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研
究
ノ
ー
ト
〉

コ
ロ
ナ
禍
に
想
う
　

白　

岩　

昌　

和

は
じ
め
に

二
〇
二
〇
年
二
月
十
三
日
︑
和
歌
山
県
で
は
有
田
地
域
の
病
院
に
勤
め
る
男
性
医
師
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
こ
と
が

最
初
に
確
認
さ
れ
た
︒
そ
の
後
︑
日
本
社
会
は
繰
り
返
さ
れ
る
感
染
拡
大
の
波
に
よ
る
﹁
コ
ロ
ナ
禍
﹂
に
翻
弄
さ
れ
て
い
る
︒
二
〇
二

〇
年
は
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン︵Patrick Lafcadio H

earn

︶に
よ
っ
て
﹁
生
神︵A Living G

od

︶﹂
と
し
て
海
外
に
紹
介
さ
れ
た
郷

土
の
先
人
濱
口
梧
陵︵
一
八
二
〇
–
一
八
八
五
︑
以
降
梧
陵
︶の
生
誕
二
〇
〇
年
で
あ
っ
た
︒
安
政
元
年︵
一
八
五
四
︶に
発
生
し
た
地
震

に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
津
波
か
ら
村
人
を
救
っ
た
人
物
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
人
も
多
い
か
と
思
う
が
︑
梧
陵
が
日
本
の
医
療
の
発
展

に
も
貢
献
し
た
こ
と
は
殆
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
梧
陵
と
親
交
の
あ
っ
た
福
澤
諭
吉︵
以
降
福
澤
︶に
つ

い
て
も
︑
近
代
日
本
の
﹁
公
衆
衛
生
﹂
の
確
立
と
い
う
観
点
か
ら
の
評
価
は
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
︒

明
治
十
六
年︵
一
八
八
三
︶に
発
足
し
︑
近
代
日
本
の
衛
生
・
公
衆
衛
生
の
発
展
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
衛
生
啓
蒙
団
体
で
あ
る
﹁
大

日
本
私
立
衛
生
会
﹂
の
初
代
会
頭
佐
野
常
民︵
日
本
赤
十
字
社
初
代
社
長
︶が
︑
同
会
の
発
会
に
際
し
て
︑
次
の
よ
う
な
祝
詞
を
述
べ
て
︑

当
時
の
﹁
衛
生
﹂
の
意
義
を
論
じ
て
い
る
︒

―
濱
口
梧
陵
の
近
代
医
学
へ
の
貢
献
―
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夫
レ
一
国
ハ
一
家
ノ
積
ナ
リ
一
家
ハ
一
人
ノ
積
ナ
リ
吾
人
各
自
ノ
健
否
ハ
我
国
貧
富
強
弱
ノ
関
ス
ル
所
ナ
リ
衛
生
ノ
法
豈
講
セ
ザ

ル
べ
ケ
ン
ヤ

我
国
人
ハ
欧
米
人
ニ
比
ス
レ
ハ
身
体
尫お
う

弱じ
ゃ
くナ

ル
コ
ト
衆
人
ノ
熟
知
ス
ル
所
ナ
リ
既
ニ
尫
弱
ナ
リ
故
ニ
疾
病
亦
多
カ
ラ
ザ
ル
ヲ
得
ズ

試
ニ
欧
米
人
ニ
較
シ
テ
其
ノ
労
作
ノ
程
度
ヲ
計
ラ
ン
ニ
体
力
ノ
弱
キ
ヲ
以
テ
既
ニ
幾
分
ヲ
輸
シ
疾
病
休
養
ノ
多
キ
ヲ
以
テ
又
幾
分

ヲ
輸
セ
バ
其
比 

例
或
ハ
欧
米
人
ノ
労
作
ヲ
為
サ
ン
ト
欲
セ
ハ
邦
人
二
人
ヲ
要
ス
ル
ニ
当
ル
モ
亦
知
ル
べ
カ
ラ
ズ

こ
の
祝
辞
の
内
容（

（
（

は
福
澤
の
説
く
﹁
独
立
自
尊
﹂
の
理
念
に
も
通
じ
る
よ
う
に
感
じ
る
︒﹁
個
人
衛
生︵
個
人
︑
家
族
の
健
康
︶﹂
の
積

み
重
ね
が
﹁
公
衆
衛
生︵
国
の
安
寧
︶﹂
に
つ
な
が
る
︒
今
ま
さ
に
我
々
が
今
回
の
﹁
コ
ロ
ナ
禍
﹂
を
経
験
し
て
感
じ
る
と
こ
ろ
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
︒
本
稿
で
は
︑
福
澤
な
ど
梧
陵
に
関
係
の
あ
っ
た
医
師
や
行
政
に
関
わ
る
人
物
を
通
し
て
梧
陵
が
日
本
医
学
史
に
残
し
た

足
跡
を
た
ど
り
︑
日
本
に
於
け
る
近
代
医
学
・
公
衆
衛
生
の
礎
と
な
っ
た
﹁
事
始
﹂
に
関
わ
っ
た
紀
州
人
及
び
梧
陵
に
縁
の
あ
っ
た
人

物
を
紹
介
す
る
︒

緒
方
洪
庵
と
そ
の
周
辺
の
人
物

梧
陵
と
福
澤
が
共
に
親
交
の
あ
っ
た
の
が
﹁
日
本
近
代
医
学
の
祖
﹂
と
言
わ
れ
る
緒
方
洪
庵
で
あ
る
︒
文
政
九
年︵
一
八
二
六
︶︑
洪

庵
は
中
天
游
の
開
い
た
大
阪
蘭
学
の
拠
点
で
あ
っ
た
﹁
思
々
斎
塾
﹂
に
入
塾
し
︑
そ
の
四
年
後
に
は
恩
師
天
游
の
勧
め
で
江
戸
の
蘭
医

坪
井
信
道
の
塾
で
学
ぶ
こ
と
に
な
る
︒
洪
庵
︑
二
二
歳
の
時
で
あ
る
︒
信
道
は
︑
早
々
に
洪
庵
の
才
能
を
評
価
し
て
塾
頭
に
抜
擢
し
︑

自
ら
の
師
で
あ
る
宇
田
川
榛
斎
に
紹
介
す
る
︒
洪
庵
は
二
三
歳
に
し
て
﹃
人
身
窮
理
学
小
解
﹄︵
写
本
︶を
訳
す
な
ど
頭
角
を
現
す
が
︑

天
保
六
年︵
一
八
三
五
︶天
游
の
死
去
も
あ
り
帰
阪
す
る
︒
天
游
の
恩
に
報
い
る
為
に
嗣
子
耕
介
の
後
見
人
と
な
っ
て
旧
師
の
塾
で
蘭
学

を
教
え
た
︒
中
家
を
従
弟
伊
三
郎
が
継
ぐ
こ
と
に
な
り
︑
洪
庵
は
翌
年
二
月
耕
介
を
伴
っ
て
念
願
だ
っ
た
長
崎
に
旅
立
つ
︒
天
保
九
年
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四
月
に
大
阪
に
戻
り
瓦
町
に
福
澤
と
の
出
会
い
の
場
と
も
な
る
﹁
適
塾
﹂
を
開
き
同
年
七
月
に
は
福
澤
が
﹁
阿お
っ
か母

さ
ん
﹂
と
慕
っ
た
八

重
と
結
婚
す
る
︒
な
お
︑
前
述
の
﹁
衛
生
﹂
の
意
義
を
論
じ
た
佐
野
常
民
も
福
澤
と
同
じ
く
﹁
適
塾
﹂
の
門
下
生
で
あ
っ
た
の
は
周
知

の
こ
と
で
あ
る
︒

梧
陵
と
洪
庵
の
関
係
は
︑
杉
村
楚
人
冠︵
廣
太
郎
︶著
﹃
濱
口
梧
陵
伝（

（
（

﹄
の
﹁
人
材
育
成
﹂
の
章
に
あ
る
次
の
記
述
な
ど
か
ら
も
わ
か

る
︒

是
よ
り
先
︑
梧
陵
は
武
術
の
稽
古
と
共
に
︑
學
問
教
授
の
必
要
を
感
じ
︑
子
弟
の
為
に
良
師
を
得
ん
と
し
︑
嘉
永
六
年
出
府
の
際

も
︑
緒
方
洪
庵
の
紹
介
に
依
り
︑
江
戸
に
於
て
三
谷
昌
連
と
云
え
る
者
に
面
會
し
た
れ
ど
︑
同
人
の
発
狂
せ
る
が
為
︑
終
に
之
を

果
す
能
は
ざ
り
き
︒
當
時
緒
方
洪
庵
は
大
阪
に
あ
り
て
蘭
學
を
教
授
し
︑
江
戸
に
於
け
る
杉
田
成
卿
と
相
對
し
て
︑
蘭
學
界
の
二

大
重
鎮
を
以
て
目
せ
ら
れ
居
た
が
︑
梧
陵
は
豫
て
よ
り
相
識
の
間
柄
な
り
し
よ
り
︑
再
び
洪
庵
に
向
つ
て
後
任
者
の
推
薦
を
依
頼

し
た
り
︒
翌
安
政
元
年
洪
庵
の
周
旋
し
来
れ
る
は
︑
即
ち
小
野
石
斎
に
し
て
︑
當
時
彼
に
宛
て
て
来
れ
る
紹
介
状
左
の
如
し
︒︵
五

二
頁
︶

嘉
永
五
年︵
一
八
五
二
︶︑
梧
陵
は
武
術
の
稽
古
と
共
に
村
人
が
學
問
を
習
え
る
よ
う
に
﹁
稽
古
場
﹂︵
耐
久
社
︶を
広
村
に
開
設
す
る
︒

そ
の
稽
古
場
の
教
師
と
し
て
小
野
石
斎
と
い
う
人
物
が
洪
庵
に
よ
っ
て
推
薦
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
梧
陵
に
宛
て
た
書
簡
が
︑
濱
口
家

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
梧
陵
と
洪
庵
の
関
係
は
江
戸
・
お
玉
ヶ
池
に
種
痘
所
が
開
設
さ
れ
る
以
前
か
ら
続
い
て
い
た

と
言
え
る
︒

洪
庵
の
大
阪
に
於
け
る
活
動
は
︑
文
久
二
年︵
一
八
六
二
︶ま
で
の
二
十
四
年
間
だ
が
︑
医
師
と
し
て
の
診
療
の
他
に
も
蘭
学
者
と
し

て
訳
述
や
著
書
に
専
念
し
︑
梧
陵
の
稽
古
場
に
良
師
を
派
遣
す
る
な
ど
教
育
者
と
し
て
人
材
を
育
成
し
た
︒
ま
た
︑
公
衆
衛
生
の
仕
事

や
予
防
医
学
︑
こ
と
に
種
痘
事
業
に
尽
力
し
た（

（
（

︒
緒
方
家
本
家
の
洪
庵
の
曾
孫
準
一
氏
が
手
が
け
ら
れ
た
尼
崎
町
﹁
除
痘
館
跡
﹂
記
念

銘
板
に
は
次
の
通
り
刻
ま
れ
て
い
る
︒
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大
阪
の
除
痘
館
は
牛
痘
種
痘
を
お
こ
な
う
場
所
と
し
て
緒
方
洪
庵︵
１
８
１
０
–
１
８
６
３
︶が
中
心
に
な
っ
て
嘉
永
２
年
11
月
７

日︵
１
８
４
９
︶に
古
手
町︵
道
修
町
︶に
開
設
し
た
︒
そ
れ
は
痘
苗
が
は
じ
め
て
長
崎
へ
渡
来
し
た
年
で
あ
る　

大
阪
の
種
痘
活
動

は
ま
こ
と
に
さ
か
ん
で
安
政
５
年
４
月
24
日︵
１
８
５
８
︶に
は
全
国
に
さ
き
が
け
て
官
許
を
得
た　

の
ち
万
延
元
年
10
月︵
１
８
６

０
︶に
は
こ
の
場
所
す
な
わ
ち
当
時
の
尼
崎
町
１
丁
目　

現
在
の
今
橋
３
丁
目
に
移
っ
て
事
業
を
拡
張
し
た

千
葉
県
銚
子
市
の
中
央
町
に
あ
る
大
阪
屋
薬
局
の
近
く
に
は
︑
梧
陵
の
名
前
が
刻
ま
れ
た
石
碑（

（
（

と
︑
梧
陵
が
経
済
的
な
支
援
を
し
た

蘭
学
医
関
寛
斎
が
安
政
三
年︵
一
八
五
六
︶二
月
十
五
日
に
開
業
し
た
医
院
跡
記
念
の
石
碑（

（
（

が
並
ん
で
設
置
さ
れ
て
い
る
︒

佐
倉
順
天
堂
で
佐
藤
泰
然
か
ら
医
学
を
学
ん
だ
寛
斎
が
梧
陵
と
の
運
命
的
な
出
会
い
を
果
た
し
た
の
が
︑
開
業
か
ら
二
ヶ
月
後
の
四

月
で
あ
っ
た
︒
梧
陵
は
︑
親
友
で
あ
り
︑
お
玉
ヶ
池
の
﹁
西
洋
種
痘
所
﹂
の
開
設
に
関
わ
っ
た
蘭
学
医
で
も
あ
る
三
宅
艮
斎（

（
（

を
介
し
て

順
天
堂
に
い
た
寛
斎
の
存
在
を
以
前
か
ら
知
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
大
阪
の
洪
庵
か
ら
も
﹃
虎
狼
痢
治
準
﹄︵
洪
庵
訳
述
︑

一
八
五
八
︶に
記
載
さ
れ
た
治
療
法
や
予
防
法
に
つ
い
て
聞
い
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
︒

