode　de　Descartes　est　la　methode　math6mat1que．　Cette　m6thode

se　sert，　dans　1’analyse，　des　deux　unit6s　；　＜＜magnitudo＞＞　et　＜＜multitudo＞＞．

Ces　deux　unit6s　correspondent，　1’un　et　1’autre，　aux　erientations　alg6bri－

que　et　g60m6trique　de　la　methode　cart6sienne．　Dans　＜＜Regetlae＞＞　les　deux

sont　6galement　qualifi6es．　Mais，　dans　la　＜＜GC．ometrie＞　la　sup6riorit6　est

donn6e　a　1’orientation　alg6bri’ 曹浮?．

　　Quand　il　va　s’occuper　de　la　physique，　Descartes　est　oblig6　d’introduire

un　element　nouveau　dans　sa　methode．　C’est　1’experience　sensible．　Car

il　est　impossible　de　traiter　les　objets　de　la　physique　avec　1’entendement

seul．
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