﹃
濱
口
梧
陵
伝
﹄
に
は
︑
当
時
の
様
子
が
う
か
が
え
る
次
の
記
述
が
あ
る
︒

安
政
五
年
コ
レ
ラ
流
行
し
︑
江
戸
を
中
心
と
し
て
最
も
猖
獗
を
極
め
た
る
時
︑
恰
も
江
戸
に
あ
り
し
梧
陵
は
大
い
に
こ
れ
を
憂
慮

し
︑
銚
子
に
於
け
る
店
の
支
配
人
及
び
同
地
の
開
業
医
関
寛
斎
に
一
書
を
送
り
て
曰
く
﹃
未
だ
銚
子
に
は
コ
レ
ラ
の
発
生
を
見
ざ

る
も
︑
目
下
江
戸
に
於
て
猖
獗
を
極
め
居
れ
る
此
の
悪
疫
は
︑
早
晩
銚
子
方
面
に
も
蔓
延
す
べ
き
を
覚
悟
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
︒
さ

れ
ば
其
の
蔓
延
す
る
に
先
ち
︑
之
が
予
防
及
び
治
療
法
を
研
究
し
置
く
の
必
要
あ
り
︒
一
切
の
費
用
は
濱
口
家
に
於
て
負
担
す
べ

き
を
以
て
︑
寛
斎
を
し
て
急
ぎ
出
府
せ
し
む
べ
し
﹄
と
︒
玆
に
於
て
寛
斎
は
俄
に
一
名
の
従
者
を
伴
い
て
銚
子
を
発
足
し
︑
昼
夜

兼
行
出
府
し
た
り
︒︵
一
〇
四
–
一
〇
五
頁
︶

梧
陵
は
︑
寛
斎
を
コ
レ
ラ
疫
病
の
為
に
安
政
五
年︵
一
八
五
八
︶五
月
七
日
に
創
設
さ
れ
た
﹁
西
洋
種
痘
所
﹂
の
林
洞
海
と
艮
斎
に
紹

介
し
︑
臨
床
的
に
コ
レ
ラ
患
者
の
治
療
法
を
学
ば
せ
︑
実
地
に
就
か
せ
様
々
な
予
防
法
を
研
究
す
る
機
会
を
与
え
た
︒
一
通
り
研
究
を
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終
え
た
寛
斎
は
︑
予
防
薬
や
治
療
に
必
要
な
薬
品
類
︑
関
連
す
る
書
物
を
購
入
し
て
銚
子
に
戻
る
が
︑
梧
陵
の
予
想
通
り
銚
子
で
も
コ

レ
ラ
の
感
染
が
始
ま
っ
て
い
た
︒
寛
斎
は
︑
銚
子
に
帰
る
や
否
や
江
戸
で
学
ん
で
き
た
予
防
法
を
応
用
し
︑
当
時
の
最
先
端
の
治
療
を

患
者
に
施
す
こ
と
で
銚
子
で
の
コ
レ
ラ
の
大
流
行
を
防
ぐ
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る（

（
（

︒

梧
陵
の
医
学
界
へ
の
貢
献
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
︒
寛
斎
が
コ
レ
ラ
の
予
防
法
︑
治
療
法
を
学
ん
だ
種
痘
所
が
︑
設
立
後
わ
ず
か
半

年
で
︑
同
年
十
一
月
十
五
日
の
未
明
に
神
田
相
生
町
か
ら
お
こ
っ
た
火
事
に
よ
っ
て
類
焼
し
て
し
ま
う
︒
そ
れ
が
神
田
川
を
隔
て
た
和

泉
橋
通
り
に
翌
年
九
月
に
再
建
さ
れ
る
︒
こ
の
時
︑
再
建
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
梧
陵
に
よ
る
多
額
の
寄
付
だ
っ
た
と
い
う
︒
再

建
さ
れ
た
種
痘
所
が
発
展
し
︑
現
在
の
東
京
大
学
医
学
部
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
︒

他
に
も
︑
文
久
二
年
に
出
版
さ
れ
た
医
学
書
﹃
七
新
薬
﹄
の
出
版
に
関
わ
る
費
用
を
援
助
す
る
な
ど
︑
梧
陵
は
日
本
の
近
代
医
学
の

発
展
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
︒
本
書
は
そ
の
例
言
九
則
の
な
か
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
長
崎
医
学
伝
習
所
に
お
け
る
ポ
ン
ペ

︵Johannes Lijdius C
atharinus Pom

pe van M
eerdervoort

）の
薬
理
学
講
義
で
得
た
内
容
お
よ
び
ウ
ー
ス
テ
ル
レ
ン︵O

esterlen

︶

と
ワ
グ
ネ
ル︵W

agner

︶の
薬
物
書
を
参
考
に
し
て
司
馬
凌
海（

（
（

が
著
述
し
︑ 

関
寛
斎（

（
（

が
校
閲
し
た
も
の
で
肝
油
な
ど（
（1
（

の
健
康
作
用
を
説
明

し
︑
筑
前
・
肥
前
に
お
け
る
肝
油
の
製
造
概
要
を
紹
介
し
て
い
る
︒
そ
れ
よ
り
二
年
前
の
万
延
元
年︵
一
八
六
〇
︶五
月
に
﹃
七
新
薬
﹄

の
凌
海
の
自
筆
稿
本
で
あ
る 

﹃
七
新
薬
説
﹄
で
既
に
﹁
肝
油
﹂
と
い
う
用
語
を
用
い
て
薬
効
・
性
状
・
製
造
法
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ

り
︑
肝
油
の
製
造
状
況
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
︒﹁
武
谷
家
所
蔵
蘭
学
者
書
翰
の
紹
介（
（（
（

﹂
を
始
め
と
す
る
諸
資
料
に
よ
っ
て
安
政

六
年
に
肝
油
の
試
作
が
始
り
︑
文
久
元
年
に
は
﹃
乾
薬
韻
府（
（1
（

﹄
を
手
引
書
に
し
た
製
造
に
成
功
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
︒
武

谷
裕
之︵
椋
亭
︑
適
塾
出
身
︶は
︑
親
し
く
交
際
し
て
い
た
洪
庵
他
︑
江
戸
や
大
阪
の
著
名
な
蘭
方
医
戸
塚
静
海
︑
川
本
幸
民
︑
箕
作
秋

坪
︑
宇
田
川
興
斎
ら
に
︑
肝
油
の
製
品
見
本
を
送
る
と
と
も
に
注
文
に
も
応
じ
て
い
た
︒

御
手
製
肝
油
壱
瓶
被
下
置
千
万
要
性
有
仕
合
御
序
之
節
可
然
御
取
成
御
礼
宜
被
仰
上
可
被
下
候
︒
殊
之
外
能
ク
出
来
候
︒
抹
魚
者

本
邦
に
て
ハ
始
而
之
製
珍
敷
奉
存
︒
海
鵡
魚
和
名
拙
者
不
申
候
︒
御
序
ニ
御
為
聞
可
被
下
候（
（1
（

︒
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安
政
五
年
十
月
十
八
日
︑
ポ
ン
ぺ
は
︑
梧
陵
と
も
交
流
の
あ
っ
た
勝
麟
太
郎
ら
と
共
に
幕
府
軍
艦
で
博
多
湾
に
寄
港
し
︑
同
二
十
二

日
ま
で
滞
在
し
て
い
る
︒
十
一
代
福
岡
藩
主
黒
田
長
溥
は
箱
崎
茶
屋
の
別
舘
に
ポ
ン
ペ
一
行
を
歓
待
し
て
︑
ポ
ン
ペ
か
ら
西
洋
医
学
の

状
況
を
聞
き
︑
西
洋
医
学
の
普
及
と
教
育
の
重
要
性
を
知
る
︒
そ
の
際
︑
ポ
ン
ペ
は
長
溥
の
持
病
で
あ
る
リ
ュ
ウ
マ
チ
の
病
状
を
診
察

し
︑
肝
油
の
服
用
を
勧
め
て
い
る（
（1
（

︒

そ
の
後
︑
学
校
で
の
肝
油
服
用
が
︑
生
徒
の
健
康
回
復
︑
維
持
に
果
た
し
た
役
割
が
調
査
さ
れ
て
い
る
︒
大
正
十
四
年︵
一
九
二
五
︶︑

虚
弱
児
童
対
策
の
一
環
と
し
て
︑
広
島
市
学
校
衛
生
医
会
が
市
立
高
等
女
学
校
で
肝
油
の
集
団
服
用
を
始
め
た
の
が
最
初
と
考
え
ら
れ

て
い
る
︒
ま
た
戦
中
・
戦
後
混
乱
期
の
低
栄
養
状
態
の
な
か
で
成
長
を
促
進
し
︑
集
団
生
活
を
す
る
学
童
期
の
結
核
・
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
を
初
め
と
す
る
集
団
流
行
の
感
染
症
予
防
に
効
果
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る（
（1
（

︒

紀
州
に
於
け
る
医
学
の
発
展

紀
州
藩
第
五
代
藩
主
徳
川
吉
宗
が
︑
江
戸
幕
府
八
代
将
軍︵
在
位
一
七
一
六
–
一
七
四
六
︶と
な
り
︑﹁
亭
保
の
改
革
﹂
の
な
か
で
殖
産

興
業
に
西
洋
の
学
術
の
必
要
性
を
認
め
︑
そ
の
導
入
を
は
か
っ
た
︒
そ
の
一
環
と
し
て
︑
享
保
五
年︵
一
七
二
〇
︶に
キ
リ
ス
ト
教
以
外

の
洋
書
輸
入
の
禁
書
令
を
緩
和
し
た
こ
と
が
︑
わ
が
国
に
蘭
学
を
根
付
か
せ
る
結
果
と
な
っ
た
︒﹃
解
体
新
書
﹄
の
出
版︵
一
七
七
四
︶を

画
期
と
す
る
蘭
学
の
興
隆
で
︑
西
洋
医
学
は
長
崎
の
出
島
を
唯
一
の
窓
口
と
し
て
︑
医
書
の
輸
入
や
蘭
館
医
に
よ
っ
て
移
入
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
本
格
的
な
医
学
の
移
入
は
文
政
六
年
︑
シ
ー
ボ
ル
ト︵Philipp Franz von Siebold

︶の
来
朝
以
降
と
考
え

ら
れ
て
い
る
︒

小
泉
栄
次
郎
は
︑﹃
漢
法
方
剤
の
新
研
究
：
総
論
﹄︵
南
江
堂
︑
一
九
四
三
︶の
﹁
漢
医
法
史
略
﹂
中
で
江
戸
時
代
の
中
世
期︵
六
代
将

軍
家
宣
か
ら
十
代
将
軍
家
治
の
七
十
八
年
間
︶の
医
法︵
古
法
派
︶に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
︒

 54 



是
よ
り
先
き
五
代
将
軍
綱
吉
の
時
代
に
硯
儒
伊
藤
仁
斎
の
門
人
に
才
学
徳
望
の
高
か
り
し
並
河
天
民
は
曰
く
儒
者
に
し
て
医
を
兼

ね
る
も
敢
え
て
儒
教
に
害
を
及
ぼ
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
︒
儒
者
は
食
録
を
得
て
儒
教
を
講
じ
得
る
も
の
あ
れ
ど
も
︑
然
ら
ざ
る

者
は
安
じ
て
其
の
職
を
全
う
し
得
ざ
る
べ
し
と
て
︑
自
ら
儒
に
し
て
医
を
兼
ね
た
り
︒
時
に
は
良
山
は
門
人
香
川
修
徳
に
勧
め
て

仁
斎
の
門
に
入
ら
せ
儒
教
を
学
ば
し
め
た
り
︒
仁
斎
は
儒
医
合
体
の
説
を
排
し
た
れ
ど
も
︑
修
徳
は
天
民
と
俱
に
其
説
を
固
守
し

た
る
為
︑
其
説
漸
次
に
旺
に
な
り
遂
に
儒
に
し
て
医
を
兼
ね
る
者
輩
出
し
︑
所
謂
儒
医
一
本
論
な
る
も
の
台
頭
し
来
り
︑
反
て
伴

侶
に
し
て
医
た
る
者
は
是
よ
り
漸
次
に
其
影
を
潜
む
る
に
至
れ
り
︒︵
二
七
–
二
八
頁
︶

﹁
技
術
﹂
と
﹁
倫
理
﹂
が
医
学
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
こ
の
頃
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
江
戸
中
期
は
﹁
古

医
法
﹂
の
勃
興
期
と
も
小
泉
は
記
し
て
い
る
︒

江
戸
時
代
初
期
に
曲
直
瀬
正
慶
が
︑
季
朱
の
医
法
を
我
が
国
に
普
及
せ
し
め
し
以
後
は
名
古
屋
玄
医
が
古
医
法
を
唱
称
し
︑
重
ね

て
後
藤
良
山
及
び
其
門
人
等
に
よ
り
古
医
法
の
振
興
を
図
り
つ
つ
︑
六
七
十
年
を
経
過
ご
せ
し
八
代
将
軍
吉
宗
の
寛
保
・
延
享︵
一

七
四
一
–
一
七
四
七
︶の
頃
︑
古
法
家
の
山
脇
東
洋
が
禁
裏
の
医
者
と
し
て
名
声
の
高
か
り
し
時
に
︑
豪
傑
の
気
風
あ
り
し
︑
安
芸

の
人
・
吉
益
東
洞
な
る
者
︑
京
都
に
来
り
医
た
ら
ん
と
し
た
り
が
︑
落
魄
困
窮
し
居
り
し
時
に
︑
東
洋
の
知
遇
を
得
て
遂
に
一
家

を
樹
つ
る
に
至
れ
り
︒︵
二
九
–
三
〇
頁
︶

吉
益
東
洞
門
下
生
の
系
譜
の
中
に
華
岡
青
洲
の
名
前
が
見
受
け
ら
れ
る
︒
漢
方
と
蘭
方
の
長
所
を
選
択
し
︑
新
た
な
知
見
を
求
め
た

﹁
漢
蘭
折
衷
派
﹂
と
言
わ
れ
る
の
が
紀
州
藩
外
科
医
の
青
洲
た
ち
で
あ
っ
た
︒
青
洲
は
二
二
歳
の
時
︑
紀
州
か
ら
京
都
に
出
て
古
医
法

を
吉
益
南
涯
に
三
か
月
︑
蘭
方
の
カ
ス
パ
ル（
（1
（

流
外
科
を
大
和
見
立
に
一
年
学
び
︑
自
ら
は
二
十
年
の
歳
月
を
か
け
て
﹁
通
仙
散（
（1
（

﹂
と
称

す
る
麻
酔
剤
の
調
合
を
完
成
さ
せ
た
︒
そ
れ
を
用
い
て
文
化
元
年︵
一
八
〇
四
︶閏
十
月
十
三
日
︑
六
十
歳
の
女
性
の
乳
癌
の
手
術
を
成

功
さ
せ
た
︒
麻
酔
薬
の
効
果
を
実
母
と
妻
に
試
験
的
に
用
い
て
︑
妻
加
恵
が
失
明
し
た
物
語
は
今
も
人
々
に
語
り
継
が
れ
て
い
る
が
︑

﹁
内
外
合
一
﹂︑﹁
活
物
窮
理
﹂
と
い
う
青
洲
の
医
療
理
念
に
基
づ
い
た
鎖
肛
︑
口
唇
裂
︑
鎖
陰︵
膣
閉
鎖
︶︑
尿
道
結
石
︑
脱
疽
︑
痔
瘻
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な
ど
の
手
術
も
実
施
し
て
い
る
︒
そ
の
全
身
麻
酔
法
が
欧
米
に
先
ん
じ
て
い
な
が
ら
発
展
を
見
な
か
っ
た
と
一
部
で
批
評
さ
れ
る
の
は
︑

そ
の
医
療
法
を
公
開
せ
ず
︑
秘
伝
と
し
て
子
孫
や
高
弟
に
限
っ
て
伝
え
る
傾
向
が
あ
っ
た
た
め
と
さ
れ
る（
（1
（

︒
そ
れ
で
も
紀
ノ
川
の
上
流

の
那
賀
郡
名
手
荘
平
山︵
春
林
軒
︶に
は
︑
全
国
か
ら
千
人
を
超
え
る
入
門
者
が
集
ま
っ
た（
（1
（

︒﹁
華
岡
医
塾
門
人
録（
11
（

﹂
に
は
︑
有
田
郡
内
か

ら
も
三
人（
1（
（

が
入
門
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

母
親
の
於お
つ
ぎ継

の
意
志
も
あ
り
地
元
に
留
ま
っ
た
青
洲（
11
（

だ
が
︑
兄
の
意
を
受
け
た
末
弟
の
華
岡
鹿
城
は
︑
文
化
八
年
ご
ろ
︑
堺
の
少
林

寺
町
で
診
療
所
を
開
い
た
︒
文
化
十
三
年
に
は
蔵
屋
敷
が
建
ち
並
ぶ
大
坂
・
中
之
島
に
移
り
︑﹁
春
林
軒
﹂
の
分
塾
を
開
設
し
︑
論
語
・

雍
也
篇
に
あ
る
﹁
知
者
楽
水
﹂
か
ら
﹁
合
水
堂
﹂︵
楽
水
堂
︶と
名
付
け
た
︒
大
坂
へ
の
進
出
に
よ
っ
て
華
岡
流
外
科
を
更
に
広
め
︑
安

定
的
に
入
門
者
を
確
保
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
︒﹁
春
林
軒
﹂
へ
の
入
門
者
は
堺
の
診
療
所
開
設
と
と
も
に
前
年
の
十
四
人
か
ら
三
八
人

に
増
え
︑﹁
合
水
堂
﹂
開
塾
の
年
に
は
四
九
人
に
な
っ
て
い
る
︒﹁
合
水
堂
﹂
は
鹿
城
没
後
も
︑
青
洲
の
養
子
で
娘
婿
の
南
洋
︑
鹿
城
の

息
子
の
積
軒
が
支
え
た
︒
門
人
は
一
七
八
〇
年
か
ら
一
八
八
二
年
の
間
︑
北
海
道
か
ら
鹿
児
島
ま
で
全
国
各
地
か
ら
二
二
〇
〇
人
に
及

び
︑
そ
の
半
数
が
大
坂
の
﹁
合
水
堂
﹂
で
学
ん
だ
︒
合
水
堂
は
西
洋
医
学
が
本
格
的
に
入
っ
て
く
る
ま
で
︑
わ
が
国
の
医
学
の
発
展
に

大
き
く
貢
献
し
︑
医
学
専
門
塾
と
し
て
は
比
類
な
い
規
模
を
誇
っ
た
︒

﹃
福
翁
自
伝
﹄
の
記
述
が
示
す
通
り
福
澤
を
含
め
適
塾
の
塾
生
は
﹁
合
水
堂
﹂
の
塾
生
を
ラ
イ
バ
ル
視
し
て
い
た
︒﹁
緒
方
塾
の
近

傍
︑
中
之
島
に
華
岡
と
い
う
漢
医
の
大
家
が
あ
っ
て
︑
そ
の
塾
の
書
生
は
い
ず
れ
も
福
生
と
み
え
服
装
も
立
派
で
︑
な
か
な
か
も
っ
て

わ
れ
わ
れ
蘭
学
生
の
類
で
は
な
い
︙
た
だ
漢
法
医
流
の
無
学
無
術
を
罵
倒
し
て
蘭
学
生
の
気
焔
を
吐
く
ば
か
り
の
事
で
あ
る（
11
（

﹂︒

佐
野
常
民
や
橋
本
左
内
な
ど
は
洪
庵
と
青
洲
か
ら
学
ん
で
い
る
が
︑﹁
和
歌
山
藩
に
初
め
て
洋
学
を
導
入
し
た
先
覚
﹂
と
呼
ば
れ
る
池

田
良
輔（
11
（

も
外
科
を
青
洲
に
学
び
︑
医
と
蘭
学
を
洪
庵
に
学
ん
だ
と
さ
れ
る
︒
医
学
だ
け
で
な
く
英
仏
独
蘭
の
諸
語
に
通
じ
た（
11
（

池
田
の
教

え
を
受
け
た
紀
州
人
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
梧
陵
と
も
交
流
の
あ
っ
た
陸
奥
宗
光
︑
鎌
田
栄
吉
︑
北
畠
道
龍
︑
長
屋
喜
彌
太
な
ど
で
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あ
る
︒
な
お
︑
池
田
の
死
を
悼
む
福
澤
の
手
紙
は
︑
次
の
通
り
︒

前
月
三
十
日
の
御
手
紙
葬
見
仕
候
奪
嚴
御
事
久
々
御
病
氣
の
処
御
養
生
不
被
爲
叶
途
に
御
長
逝
の
よ
し
誠
に
絶
言
語
驚
入
り
候
次

第
御
一
同
様
御
愁
傷
の
段
深
奉
察
候

御
病
中
の
事
情
を
詳
に
せ
ず
御
見
舞
も
不
申
上
不
行
届
の
段
御
海
容
被
下
度
候

右
は
御
返
詞
に
兼
て
御
悔
申
上
度
勾
々
如
斯
御
座
候

二
十
七
年
六
月
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

諭
吉

　
　

池
田
富
太
郎
様

前
述
の
通
り
︑
安
永
三
年︵
一
七
七
四
︶秋
︑
杉
田
玄
白
︑
前
野
良
沢（
11
（

ら
に
よ
っ
て
﹃
解
体
新
書
﹄
が
上
梓
さ
れ
︑
献
上
本
が
配
ら
れ

た
︒
翌
年
九
月
二
十
七
日
に
須
原
屋
市
兵
衛
に
よ
っ
て
販
売
手
続
き
が
と
ら
れ
一
般
に
も
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
る
︒﹃
解
体
新
書
﹄
の

版
元
︑
須
原
屋
市
兵
衛
は
江
戸
中
・
後
期
の
書
肆
で
︑
屋
号
は
申
椒
堂
︑
本
拠
を
紀
伊
国
有
田
郡
栖
原
村︵
現
在
の
湯
浅
町
栖
原
︶と
す

る
栖
原
屋
茂
兵
衛︵
千
鐘
房
︶の
分
家
と
し
て
江
戸
日
本
橋
で
開
業
し
た
︒﹃
解
体
新
書
﹄
の
出
版
か
ら
五
十
年
︑
文
政
九
年
に
出
版
さ
れ

た
﹃
重
訂
解
体
新
書
﹄︵
玄
白
に
よ
る
凡
例
の
追
加
︑
改
訳
な
ど
︶は
須
原
屋
茂
兵
衛
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
︒
湯
浅
町
前
教
育
長
故
垣
内

貞
氏
か
ら
頂
い
た
垣
内
家（
11
（

と
菊
池
家（
11
（

の
関
係
を
示
す
系
図
の
中
に
︑
梧
陵
の
妻
ま
つ
と
須
原
屋
茂
兵
衛︵
四
代
北
圃
茂
兵
衛
︶の
名
前
が

確
認
で
き
る（
11
（

︒
興
味
深
い
の
は
︑
垣
内
家
か
ら
は
多
く
の
医
者
が
輩
出
さ
れ
︑
垣
内
東
皐
は
享
保
年
間
︑
紀
州
六
代
藩
主
宗
直
に
礼
見

し
︑
つ
い
で
豊
前
中
津
藩
主
奥
平
昌
春
に
招
聘
さ
れ
︑
侍
医
と
し
て
仕
え
二
〇
〇
石
を
下
贈
さ
れ
て
い
る（
11
（

︒

東
皐
が
︑
そ
の
後
の
中
津
藩
と
紀
州
藩
の
人
脈
に
関
わ
っ
て
い
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
︑
両
藩
の
医
を
介
し
て
の
交
流
の
き
っ
か

け
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
福
澤
と
梧
陵
を
引
き
合
わ
せ
た
の
も
二
人
の
医
師
で
あ
る
︒
山
口
良
蔵
は
︑
福
澤
が
蘭
学
を
勤
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し
む
適
塾
で
の
同
僚
と
し
て
︑
特
別
に
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
書
簡
に
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
︒
福
澤
の
適
塾
入
門
は
︑﹃
適
々
齊

塾
姓
名
録
﹄
に
よ
れ
ば
︑
安
政
二
年
三
月
九
日
で
︑
良
蔵︵
入
塾
当
時
は
良
哉
︶の
入
門
は
︑
そ
れ
か
ら
一
年
後
の
﹁
安
政
三
丙
辰
仲
春

朔
日
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
良
蔵
の
入
門
時
︑
福
澤
は
二
一
歳
で
あ
っ
た
か
ら
︑
彼
は
ま
だ
十
七
歳
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
福
澤

は
︑﹃
自
伝
﹄
の
な
か
で
︑﹁
莫
逆
の
友
な
し
﹂
と
啖
呵
を
き
っ
て
い
る
が
︑
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
︑
良
蔵
は
諭
吉
が
心
を
許
し
た
数
少

な
い
友
人
の
ひ
と
り
で
は
な
か
っ
た
か（
1（
（

︒
紀
州
高
野
山
の
寺
領
安
楽
川
荘
出
身
の
松
山
棟
庵︵
一
八
三
九
–
一
九
一
九
︶は
江
戸
に
向
か

う
船
で
出
会
っ
た
良
蔵
の
勧
め
で
慶
應
二
年
鉄
砲
洲
の
福
沢
塾
に
入
塾
す
る
︒
京
都
に
出
て
新
宮
涼
民
か
ら
蘭
方
医
学
を
学
び
安
政
六

年
に
帰
郷
す
る
が
︑
数
年
は
医
療
に
従
事
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
湯
浅
村
の
豪
族
﹁
網あ
み

清せ
い

﹂（
11
（

か
ら
招
か
れ
て
少
女
を
往
診

し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
一
族
の
信
用
を
得
て
︑
湯
浅
村
で
開
業
す
る
︒
だ
が
︑
和
歌
山
で
開
業
し
て
い
た
義
兄
上
田
春
庭︵
姉
於
菅
の

夫
︶が
病
没
し
た
こ
と
で
︑
義
兄
の
遺
業
を
継
ぐ
た
め
に
湯
浅
村
を
離
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
福
澤
塾
で
英
語
を
学
び
︑
明
治
元
年︵
一
八

六
八
︶一
月
か
ら
六
ケ
月
間
︑
横
浜
在
留
の
ヘ
ボ
ン
に
師
事
し
︑
翌
年
二
月
か
ら
明
治
三
年
十
二
月
ま
で
和
歌
山
で
医
に
従
事
す
る（
11
（

︒
梧

陵
と
と
も
に
洋
学
校
﹁
共
立
学
舎
﹂
を
現
在
の
和
歌
山
市
内
に
創
設
し
た
の
は
こ
の
頃
で
あ
る（
11
（

︒
明
治
四
年
︑
大
学
東
校
に
出
仕
し
︑

大
助
教
授
と
な
る
が
︑
同
年
十
月
に
は
中
津
藩
に
福
澤
の
発
意
で
創
設
さ
れ
た
市
学
校︵
天
保
義
社
の
資
本
金
か
ら
抽
出
︶に
小
幡
篤
次

郎
と
共
に
赴
任
す
る
為
に
辞
職
し
て
い
る
︒
明
治
六
年
十
月
に
慶
應
義
塾
医
学
所
が
創
設
さ
れ
た
際
︑
医
学
所
長
を
棟
庵
が
務
め
た︵
棟

庵
の
実
兄
の
長
男
新
宮
涼
介
が
教
師
兼
監
事
を
務
め
た
︶︒

な
お
︑
慶
應
義
塾
医
学
所
の
創
設
の
動
機
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
記
載
が
い
く
つ
か
あ
る
が
︑
い
ず
れ
の
記
載
に
も
前
田
政
四
郎（
11
（

が
登
場
す
る
︒
福
澤
の
医
の
実
践
に
も
多
く
の
紀
州
の
人
材
が
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
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慶
應
義
塾
医
学
所

す
す
み
ゆ
く
世
に
生
ま
れ
た
る
う
な
ゐ
に
も
昔
の
こ
と
は
教
へ
お
か
む
な

よ
き
を
と
り
あ
し
き
を
す
て
て
外
国
に
お
と
ら
ぬ
国
と
な
す
よ
し
も
が
な

時
代
の
進
歩
が
急
速
で
日
本
の
近
代
化
も
着
実
な
状
況
で
生
ま
れ
た
﹁
う
な
ゐ
﹂︵
幼
童
︶に
も
︑
こ
れ
ま
で
の
先
人
が
積
み
上
げ
て

き
た
文
化
遺
産
の
諸
成
果
を
︑
欧
米
諸
国
の
先
進
的
な
文
明
と
同
じ
く
︑
き
ち
ん
と
伝
え
て
い
っ
て
欲
し
い
と
の
国
民
へ
の
要
望
と
明

治
天
皇
の
開
明
性
︑
進
取
性
の
信
条
が
表
さ
れ
た
二
首
の
御
製
で
あ
る（
11
（

︒

日
本
で
の
近
代
化
が
進
む
に
乗
じ
て
︑
医
学
教
育
に
も
変
革
の
時
が
来
る
︒
慶
應
義
塾
に
於
け
る
医
学
所
︑
医
学
部
創
設
の
経
緯
と

そ
の
時
代
背
景
を
辿
っ
て
み
た
い
︒
福
澤
は
︑
明
治
六
年
に
慶
應
義
塾
医
学
所
を
発
足
さ
せ
︑
約
三
〇
〇
人
の
医
師
を
養
成
し
た
が
医

育
制
度
の
変
化
︑
西
南
戦
争
の
影
響
︑
財
政
負
担
の
問
題
な
ど
か
ら
明
治
十
三
年
に
廃
校
と
し
た
︒
福
澤
は
明
治
三
十
四
年︵
一
九
〇

一
︶に
逝
去
し
た
が
︑
義
塾
に
は
大
正
六
年
に
北
里
柴
三
郎
博
士
を
中
心
に
医
学
部
が
創
設
さ
れ
た
︑
医
学
所
と
医
学
部
の
間
に
は
三
十

七
年
の
空
白
が
あ
り
︑
機
構
上
の
連
続
性
は
無
い
が
︑
底
流
に
は
福
澤
の
自
然
科
学
志
向
︑
理
科
系
教
育
重
視
の
意
思
が
脈
々
と
流
れ

て
い
た（
11
（

︒

今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
で
日
本
中
に
そ
の
名
前
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
米
国
の
大
学
が
あ
る
︒
一
八
七
六
年
︑
ド

イ
ツ
医
学
方
式
を
取
り
入
れ
て
発
足
し
た
ジ
ョ
ー
ン
ズ
・
ホ
プ
キ
ン
ス
大
学︵
Ｊ
Ｈ
Ｕ
︶の
医
学
部
で
あ
る
︒
日
本
に
二
人
の
ド
イ
ツ
医

師（
11
（

が
赴
任
し
た
時
期
︑
即
ち
日
本
に
於
け
る
ド
イ
ツ
医
学
受
容
の
開
始
時
期︵
一
八
七
一
年
︶と
ほ
ぼ
同
時
期
と
言
え
る
︒
米
国
独
立
の

初
期
に
存
在
し
た
医
科
系
の
学
校
は
五
校（
11
（

の
み
で
あ
っ
た
︒
程
度
の
低
い
医
学
校
の
乱
立
で
︑
梧
陵
が
米
国
視
察
に
赴
い
た
頃（
11
（

に
は
六
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〇
校
を
数
え
た
︒
米
国
医
学
教
育
史
の
中
で
一
七
～
一
八
世
紀
は
不
毛
の
時
期
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
︒
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
エ
リ
オ

ッ
ト︵C

harles W
illiam

 Eliot

︶学
長
は
学
生
の
学
力
の
低
下
を
警
告
し
︑
米
国
医
学
を
支
え
て
い
る
も
の
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に

留
学
し
た
少
数
の
医
師
の
み
で
あ
る
と
極
言
し
た
︒
留
学
先
は
そ
の
国
の
医
学
の
隆
盛
の
程
度
に
平
行
し
︑
イ
ギ
リ
ス
︑
フ
ラ
ン
ス
か

ら
ド
イ
ツ
へ
と
移
動
し
た
︒
Ｊ
Ｈ
Ｕ
の
創
立
は
米
国
の
独
立
か
ら
既
に
一
〇
〇
年
が
経
過
し
て
は
い
た
と
は
い
え
社
会
変
動
の
時
期
で

あ
り
︑
同
じ
く
政
治
体
制
の
大
変
革
に
よ
っ
て
医
育
制
度
の
選
択
が
迫
ら
れ
て
い
た
明
治
維
新
直
後
の
日
本
の
状
況
に
似
て
い
る（
1（
（

︒

米
国
で
最
初
の
﹁
公
衆
衛
生
﹂
を
専
門
と
す
る
大
学
が（
11
（

一
九
一
六
年
に
Ｊ
Ｈ
Ｕ
に
新
設
さ
れ
る
が
︑
そ
の
費
用
は
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー

財
団
か
ら
提
供
さ
れ
た
︒
慶
應
義
塾
大
学
医
学
部
が
同
財
団（
11
（

の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
の
も
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
︒
慶
應
義
塾
に
於
い

て
は
︑
昭
和
四
年︵
一
九
二
九
︶︑
現
在
も
教
室
が
使
用
さ
れ
て
い
る
予
防
医
学
校
舎
が
同
財
団
チ
ャ
イ
ナ
メ
デ
ィ
カ
ル
ボ
ー
ド
か
ら
の

寄
附
と
と
も
に
建
設
さ
れ
た
︒
Ｊ
Ｈ
Ｕ
へ
の
留
学
後
︑
広
く
日
本
の
医
学
の
国
際
化
に
尽
力
し
た
草
間
良
男
︑
当
時
の
教
室
在
籍
者
で
︑

国
立
療
養
所
長
島
愛
生
園
園
長
等
と
し
て
日
本
の
ハ
ン
セ
ン
病
対
策
に
一
生
を
捧
げ
た
高
島
重
孝︵
皮
膚
科
医
︶︑
国
立
公
衆
衛
生
院
衛

生
統
計
学
部
長
等
と
し
て
日
本
の
衛
生
統
計
学
・
遺
伝
統
計
学
を
切
り
拓
い
た
川
上
理
一︵
眼
科
医
︶な
ど
︑
多
く
の
衛
生
学
︑
公
衆
衛

生
学
分
野
で
の
先
駆
者
が
輩
出
さ
れ
て
い
る（
11
（

︒

公
衆
衛
生
の
黎
明
期
と
福
澤
諭
吉

先
に
述
べ
た
通
り
︑
蘭
学
の
芽
生
え
は
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
の
時
代
で
あ
る
︒
吉
宗
は
殖
産
興
業
︑
国
産
化
奨
励
の
方
針
か
ら
海
外

の
物
産
に
関
心
を
示
し
︑
馬
匹
改
良
の
た
め
享
保
十
年
な
ど
数
回
オ
ラ
ン
ダ
船
に
よ
り
西
洋
馬
を
輸
入
︑
ド
イ
ツ
生
ま
れ
の
馬
術
師
ケ

イ
ズ
ル
を
招
い
て
洋
式
馬
術
︑
馬
医
学
を
学
ば
せ
た
︒
ま
た
︑
一
七
二
八
年
︑
外
国
産
馬
を
輸
入
し
た
際
に
イ
ン
ド
産
の
白
牛
も
三
頭

輸
入
し
︑
慶
長
十
九
年︵
一
六
一
四
︶幕
府
直
轄
地
と
な
っ
た
嶺
岡
牧
で
繁
殖
を
始
め
た
︒
乳
製
品
は
﹁
白
牛
酪（
11
（

﹂
と
呼
ば
れ
︑
バ
タ
ー
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の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
ら
し
い
︒
滋
養
強
壮
や
解
熱
用
の
薬
と
し
て
将
軍
家
に
も
献
上
さ
れ
た
と
い
う
︒
吉
宗
が
初
め
て
放
牧
し
た
白

牛
は
雄
一
頭
︑
雌
二
頭
の
三
頭
だ
っ
た
が
︑
嶺
岡
牧
で
は
こ
れ
を
も
と
に
数
を
増
や
し
︑
六
十
四
年
後
の
寛
政
四
年︵
一
七
九
二
︶に
は

約
七
〇
頭
ま
で
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
︒

徳
川
幕
府
は
雉
子
橋
御
厩
で
牛
を
飼
育
し
将
軍
に
牛
乳
及
び
乳
製
品
を
供
し
て
い
た
が
︑
明
治
政
府
に
な
る
と
由
利
公
正
が
雉
子
橋

厩
舎
に
前
田
留
吉
を
雇
用
し
︑
搾
取
法
を
一
般
の
牧
夫
に
伝
授
し
た
︒
厩
舎
が
廃
止
に
な
る
と
︑
横
浜
に
住
む
英
国
人
か
ら
乳
牛
及
び

製
造
機
具
を
買
い
︑
明
治
二
年
に
﹁
築
地
牛
馬
会
社
﹂
を
設
立
し
た
︒
引
き
続
き
前
田
を
起
用
し
搾
乳
技
術
の
指
導
に
従
事
さ
せ
広
く

普
及
啓
蒙
を
図
っ
た
︒
そ
の
頃
︑
福
澤
は
腸
チ
フ
ス
に
か
か
り
牛
乳
を
飲
ん
で
回
復
し
た
事
を
牛
馬
会
社
へ
の
礼
状
に
書
い
て
︑
牛
乳

を
宣
伝
し
て
い
る
︒﹃
牛
肉
之
説
﹄
で
は
︑
当
時
の
日
本
人
に
対
し
て
栄
養
面
か
ら
食
生
活
を
改
善
す
べ
く
肉
食
を
薦
め
て
い
る（
11
（

︒

此
亦
人
の
天
性
な
れ
ば
︑
若
し
此
性
に
戻
り
肉
類
の
み
を
喰
ひ
或
は
五
穀
草
木
の
み
を
喰
ふ
と
き
は
必
ず
身
心
虚
弱
に
陷
り
︑
不

意
の
病
に
罹
て
斃
る
ゝ
歟
︑
又
は
短
命
な
ら
ざ
る
も
生
て
甲
斐
な
き
病
身
に
て
︑
生
涯
の
樂
な
か
る
べ
し
︒
古
來
我
日
本
國
は
農

業
を
つ
と
め
︑
人
の
常
食
五
穀
を
用
ひ
肉
類
を
喰
ふ
こ
と
稀
に
し
て
︑
人
身
の
榮
養
一
方
に
偏
り
自
か
ら
病
弱
の
者
多
け
れ
ば
︑

今
よ
り
大
に
牧
牛
羊
の
法
を
開
き
︑
其
肉
を
用
ひ
其
乳
汁
を
飮
み
滋
養
の
缺
を
補
ふ
べ
き
筈
な
れ
ど
も
︑
數
千
百
年
の
久
し
き
︑

一
國
の
風
俗
を
成
し
︑
肉
食
を
穢
た
る
も
の
ゝ
如
く
云
ひ
な
し
︑
妄
に
之
を
嫌
ふ
者
多
し
︒
畢
竟
人
の
天
性
を
知
ら
ず
人
身
の
窮

理
を
辨
へ
ざ
る
無
學
文
盲
の
空
論
な
り
︒

福
澤
が
大
坂
の
適
塾
で
塾
長
を
務
め
て
い
た
当
時
安
政
四
～
五
年︵
一
八
五
七
～
五
八
︶︑
他
の
塾
生
と
と
も
に
牛
鍋
屋
で
食
べ
︑
飲

ん
だ
と
い
う
記
述
が
﹃
福
翁
自
伝
﹄
に
は
見
ら
れ
る
︒
一
八
五
九
年
の
開
国
以
前
の
話
で
あ
る
︒
七
世
紀
後
半
︑
天
武
天
皇
が
肉
食
の

禁
止
を
発
令（
11
（

し
て
以
来
︑
日
本
人
は
︑
実
に
千
二
百
年
の
長
き
に
わ
た
り
牛
肉
を
食
べ
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
︑
当
時
も
ご
禁
制
の
品
で

あ
っ
た
︒
わ
が
国
で
肉
食
の
禁
が
解
か
れ
た
の
は
︑
明
治
四
年︵
一
八
七
一
︶十
二
月
の
こ
と
で
あ
る
︒
翌
年
一
月
︑
明
治
天
皇
は
自
ら

牛
肉
を
試
食
さ
れ
た
︒
こ
う
し
て
文
明
開
化
の
先
陣
を
切
っ
て
︑
食
肉
文
化
は
日
本
人
に
浸
透
し
て
い
く
が
︑
こ
れ
に
は
﹁
食
﹂
を
含
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め
た
西
洋
文
明
導
入
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
福
澤
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

﹁
す
き
焼
き
﹂
を
始
め
と
す
る
牛
肉
食
が
流
行
す
る
数
年
前
か
ら
︑
中
川
嘉
兵
衛
は
︑
そ
の
流
行
を
見
越
し
て
︑
江
戸
時
代
末
期
の

慶
応
三
年︵
一
八
六
七
︶に
︑
武
蔵
国
荏
原
郡
今
里
村︵
現
在
の
白
金
︶の
名
主
だ
っ
た
堀
越
藤
吉
か
ら
土
地
を
借
り
て
牛
屠
場
を
開
設
し

た
︒
ま
だ
牛
肉
は
手
に
入
り
に
く
く
品
薄
で
あ
り
︑
屠
牛
や
牛
肉
食
に
は
か
な
り
抵
抗
の
強
い
時
代
で
あ
る
︒
し
か
も
冷
蔵
技
術
も
無

か
っ
た
為
に
︑
横
浜
に
あ
っ
た
公
設
の
屠
牛
場
か
ら
江
戸
ま
で
移
送
す
る
際
に
︑
牛
肉
が
傷
ん
で
し
ま
う
事
も
多
か
っ
た
︒
そ
こ
で
嘉

兵
衛
は
︑
江
戸
で
の
屠
牛
場
開
設
を
計
画
し
た
︒

同
年
五
月
か
ら
︑
遂
に
江
戸
に
お
い
て
︑
初
の
牛
肉
販
売
が
始
ま
る
こ
と
に
な
る
︒﹃
明
治
物
事
起
原
﹄
に
は
同
年
十
二
月
版
の
﹁
万

国
新
聞
紙
﹂
第
九
集
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
中
川
屋
﹂
の
広
告
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

各
国
公
使
館
用
辨
の
為
︑
牛
肉
店
高
輪
開
候
處
︑
御
薬
用
旁
諸
家
様
よ
り
御
用
被
仰
付
︑
日
に
増
繁
栄
仕
︑
遠
路
運
び
出
来
兼
候

に
付
︑
今
般
柳
原
へ
出
張
賣
弘
申
候
間
︑
澤
山
御
買
取
之
程
奉
願
候
︒ 

江
戸
柳
原
請
負　

中
川
屋

ま
た
︑﹁
当
時
芝
新
銀
座
に
慶
應
義
塾
出
来
︑
塾
長
の
福
澤
先
生
や
︑
光
明
寺
三
郎
氏
な
ど
は
︑
客
筋
な
り
し
﹂
と
の
記
述
も
あ
る
こ

と
か
ら
︑
中
川
屋
に
は
福
澤
が
頻
繁
に
通
っ
て
い
た
こ
と
も
想
像
で
き
る
︒

そ
の
後
︑
嘉
兵
衛
は
製
氷
ビ
ジ
ネ
ス
に
本
格
的
に
乗
り
出
し
た
た
め
に
肉
食
業
か
ら
手
を
引
く
こ
と
に
な
る
が
︑
こ
れ
に
も
福
澤
が

大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
︒
明
治
三
年
五
月
中
旬
︑
福
澤
は
発
疹
チ
フ
ス
を
発
症
す
る
︒
福
井
藩
主
松
平
春
嶽
が
外
国
製
の
小
型
製
氷
機

を
所
有
し
て
い
た
こ
と
を
聞
い
た
慶
応
義
塾
の
塾
生
が
借
り
受
け
︑
大
学
東
校︵
東
京
大
学
︶の
宇
都
宮
三
郎
教
授
が
こ
の
ア
ン
モ
ニ
ア

蒸
発
式
の
製
氷
機
で
製
氷
し
︑
福
澤
の
解
熱
に
役
立
て
た
と
さ
れ
る
︒
身
を
以
て
嘉
兵
衛
に
道
を
示
し
た
と
も
言
え
る
︒
こ
の
時
に
は
︑

眼
科
医
で
あ
る
ヘ
ボ
ン︵Jam

es C
urtis H

epburn

︶は
治
療
法
が
わ
か
ら
ず
︑
白
羽
の
矢
が
立
っ
た
デ
ュ
ア
ン
・
Ｂ
・
シ
モ
ン
ズ︵D

uane 

B. Sim
m

ons

︶が
治
療
に
あ
た
っ
た
︒
そ
れ
以
来
︑
福
澤
は
シ
モ
ン
ズ
を
非
常
に
厚
遇
し
︑
後
に
︑
慶
応
義
塾
構
内
に
住
ま
わ
せ
る
よ

う
に
も
な
る
︒
滞
米
中
の
梧
陵
の
世
話
を
福
澤
か
ら
任
さ
れ
た
の
も
シ
モ
ン
ズ
で
あ
っ
た
︒
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世
界
的
に
は
︑
一
九
世
紀
に
入
る
と
天
然
氷
の
利
用
が
一
般
市
民
に
広
が
っ
て
行
き
︑
天
然
の
氷
を
大
規
模
に
切
り
出
し
て
遠
隔
地

へ
輸
送
・
販
売
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
が
生
ま
れ
た
︒
一
八
〇
六
年
に
は
米
国
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
地
方
の
湖
沼
の
氷
を
販
売
す
る
事
業
が

始
ま
り
︑
ボ
ス
ト
ン
港
か
ら
世
界
各
地
へ
輸
出
さ
れ
始
め
る
︒
こ
れ
は
﹁
氷
王
﹂
と
呼
ば
れ
た
チ
ュ
ー
ダ
ー︵Fredric Tudor

︶が
始
め

た
事
業
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
︒
チ
ュ
ー
ダ
ー
は
︑
ボ
ス
ト
ン
の
裕
福
な
法
律
家
の
家
庭
に
生
ま
れ
た
が
︑
若
い
時
か
ら
ビ
ジ
ネ
ス
を

志
し
︑
二
三
才
の
時
︑
ボ
ス
ト
ン
近
郊
の
池
か
ら
氷
を
切
り
出
し
︑
帆
船
に
積
ん
で
ハ
ー
ン
が
来
日
を
果
た
す
前
に
数
年
間
を
過
ご
し

た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
カ
リ
ブ
海
の
マ
ル
テ
ィ
ニ
ー
ク
島
ま
で
運
ぶ
こ
と
に
成
功
し
た
︒
航
海
に
は
約
二
週
間
を
要
し
た
が
︑
そ
の
間

の
保
冷
技
術
と
し
て
は
︑
安
価
に
入
手
で
き
る
タ
ン
樹
皮
で
船
艙
を
覆
っ
て
い
た
︒
こ
れ
は
︑
チ
ュ
ー
ダ
ー
が
カ
リ
ブ
海
の
諸
島
に
は

米
国
か
ら
の
多
く
の
輸
送
船
が
ほ
と
ん
ど
空
荷
で
来
港
し
て
果
物
な
ど
の
荷
物
を
積
み
込
ん
で
帰
っ
て
い
く
の
に
着
目
し
て
思
い
つ
い

た
事
業
と
言
わ
れ
て
い
る（
11
（

︒

牛
肉
や
牛
乳
を
取
り
扱
う
上
で
︑
腐
敗
防
止
や
品
質
保
持
は
大
き
な
課
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
嘉
兵
衛
は
前
述
の
ヘ
ボ
ン
博
士

な
ど
か
ら
も
︑
食
品
衛
生
に
お
け
る
氷
の
有
益
性
を
教
示
さ
れ
て
い
た
︒
函
館
・
五
稜
郭
の
良
好
な
水
質
と
船
便
で
の
利
便
性
に
目
を

つ
け
た
嘉
兵
衛
は
榎
本
武
揚
の
援
助
も
得
な
が
ら
︑
当
時
の
北
海
道
開
拓
使
・
黒
田
清
隆
か
ら
五
稜
郭
に
お
け
る
七
年
間
の
採
氷
専
取

権
を
獲
得
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
︒
慶
応
三
年
︑
函
館
に
渡
っ
た
嘉
兵
衛
は
︑
全
財
産
を
投
入
し
て
六
回
目
の
採
氷
に
挑
戦
す
る
が
︑

そ
の
年
の
暖
冬
で
薄
い
氷
し
か
で
き
ず
︑
二
五
〇
㌧
の
氷
を
横
浜
に
搬
送
す
る
も
大
損
失
を
被
る
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
二
年
後
の

明
治
元
年
︑
嘉
兵
衛
は
七
回
目
の
挑
戦
の
末
に
つ
い
に
良
質
の
天
然
氷
約
五
〇
〇
㌧
を
採
氷
し
︑
そ
れ
ら
を
販
売
す
る
こ
と
に
成
功
し

た
の
で
あ
る
︒ 

そ
の
後
︑
嘉
兵
衛
の
氷
事
業
は
順
調
に
成
長
し
︑
翌
年
の
生
産
量
は
六
〇
〇
㌧
︑
一
八
八
二
年
に
は
三
四
〇
〇
㌧
に
達

し
て
い
る
︒
一
八
七
一
年
に
は
函
館
の
豊
川
町
に
貯
氷
庫
を
建
設
し
︑
更
に
一
八
七
三
年
に
は
日
本
橋
の
箱
崎
町
に
輸
出
の
為
の
大
型

氷
室
を
建
設
す
る
︒
そ
の
後
の
四
年
間
で
の
清
国
︑
韓
国
︑
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
︑
イ
ン
ド
な
ど
へ
の
総
輸
出
量
は
︑
約
八
〇
〇
〇
㌧
に
も

達
し
た
と
い
う
︒
そ
の
間
の
純
利
益
は
︑
今
日
の
貨
幣
価
値
に
換
算
す
る
と
三
八
兆
円
と
い
う
莫
大
な
も
の
で
あ
っ
た（
11
（

︒
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横
浜
に
出
て
塵
芥
処
理
の
人
夫
な
ど
を
し
て
い
た
嘉
兵
衛
だ
が
︑
前
述
の
シ
モ
ン
ズ
に
認
め
ら
れ
て
そ
の
雇
人
と
な
る
︒
公
使
館
に

も
コ
ッ
ク
と
し
て
務
め
る
よ
う
に
な
っ
た
嘉
兵
衛
は
︑
そ
の
交
流
か
ら
外
国
人
の
飲
む
﹁
牛
乳
﹂
の
需
要
に
目
を
つ
け
る
よ
う
に
な
る
︒

文
久
元
年
に
横
浜
の
洲
干
弁
天
付
近︵
関
内
︶で
搾
乳
・
牛
乳
販
売
業
を
始
め
︑
シ
モ
ン
ズ
な
ど
を
介
し
て
壜
詰
し
た
牛
乳
の
販
売
を
開

国
以
来
︑
横
浜
外
国
人
居
留
地
に
増
え
て
き
た
外
国
人
に
始
め
る
︒
こ
の
搾
乳
業
が
よ
う
や
く
軌
道
に
乗
り
か
け
た
頃
︑
横
浜
の
搾
乳

場
が
火
災
に
あ
い
︑
乳
牛
二
頭
も
ろ
と
も
焼
失
し
て
し
ま
う
︒
火
災
の
報
を
聞
い
た
シ
モ
ン
ズ
は
︑
馬
で
駆
け
つ
け
︑
焼
死
し
た
乳
牛

を
み
て
︑﹁
中
川
は
牛
の
丸
焼
き
を
つ
く
っ
た
﹂
と
冗
談
を
と
ば
し
て
嘉
兵
衛
を
元
気
づ
け
た
と
い
う
︒
後
に
嘉
兵
衛
が
牛
食
肉
業
に
着

手
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
面
白
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
も
言
え
る（
11
（

︒

な
お
︑
明
治
二
十
一
年︵
一
八
八
八
︶の
農
務
局
畜
産
掛
の
調
査
資
料
に
は
︑
明
治
初
年
以
降
東
京
の
民
間
人
が
輸
入
し
た
乳
牛
品
種

の
記
録
が
あ
る
︒
明
治
十
八
年
︑
梧
陵
と
も
親
交
の
あ
っ
た
津
田
出
は
千
葉
・
茨
城
県
境
に
広
大
な
原
野
の
払
い
下
げ
を
受
け
︑
桑
園

と
酪
農
の
経
営
を
試
み
よ
う
と
ジ
ャ
ー
ジ
ー
種
牝
牡
牛
十
九
頭
︑
同
年
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
種
牝
牡
六
頭
を
米
国
か
ら
輸
入
し
て
い
る
︒
結

果
的
に
は
︑
津
田
に
よ
る
大
規
模
農
場
経
営
は
失
敗
に
終
わ
る
が
︑
梧
陵
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
客
死
し
た
年
の
出
来
事
で
あ
る
︒
邦
字

新
聞
記
事
か
ら
︑
津
田
が
乳
牛
をSan Luis O

bispo

のSteele

兄
弟
の
牧
場
か
ら
輸
入
し
た（
1（
（

可
能
性
が
高
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
滞
米

中
の
梧
陵
ら
が
西
海
岸
を
後
に
す
る
直
前
に
は
︑
津
田
の
長
男
道
太
郎
が
陸
路
で
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
向
か
っ
て
い
た（
11
（

こ
と
か
ら
︑

乳
牛
の
買
い
付
け
に
も
梧
陵
が
関
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
当
時
の
紀
州
人
特
有
の
﹁
新
し
い
物
好
き
﹂
の
系
譜（
11
（

を
感
じ

る
︒明

治
三
十
二
年
︑
愛
光
舎
の
角
倉
賀
道（
11
（

が
米
国
か
ら
帰
朝
し
て
牛
乳
を
消
毒
し
始
め
る
︒
こ
の
頃
か
ら
東
京
で
は
生
乳
の
販
売
が
な

く
な
り
︑
殺
菌
牛
乳
に
か
わ
っ
た
が
︑
規
則
と
し
て
は
殺
菌
を
命
じ
ら
れ
て
い
な
い
︒
搾
取
業
者
が
自
発
的
に
工
夫
を
こ
ら
し
た
も
の

で
︑﹁
牛
乳
営
業
取
締
規
則（
11
（

﹂
で
は
︑
搾
乳
所
の
構
造
︑
牛
乳
成
分
の
構
成
︑
容
器
な
ど
が
規
制
さ
れ
る
が
︑
昭
和
八
年
大
改
正
ま
で
牛

乳
の
殺
菌
に
は
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
た
だ
こ
の
規
則
の
発
布
が
き
っ
か
け
と
な
り
︑
搾
取
業
は
郊
外
に
移
転
し
て
い
く
︒
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公
衆
衛
生
に
自
ら
取
り
組
ん
だ
搾
乳
業
者
は
設
備
投
資
の
問
題
を
抱
え
て
︑
家
業
か
ら
企
業
へ
と
形
態
を
か
え
な
が
ら
近
代
化
に
向
か

っ
た
の
で
あ
る（
11
（

︒

健
康
と
衛
生
に
関
す
る
歴
史
認
識

医
学
書
を
含
む
県
立
耐
久
高
校
な
ど
に
蔵
書
さ
れ
て
い
る
﹃
梧
陵
文
庫（
11
（

﹄
と
呼
ば
れ
る
古
書
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
も
想
像
で
き
る

こ
と
だ
が
︑﹁
お
お
よ
そ
江
戸
時
代
の
人
々
は
︑
貝
原
益
軒
の
﹃
養
生
訓
﹄
に
あ
る
よ
う
な
︑
通
俗
的
な
日
常
訓
・
道
徳
訓
に
関
連
し
た

心
身
の
整
序
の
世
界
に
生
き
て
い
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
養
生
論
は
︑
一
九
世
紀
後
半
の
種
痘
と
コ
レ
ラ
流
行
に
よ
り
人
々
の
日
常
生
活

と
は
断
絶
し
て
し
ま
っ
た（
11
（

﹂︒
そ
し
て
今
︑
我
々
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
っ
て
︑
こ
れ
ま
で
築
き
上
げ
て
来
た
﹁
日
常
生

活
﹂
を
如
何
に
変
容
さ
せ
る
べ
き
か
悩
ん
で
い
る
の
で
あ
る
︒

明
治
十
年︵
一
八
七
七
︶の
西
南
戦
争
後
の
兵
士
の
移
動
時
の
コ
レ
ラ
の
流
行
な
ど
を
経
験
し
た
日
本
で
は
︑
そ
れ
ま
で
風
土
的
特
性

か
ら
あ
る
程
度
許
容
さ
れ
て
い
た
裸
体
や
裸
足
の
習
俗
を
取
り
締
ま
り
︑
散
髪
や
入
浴
の
奨
励
︑
調
理
法
や
栄
養
面
の
指
導
な
ど
︑
個

人
の
健
康
維
持
を
名
目
に
し
て
環
境
衛
生
の
徹
底
︑
生
活
様
式
の
西
欧
化
︑
近
代
化
を
は
か
る
た
め
の
規
制
や
指
導
が
数
々
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
る
︒
当
時
﹁
健
康
﹂
と
い
う
言
葉
は
ま
だ
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
が
︑
国
民
が
近
代
国
家
︑
あ
る
い
は
軍
事
強
国
の
国
民
に

ふ
さ
わ
し
い
立
派
な
身
体
を
持
ち
︑
病
気
に
か
か
ら
な
い
よ
う
に
統
制
︑
指
導
す
る
こ
と
は
国
の
重
要
な
政
策
課
題
で
あ
っ
た
︒
地
域

社
会
や
職
場
に
﹁
衛
生
組
合
﹂
を
組
織
し
て
成
員
の
健
康
状
態
を
相
互
監
視
す
る
体
制
を
つ
く
り
︑
ま
た
︑
全
国
的
に
実
施
す
る
児
童

生
徒
の
体
格
検
査
や
衛
生
調
査
の
デ
ー
タ
を
国
が
一
元
的
に
管
理
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

﹃
国
立
衛
生
試
験
所
百
年
史（
11
（

﹄
に
よ
れ
ば
︑
当
時
原
因
不
明
の
コ
レ
ラ
の
防
疫
対
策
と
し
て
は
︑
横
浜
十
全
病
院
医
師
で
あ
っ
た
シ

モ
ン
ズ
が
消
毒
液
と
し
て
指
示
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
石
炭
酸
だ
け
が
頼
み
の
綱
で
あ
っ
た
︒
外
国
に
大
量
発
注
し
た
が
急
場
に
は
合
わ
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ず
︑
一
時
に
需
要
が
殺
到
し
て
在
庫
が
底
を
つ
き
︑
一
ポ
ン
ド
五
〇
銭
だ
っ
た
価
格
が
二
八
円
に
暴
騰
し
︑
防
疫
に
も
支
障
を
来
し
た
︒

石
炭
酸
は
明
治
十
年
二
月
公
布
の
﹁
毒
薬
劇
薬
取
扱
規
則
﹂
の
劇
薬
に
指
定
直
後
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
衛
生
局
は
非
常
措
置
と
し
て

九
月
二
十
七
日
布
達
で
﹁
五
十
倍
以
上
ノ
水
ニ
溶
解
シ
タ
ル
分
及
ビ
他
ノ
薬
物
ト
混
和
調
整
シ
タ
分
﹂
を
地
方
庁
に
限
り
販
売
を
許
し

て
い
る
︒

シ
モ
ン
ズ
に
は
︑
神
奈
川
県
に
信
頼
で
き
る
理
解
者
が
い
た
︒
神
奈
川
県
権
令
大
江
卓
で
あ
る
︒
保
健
衛
生
に
熱
心
で
あ
っ
た
大
江

は
︑
シ
モ
ン
ズ
が
市
民
医
療
に
専
念
で
き
る
よ
う
に
努
力
す
る
︒
明
治
五
年
頃
︑
前
年
春
に
作
ら
れ
た
仮
病
院
が
火
事
に
よ
っ
て
焼
失

し
︑
横
浜
で
は
病
院
が
な
く
市
民
が
困
っ
て
い
た
︒
こ
の
た
め
︑
大
江
は
民
間
に
よ
び
か
け
病
院
設
置
に
奔
走
す
る
一
方
︑
慶
應
義
塾

で
英
学
を
学
ん
で
丸
屋
商
店︵
後
の
丸
善
︶を
横
浜
で
創
め
て
い
た
早
矢
仕
有
的
︑﹁
医
官
総
括
﹂
と
し
て
松
山
棟
庵
ら
も
開
院
に
尽
力
す

る
︒
彼
ら
の
願
い
が
叶
い
︑
同
年
九
月
に
市
中
共
立
病
院（
11
（

が
開
院
さ
れ
る
︒
更
に
大
江
は
︑
シ
モ
ン
ズ
を
本
病
院
の
委
任
医
師
と
す
る

た
め
︑
明
治
六
年
五
月
に
大
蔵
省
へ
伺
い
︑
彼
を
神
奈
川
県
雇
医
と
し
て
任
用︵
同
年
九
月
︶す
る
︒
こ
の
病
院
で
は
い
ち
早
く
困
窮
者

施
療
が
実
施
さ
れ
る
が
︑
こ
れ
は
弱
者
救
済
に
信
念
を
持
つ
大
江
と
元
宣
教
師
で
慈
恵
医
療
の
志
を
持
つ
シ
モ
ン
ズ
の
意
向
に
よ
る
も

の
だ
っ
た（
1（
（

︒
シ
モ
ン
ズ
は
診
療
面
で
日
本
通
の
名
医
と
し
て
評
判
を
得
た
他
︑
売
薬
取
締
の
必
要
の
提
言
︑
医
学
書
の
著
述︵﹃
黴
毒
小

箒
﹄
は
︑
シ
モ
ン
ズ
が
講
述
し
た
も
の
を
近
藤
良
薫
が
筆
記
︑
棟
庵
が
校
閲
し
た
も
の
︶︑
コ
レ
ラ
対
策︵
神
奈
川
県
令
陸
奥
宗
光
宛
に

﹁
防
恙
法
建
立
執
行
之
儀
﹂
と
題
す
る
建
議
を
提
出
し
︑
港
湾
検
疫
の
実
施
し
た
︶︑
種
痘
の
普
及
な
ど
多
方
面
に
腕
を
振
る
う（
11
（

︒
こ
の

よ
う
な
シ
モ
ン
ズ
を
慕
っ
て
各
地
か
ら
彼
に
師
事
し
よ
う
と
集
ま
る
者
が
多
く
い
た
︒
そ
の
中
に
若
か
り
し
頃
の
中
濱
東
一
郎
が
い
た
︒

東
一
郎
の
父
・
万
次
郎
は
︑
福
澤
と
共
に
咸
臨
丸
で
渡
米
し
て
い
る
︒
東
一
郎
は
東
京
大
学
医
学
部
を
卒
業
後
︑
明
治
十
八
年
に
内
務

省
御
用
掛
と
な
り
ド
イ
ツ
に
留
学
し
︑
帰
朝
後
東
京
衛
生
試
験
所
勤
務
と
な
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
中
央
衛
生
委
員
と
し
て
晩
年
ま

で
活
躍
し
た
︒

﹁
健
康
﹂
は
︑
西
洋
医
学
の
生
理
学
的
解
剖
学
的
な
概
念
を
表
示
す
る
専
門
用
語
と
し
て
生
ま
れ
た
︒
洪
庵
が
翻
訳
し
た
﹃
病
学
通
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論
﹄
は
日
本
で
最
初
に
病
理
学
を
紹
介
し
た
書
で
あ
る
︒
そ
の
中
で
洪
庵
は
日
本
語
と
し
て
の
医
学
用
語
を
多
く
創
作
し
て
い
る
が
︑

そ
の
一
つ
が
﹁
健
康
﹂
に
な
る（
11
（

︒
そ
の
﹁
健
康
﹂
が
一
般
的
な
言
葉
に
な
る
の
は
︑
明
治
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
貢
献
度

が
高
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
は
︑
や
は
り
福
澤
で
あ
る
︒
万
延
元
年
︑
福
澤
は
︑
中
国
の
子
卿
と
い
う
人
物
が
米
国
で
出
版
し
た
﹃
華

英
通
語
﹄︵
岡
田
屋
嘉
七
︑
一
八
六
〇
︶と
い
う
中
英
辞
書
に
︑
片
仮
名
で
英
語
の
発
音
と
日
本
語
の
訳
語
を
つ
け
た
﹃
増
訂
華
英
通
語
﹄

︵
快
堂
蔵
板
︑
一
八
六
〇
︶を
出
版
し
た
︒
同
書
に
はhealth

と
い
う
項
目
が
あ
る
が
︑
子
卿
に
よ
る
中
国
語
の
訳
語
﹁
精
神
﹂
が
あ
る

だ
け
で
︑
福
澤
に
よ
る
日
本
語
訳
が
な
い（
11
（

︒

仮
に
﹁
健
康
﹂
と
い
う
語
を
用
い
て
も
︑
読
者
が
西
洋
医
学
に
通
じ
て
い
な
け
れ
ば
︑
何
の
こ
と
だ
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
意
図
が

あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
︒﹃
増
訂
華
英
通
語
﹄
か
ら
六
年
後
︑
慶
応
二
年
に
出
版
し
た
﹃
西
洋
事
情
初
編
﹄
で
︑
初
め
て
﹁
健
康
﹂
と
い

う
言
葉
を
使
う
︒
そ
し
て
︑﹃
西
洋
事
情
外
編
﹄︵
一
八
六
九
︶で
はhealth

を
﹁
健
康
﹂
と
訳
し
︑
さ
ら
に
︑﹃
学
問
の
す
す
め
﹄
第
四

篇︵
一
八
七
四
︶で
も
﹁
健
康
﹂
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
︒
ま
た
︑
福
澤
と
も
親
交
の
あ
っ
た
西
周
が
︑﹃
学
問
の
す
す
め
﹄
第
四
篇
が

出
版
さ
れ
た
翌
年
︑﹃
明
六
雑
誌
﹄
第
三
八
号
で
︑﹁
人
世
三
宝
説
﹂
と
い
う
論
文
を
発
表
し
て
い
る
︒

三
宝
と
は
何
物
な
る
や
と
云
う
に
︑
第
一
に
健
康︵
ま
め
︶︑
第
二
に
知
識︵
ち
え
︶︑
第
三
に
富
有︵
と
み
︶の
三
つ
の
も
の
な
り
︒

西
は
︑﹁
健
康
﹂
と
い
う
漢
字
表
記
︑
見
慣
れ
な
い
語
が
指
し
て
い
る
事
柄
が
︑
当
時
の
一
般
的
日
本
人
に
馴
染
み
の
あ
る
日
本
語
で

言
え
ば
︑﹁
ま
め
﹂
に
相
当
す
る
と
し
て
ル
ビ
を
付
し
て
い
る
︒
福
澤
や
西
な
ど
明
治
初
期
の
啓
蒙
家
︑
有
識
者
は
︑
こ
の
よ
う
な
工
夫

を
し
な
が
ら
︑﹁
健
康
﹂
と
い
う
漢
字
表
現
と
そ
の
概
念
内
容
を
流
通
さ
せ
︑
語
彙
︑
概
念
と
も
に
︑
公
的
或
い
は
政
治
的
な
も
の
と
し

て
︑
普
及
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
日
本
人
の
﹁
身
体
﹂
は
︑
食
文
化
の
変
容
な
ど
と
共
に
明
治
期
に
大
き
く
変
化
し
た
︒
こ
の
変
化

に
影
響
が
あ
っ
た
の
は
︑
学
校
制
度
で
あ
っ
た
と
い
う
︒﹁
健
康
﹂
と
い
う
概
念
も
︑
学
校
教
育
を
通
じ
て
流
通
・
普
及
し
て
い
き
︑
日

本
人
の
身
体
を
変
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
関
し
て
最
も
わ
か
り
や
す
い
証
拠
は
教
科
書
で
あ
る（
11
（

︒

身
体
を
︑
健
康
に
せ
む
と
欲
せ
ば
︑
つ
ね
に
︑
飲
食
を
つ
つ
し
み
︑
清
潔
を
旨
と
し
︑
衣
服
の
垢
汚
を
去
り
︑
室
内
の
空
気
を
新
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鮮
な
ら
し
め
︑
も
っ
ぱ
ら
︑
摂
生
の
法
を
ま
も
る
べ
し
︒
万
の
病
は
、
摂
生
の
法
を
守
ら
ざ
る
よ
り
お
こ
る
も
の
多
し
︒
身
体
︑

健
康
な
ら
ざ
れ
ば
︑
忠
孝
の
努
め
も
お
こ
な
う
こ
と
能
は
ず
︑
人
生
の
快
楽
も
う
る
こ
と
能
は
ず
︒

﹃
高
等
小
学
修
身
書
﹄︵
國
光
社
︑
一
八
八
二
︶に
あ
る
記
述
で
あ
る
︒
健
康
は
﹁
万
事
の
本
﹂
―
こ
れ
は
正
に
コ
ロ
ナ
禍
中
の
現
代

日
本
人
が
︑
感
じ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
と
思
う
︒ 

筆
者
に
は
︑
感
染
予
防
の
た
め
に
は
︑﹁
外
食
を
ひ
か
え
︑
換
気
に
心
が
け
︑
そ
の

予
防
対
策
を
徹
底
す
る
﹂
と
も
読
め
る
︒

﹁
公
衆
衛
生
﹂
と
い
う
言
葉
は
明
治
十
六
年
五
月
二
十
七
日
の
大
日
本
私
立
衛
生
会
創
立
総
会
に
お
い
て
副
会
頭
の
長
与
專
斎
の
発

会
祝
詞
に
見
ら
れ
﹁
衛
生
﹂
と
の
異
同
や
今
日
の
﹁
公
衆
衛
生
﹂
に
当
た
る
意
味
を
正
確
に
述
べ
て
い
る（
11
（

︒
ま
た
︑
発
足
し
た
大
日
本

私
立
衛
生
会
に
お
い
て
は
︑
専
門
委
員
に
公
衆
衛
生
科
を
設
け
て
お
り
︑
大
正
十
二
年
に
は
﹁
大
日
本
私
立
衛
生
会
雑
誌
﹂
の
名
称
を

﹁
公
衆
衛
生
﹂
へ
改
題
し
て
い
る
︒﹁
公
衆
衛
生
﹂
と
い
う
言
葉
は
明
治
時
代
か
ら
既
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
な
よ
う
で
あ

る
が
︑﹁
衛
生
﹂
の
方
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る（
11
（

︒

結
び
に
か
え
て

明
治
十
四
年
︑
梧
陵
は
広
村
に
私
立
病
院︵
那
耆
病
院
︶を
創
設
し
て
い
る
︒
当
時
の
広
村
の
住
民
が
﹁
衛
生
﹂
に
つ
い
て
の
意
識
が

低
い
こ
と
を
憂
い
︑
病
に
苦
し
む
住
民
を
救
う
こ
と
が
急
務
と
考
え
て
の
行
動
で
あ
っ
た
︒
京
都
で
西
洋
医
学
を
学
ん
だ
同
郷
の
吉
村

英え
い

微ち
ょ
うを

院
長
と
し
て
招
聘
し
︑
い
ち
早
く
有
田
地
域
に
西
洋
医
学
を
実
践
す
る
拠
点
を
作
っ
た
の
で
あ
る（
11
（

︒
前
年
︑
和
歌
山
県
議
会
初

代
議
長
と
な
っ
た
梧
陵
の
先
見
性
と
医
学
に
関
す
る
幅
広
い
人
脈
が
成
し
得
た
こ
と
で
あ
る
︒

た
ま
き
は
る 

い
の
ち
の
か
ぎ
り
き
わ
め
ま
せ
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い
や
は
て
し
ら
ぬ 

む
ら
さ
き
の
み
ち（
11
（

梧
陵
の
住
民
の
﹁
百
世
の
安
堵
﹂
を
図
る
と
い
う
想
い
が
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
で
現
実
の
も
の
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
︒
生
業
の
伝
統
を

墨
守
す
る
ヤ
マ
サ
醤
油
が
﹁
う
ま
味
﹂
の
研
究
か
ら
発
展
さ
せ
︑
一
九
七
〇
年
代
か
ら
続
け
て
い
る
核
酸
関
連
物
質
の
五
〇
年
以
上
に

わ
た
る
研
究
の
成
果
も
あ
り
︑
一
九
八
〇
年
代
か
ら
は
修
飾
核
酸
の
一
つ
で
あ
る
﹁
シ
ュ
ー
ド
ウ
リ
ジ
ン（
11
（

﹂
を
医
薬
品
原
料
と
し
て
海

外
に
輸
出
も
し
て
き
た
︒
こ
の
医
薬
品
原
料
こ
そ
が
︑
現
在
日
本
で
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
を
収
束
さ
せ
る
べ
く
接
種
が
進
め

ら
れ
て
い
る
ワ
ク
チ
ン
に
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

注︵
1
︶瀧
澤
利
行　
﹁
明
治
期
健
康
思
想
と
社
会
・
国
家
意
識
﹂︵﹃
日
本
医
史
学
雑
誌
﹄
五
九
–
一
︑
三
五
–
五
五
頁
︑
日
本
医
史
学
会
︑
二
〇
一
三
年
︶︒

︵
2
︶杉
村
楚
人
冠　
﹃
楚
人
冠
全
集
第
七
巻
﹄﹁
濱
口
梧
陵
伝
﹂︵
日
本
評
論
社
︑
一
九
三
七
年
︶︒

︵
3
︶緒
方
洪
庵
記
念
財
団
除
痘
館
記
念
資
料
室
﹃
大
阪
の
除
痘
館
﹄︵
二
〇
一
三
︶に
は
︑
梧
陵
と
も
交
流
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
日
高
郡︵
印
南
町
︶の
医
師

羽
山
大
学
な
ど
に
分
苗
さ
れ
た
こ
と︵
明
治
元
年
二
月
二
十
二
日
︶が
記
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹃
大
阪
の
除
痘
館
﹄
に
は
︑
洪
庵
開
塾
を
三
期
に
分
け
た
年

間
入
門
者
数
が
示
さ
れ
て
お
り
︑
最
初
の
八
年
間
の
平
均
が
十
一
人
︑
次
の
八
年
間
が
二
五
人
︑
最
後
の
期
が
三
七
人
で
あ
る
︒
緒
方
富
雄
編
著
﹃
緒
方

洪
庵
適
々
斎
塾
姓
名
録
﹄︵
学
校
教
育
研
究
所
︑
一
九
六
七
年
︶に
よ
れ
ば
︑
そ
の
総
数
は
六
三
七
人
を
数
え
る
︒

︵
4
︶石
碑
に
は
以
下
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
︒﹁
一
八
二
〇︵
文
政
三
年
︶～
一
八
八
五︵
明
治
十
八
年
︶　

ヤ
マ
サ
醤
油
七
代
目
当
主　

関
寛
斎
を
経
済
的
支
援

コ
レ
ラ
の
防
疫
に
貢
献　

日
本
の
近
代
医
学
の
発
展
に
寄
与
﹂︒

︵
5
︶石
碑
に
は
以
下
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
︒﹁
関
寛
斎
ゆ
か
り
の
地　

一
八
三
〇︵
天
保
元
年
︶～
一
九
一
二︵
大
正
元
年
︶　

東
金
市
出
身
蘭
方
医　

一
八
五

六
年
銚
子
で
医
院
開
業
濱
口
梧
陵
の
支
援
を
受
け　

当
時
流
行
し
て
い
た
コ
レ
ラ
の
被
害
か
ら
銚
子
市
民
を
救
っ
た
﹂︒
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︵
6
︶三
宅
艮
斎︵
一
八
一
七
–
一
八
六
八
︶は
︑
十
二
歳
で
家
督
を
継
い
だ
梧
陵
が
銚
子
で
知
遇
を
得
た
人
物
で
あ
る
︒﹁
西
洋
種
痘
所
﹂
設
立
に
関
わ
っ
た
蘭
学

医
の
一
人
で
︑
奇
し
く
も
東
京
大
学
最
初
の
医
学
博
士
で
あ
る
三
宅
秀
の
父
で
も
あ
る
︒﹃
濱
口
梧
陵
伝
﹄
に
は
︑
三
宅
秀
に
よ
る
梧
陵
の
渡
米
前
後
の
健

康
状
態
に
関
す
る
談
話
が
記
さ
れ
て
い
る
︒﹁
梧
陵
さ
ん
は
明
治
十
七
年
に
米
国
に
行
か
れ
る
前
︑ 

私
の
處
へ
来
ら
れ
て
︑
平
生
御
厄
介
に
な
っ
て
い
る
胃

病
の
方
も
︑
此
の
頃
は
大
分
好
い
よ
う
だ
が
︑
洋
行
し
て
も
大
丈
夫
だ
ろ
う
か
と
相
談
さ
れ
た
︒
梧
陵
さ
ん
は
昔
か
ら
却
々
健
啖
家
で
︑
西
洋
料
理
や
鰻

飯
な
ど
二
人
前
位
平
ら
げ
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
胃
病
は
痼
疾
と
も
云
う
べ
く
︑
胃
拡
張
の
気
味
で
余
程
ふ
く
れ
て
い
た
︒
そ
れ
か
ら
幾
分
か
心
臓
に

も
故
障
が
あ
っ
て
︑
時
々
脈
拍
の
打
ち
切
れ
が
し
た
事
も
あ
っ
た
が
︑
心
臓
病
と
云
う
ほ
ど
の
も
の
は
な
か
っ
た
︒
恁
ん
な
風
に
胃
も
悪
く
心
臓
に
も
一

寸
故
障
は
あ
っ
た
が
︑
米
国
に
於
て
亡
く
な
ら
れ
た
原
因
は
胃
で
も
心
臓
で
も
な
い
︒
そ
れ
は
米
国
で
亡
く
な
ら
れ
た
医
師
の
検
案
書
を
見
れ
ば
分
か
る
︒

梧
陵
さ
ん
の
遺
骸
が
米
国
か
ら
着
い
た
後
︑
家
族
の
方
が
右
の
検
案
書
を
持
っ
て
来
て
く
れ
と
云
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
︑
読
ん
で
み
る
と
︑
腸
の
下
の
方

へ
瘤
が
出
来
て
︑
そ
れ
が
原
因
で
あ
る
事
が
分
か
っ
た
︒
瘤
と
云
う
の
は
癌
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
私
は
当
時
其
の
検
案
書
を
写
し
置
い
た
が
︑
探
せ

ば
今
で
も
宅
に
あ
る
だ
ろ
う
と
思
う
﹂︵
二
五
〇
頁
︶︒
艮
斎
以
降
も
医
家
の
系
譜
は
︑
明
治
天
皇
の
侍
医
で
も
あ
り
︑
脳
血
管
障
害
を
発
症
し
た
福
澤
諭

吉
を
松
山
棟
庵
ら
と
往
診
し
た
三
浦
謹
之
助︵
秀
の
娘
教
の
夫
︶な
ど
に
引
き
継
が
れ
て
い
る︵
三
浦
恭
定
﹃
祖
父
三
浦
謹
之
助
の
思
い
出
﹄︑
日
経
事
業
出

版
セ
ン
タ
ー
︑
二
〇
一
六
年
︶︒
三
浦
謹
一
郎︵
謹
之
助
孫
︶が
発
見
し
た
ｍ︵
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
︶Ｒ
Ｎ
Ａ
の
キ
ャ
ッ
プ
構
造
も
今
回
の
ワ
ク
チ
ン
開
発
研
究

に
つ
な
が
っ
て
い
る︵
東
京
大
学
先
端
科
学
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
︑
喜
多
山
篤
﹁
先
端
を
裏
側
か
ら
見
る
﹂　https://w

w
w
.rcast.u-tokyo.ac.jp/ja/

research/sentan_relay033.htm
l　

最
終
閲
覧
二
〇
二
一
年
十
一
月
一
六
日
︶︒

︵
7
︶拙
稿　
﹁
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
現
地
報
告
﹂︵﹃
地
理
﹄
六
五
–
五
︑
五
七
–
六
七
頁
︑
古
今
書
院
︑
二
〇
二
〇
年
︶︒

︵
8
︶司
馬
凌
海︵
一
八
三
九
–
一
八
七
九
︶は
佐
渡
国
雑さ

わ
だ太

郡
新
町
村
一
二
三
番
屋
敷︵
現
新
潟
県
佐
渡
郡
真
野
町
新
町
︶ 

に
て
出
生
し
た
︒
本
名
島
倉
亥
之
助
︒

神
童
と
謳
わ
れ
︑
嘉
永
三
年
江
戸
に
出
て
儒
者
山
田
寛
か
ら
漢
学
を
学
ぶ
︒
嘉
永
五
年
︑
幕
府
の
奥
医
師
松
本
良
甫
の
塾
に
入
る
も
︑
奔
放
な
司
馬
は
︑

幾
度
と
な
く
問
題
を
起
こ
し
︑
塾
を
や
め
さ
せ
ら
れ
る
︒
や
む
な
く
下
総
佐
倉
の
順
天
堂
で
学
ぶ
が
︑
こ
こ
も
辞
め
て
佐
渡
へ
帰
る
︒
安
政
四
年
︑
知
己

の
松
本
良
順
が
長
崎
の
医
学
伝
習
所
で
蘭
学
医
ポ
ン
ペ
か
ら
西
洋
医
学
を
学
ぶ
こ
と
に
な
り
︑
そ
の
非
凡
な
才
能
を
認
め
て
い
た
司
馬
を
呼
び
寄
せ
︑
長
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崎
に
帯
同
し
た
︒
司
馬
は
︑
期
待
通
り
︑
神
業
と
も
言
え
る
ほ
ど
の
上
達
ぶ
り
で
︑
ポ
ン
ペ
の
講
義
を
通
訳
し
な
が
ら
︑
漢
文
で
筆
記
で
き
る
ほ
ど
の
力

を
持
っ
て
い
た
と
い
う
︒
ウ
ィ
リ
ス︵W

illiam
 W

illis

︶︑
ミ
ル
レ
ル
︑
ホ
フ
マ
ン
︑
ヨ
ン
グ
ハ
ン
ス︵Junghans, T

. H
. 

日
本
語
表
記
は
雍
翰
斯
︶ら
の
日

本
の
近
代
医
学
の
幕
開
け
を
し
た
お
雇
い
教
師
の
傍
ら
に
は
必
ず
︑
司
馬
が
い
て
オ
ラ
ン
ダ
語
・
ド
イ
ツ
語
・
フ
ラ
ン
ス
語
・
英
語
・
中
国
語
を
操
っ
て

彼
ら
を
補
佐
し
た
︒
文
久
元
年
六
月
松
本
良
順
門
下
を
﹁
有
罪
除
籍
﹂︵
後
に
復
籍
︑
ポ
ン
ペ
の
書
斎
に
無
断
で
出
入
り
し
︑
蔵
書
を
読
み
耽
っ
た
︶ 

さ

れ
︑﹃
七
新
薬
説
﹄
の
成
稿
を
関
寛
斎
に
預
け
て
ポ
ン
ぺ
の
も
と
を
辞
し
平
戸
に
移
り
︑
そ
こ
で
ア
カ
エ
ヰ
の
肝
油
を
煎
取
法
で
製
造
し
て
い
る
︒
明
治
元

年
新
政
府
の
成
立
と
と
も
に
﹁
医
学
校
﹂︵
現
東
京
大
学
医
学
部
の
前
身
︶の
三
等
医
学
教
授
に
就
任
す
る
︒
明
治
の
学
問
は
︑
翻
訳
か
ら
始
ま
っ
た
と
言

わ
れ
る
が
︑
司
馬
は
明
治
五
年
︑
日
本
最
初
の
独
和
辞
典
を
編
集
し
︑
ま
た
独
語
の
塾
﹁
春
風
社
﹂
を
開
い
て
い
る
︒
明
治
九
年
︑
司
馬
は
ロ
ー
レ
ツ

︵A
lbrecht von Roretz

︶の
通
訳
兼
医
学
教
師
と
し
て
愛
知
県
病
院
・
医
学
校
に
赴
任
す
る
︒
ロ
ー
レ
ツ
は
﹁
ウ
ィ
ー
ン
医
事
新
報
﹂
へ
の
寄
稿
文
の
中

で
﹁
私
の
通
訳
兼
筆
頭
助
手
で
あ
る
司
馬
氏︵
中
略
︶が
薬
局
や
手
許
に
あ
る
薬
品
の
点
検
や
︑
ラ
テ
ン
語
の
ラ
ベ
ル
を
貼
る
仕
事
を
引
き
受
け
て
く
れ
た
﹂

と
︑
司
馬
の
仕
事
ぶ
り
に
触
れ
て
い
る
︒
明
治
十
年
四
月
ま
で
︑
こ
の
病
院
と
医
学
校
に
勤
務
す
る
が
︑
こ
の
間
︑
後
藤
新
平
は
司
馬
か
ら
ド
イ
ツ
語
を

修
学
し
た︵
高
橋
昭
﹁
司
馬
凌
海　

生
涯
と
遺
跡
に
つ
い
て
の
若
干
の
知
見
﹂︑﹃
日
本
醫
史
學
雑
誌
﹄
四
六
–
三
︑
三
一
八
–
三
一
九
頁
︑
日
本
醫
史
學

會
︑
二
〇
〇
〇
年
︶︒

︵
9
︶﹃
濱
口
梧
陵
伝
﹄
に
は
︑
長
崎
に
向
か
う
寛
斎
の
心
情
を
表
す
次
の
記
載
が
あ
る
︒﹁
当
時
佐
藤
尚
中
翁
は
実
地
療
法
に
重
き
を
措
き
︑
現
今
の
順
天
堂
病

院
を
創
設
し
た
る
が
︑
迂
生
も
亦
此
の
計
画
に
参
与
し
た
り
︒
其
の
頃
蘭
医
ヘ
ボ
ン
は
我
が
国
の
懇
請
に
依
り
和
蘭
政
府
よ
り
派
遣
せ
ら
れ
︑
長
崎
に
於

い
て
西
洋
医
学
の
習
得
︑
殊
に
新
き
治
療
法
の
教
授
を
な
し
居
た
り
︒
松
本
順
翁
は
早
く
も
長
崎
に
赴
き
て
之
に
入
門
し
居
た
る
が
︑
尚
中
翁
も
之
に
就

き
て
新
き
医
学
を
学
ぶ
の
意
志
あ
り
︑
予
に
向
か
っ
て
同
行
を
勧
め
た
る
よ
り
︑
予
は
此
の
事
を
梧
陵
翁
に
相
談
し
た
る
に
︑
翁
は
直
に
快
諾
さ
れ
た
る

を
以
て
︑
予
も
長
崎
に
赴
き
︑
最
新
の
治
療
医
学
を
学
ぶ
事
と
な
れ
り
︒
斯
く
て
長
崎
在
学
中
に
於
け
る
一
切
の
費
用
は
勿
論
︑
家
族
の
生
計
に
至
る
ま

で
︑
総
て
翁
の
支
給
を
受
く
る
事
と
な
れ
る
が
︑﹃
長
崎
は
遠
隔
の
地
ゆ
え
何
か
と
不
便
多
か
る
べ
し
︑
幸
い
大
阪
の
書
林
秋
田
屋
太
右
衛
門
は
古
く
よ
り

知
る
も
の
に
て
︑
且
つ
大
阪
よ
り
長
崎
へ
は
時
々
往
来
の
便
あ
れ
ば
︑
送
金
の
事
な
ど
も
秋
田
屋
に
依
頼
す
べ
し
﹄
と
の
事
な
り
し
よ
り
︑
予
も
長
崎
へ
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赴
く
途
次
︑
此
處
に
立
ち
寄
り
て
万
事
を
依
頼
し
行
け
り
﹂︵
一
〇
七
–
一
〇
八
頁
︶︒
ま
た
︑﹃
七
新
薬
﹄
に
関
わ
る
次
の
記
述
か
ら
梧
陵
が
出
版
に
関
す

る
費
用
も
用
立
て
た
と
考
え
ら
れ
る
︒﹁
予
は
長
崎
在
学
中
︑﹃
七
新
薬
説
﹄
と
云
へ
る
書
物
を
著
は
し
た
る
が
︑
之
を
出
版
し
て
世
に
頒
布
す
る
事
を
得

た
る
は
︑
全
く
秋
田
屋
の
世
話
に
依
る
も
の
に
し
て
︑
之
も
梧
陵
翁
の
依
頼
あ
り
し
が
為
な
り
︒﹃
七
新
薬
説
﹄
と
は
当
時
の
枢
要
薬
七
品
に
就
て
其
の
效

害
を
述
べ
た
る
も
の
に
し
て
︑
其
の
頃
の
医
界
に
対
し
て
は
相
当
に
有
益
な
る
も
の
な
り
し
が
為
︑
世
間
も
之
を
認
め
︑
予
も
之
に
依
り
て
其
の
名
を
知

ら
る
る
に
至
れ
り
﹂︒

︵
10
︶肝
油
の
他
︑
沃
て
ん︵
ヨ
ー
ド
︶︑
硝
酸
銀
︑
酒
石
酸
︑
規キ

ニ
ー
ネ尼

︑
珊サ

ン
ト
ニ
ン

篤
尼
︑
莫モ

ル
ヒ
ネ非

︒
な
お
︑
キ
ニ
ー
ネ
か
ら
は
副
作
用
の
少
な
い
ク
ロ
ロ
キ
ン
や
メ
フ
ロ
キ

ン︵
抗
マ
ラ
リ
ア
予
防
薬
︶が
開
発
さ
れ
て
い
る
︒

︵
11
︶井
上
忠
﹃
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
﹄︵
八
・
九
合
併
号
︑
三
三
九
–
三
四
九
頁
︑
一
九
六
一
年
︶︒

︵
12
︶米
田
該
典
﹁
中
村
恭
安
訳
﹃
ベ
ー
ツ
﹁
乾
薬
韻
府
﹂﹄
に
つ
い
て
﹂　
︵﹃
適
塾
﹄
二
八
号
︑
八
三
–
八
七
頁
︑
適
塾
記
念
会
︑
一
九
九
五
年
︶︒

︵
13
︶緒
方
洪
庵
の
安
政
六
年
九
月
十
二
日
付
け
の
書
翰
︒

︵
14
︶小
野
忠
義
﹁
肝
油
の
産
業
技
術
史
的
研
究︵
１
︶　

日
本
に
お
け
る
肝
油
の
伝
来
と
製
造
起
源
﹂︵﹃
技
術
と
文
明
﹄
七
–
二
︑
一
–
二
三
頁 

︑
日
本
産
業
技

術
史
学
会
︑
一
九
九
二
年
︶︒

︵
15
︶小
野
忠
義
﹁
日
本
に
お
け
る
肝
油
製
造
技
術
史
の
研
究︵
要
旨
︶﹂︵
京
都
大
学
︑
博
士︵
農
学
︶︑
二
四
三
〇
︑
二
〇
〇
二
年
︶︒

︵
16
︶カ
ス
パ
ル
・
ス
ハ
ル
ブ
ル
ヘ
ル︵Caspar Scham

berger

︶は
︑
一
六
四
九
年︵
慶
安
二
︶に
出
島
蘭
館
の
医
員
と
し
て
来
日
し
て
い
る︵
大
鳥
蘭
三
郎
﹁
日

蘭
医
学
交
流
史
―
十
七
世
紀
に
お
け
る
日
蘭
医
学
の
交
渉
﹂︑﹃
日
本
醫
史
學
雑
誌
﹄
九
–
一
︑
七
–
一
二
頁
︑
日
本
醫
史
學
會
︑
一
九
五
八
年
︶︒

︵
17
︶曼
陀
羅
華
と
草
烏
頭
が
主
成
分
で
︑
他
に
白

び
ゃ
く

芷し

︑
当
帰
︑
川
芎
を
含
む
︒

︵
18
︶梶
谷
光
弘
﹁
華
岡
青
洲
門
人
石
堂
鼎
と
妹
背
家
﹂︵﹃
日
本
医
史
学
雑
誌
﹄
六
〇
–
一
︑
三
七
–
四
八
頁
︑
日
本
医
史
学
会
︑
二
〇
一
四
年
︶︒

︵
19
︶吉
澤
信
夫
・
高
橋
英
子
・
北
林
伸
康
・
渡
辺 

賢
・
福
田
謙
一
・
齊
藤 

力
・
片
倉
恵
男
・
金
子 

譲
﹁
医
科
歯
科
一
元
二
元
論
の
歴
史
的
検
証
と
現
代
的
意

義︵
1
︶前
史
―
﹁
医
は
賤
業
﹂
か
ら
の
脱
皮
と
新
時
代
へ
の
模
索
―
﹂︵﹃
歯
科
学
報
﹄
一
一
五
–
一
︑
五
一
–
七
〇
頁
︑
東
京
歯
科
大
学
学
会
︑
二
〇
一
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五
年
︶︒

︵
20
︶森
慶
三
・
市
原
硬
・
竹
林
弘
編
﹃
医
聖
華
岡
青
洲
﹄︵
三
〇
四
–
三
四
六
頁
︑
医
聖
華
岡
青
洲
先
生
顕
彰
会
︑
一
九
六
四
年
︶︒

︵
21
︶三
人
と
は
次
の
通
り
で
あ
る︵
有
田
医
師
会
﹁
有
田
の
医
療
﹂︑
有
田
医
師
会
70
年
記
念
史
﹃
阿
提
﹄︑
二
一
頁
︑
二
〇
一
七
年
︶︒

　
　
　
　

垣
内
純
篤　

栖
原
村　

文
政
五
年
八
月　

松
原
雄
蔵　

湯
浅
村　

嘉
永
五
年
二
月

　
　
　
　

島　

良
山　

広
村　
　

嘉
永
五
年
四
月

︵
22
︶華
岡
青
洲
は
一
流
の
医
学
者
で
あ
る
と
と
も
に
︑
漢
詩
を
た
し
な
む
文
化
人
で
も
あ
っ
た
︒
青
洲
の
漢
詩
や
書
に
は
彼
の
理
念
が
見
事
に
言
い
表
さ
れ
て

い
る
︒
門
下
生
が
春
林
軒
を
卒
業
す
る
際
に
渡
さ
れ
た
青
洲
の
自
画
像
に
添
え
ら
れ
た
漢
詩
が
次
で
あ
る
︒

　
　
　
　

竹
屋
蕭
然
烏
雀
喧　

風
光
自
適
臥
寒
村　

唯
思
起
死
回
生
術　

何
望
軽
裘
肥
馬
門

　
　

医
師
と
し
て
の
心
構
え
を
諭
し
た
も
の
で
﹁
私
の
家
の
周
り
で
は
鳥
が
鳴
き
︑
私
に
は
こ
の
よ
う
な
田
舎
に
住
む
こ
と
が
合
っ
て
い
る
︒
た
だ
思
う
こ
と

は
︑
瀕
死
の
患
者
を
救
う
医
術
の
こ
と
だ
け
で
あ
る
︒
高
い
着
物
や
肥
え
た
馬
と
い
っ
た
ぜ
い
た
く
は
望
ま
な
い
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒
実
際
︑
青
洲

の
生
き
方
は
こ
の
詩
の
精
神
そ
の
ま
ま
で
あ
り
︑
時
の
紀
州
藩
主
徳
川
治
宝
よ
り
侍
医
と
な
り
城
下
に
住
む
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
時
︑﹁
我
仕
官
を
望
ま

ず
︑
山
中
に
隠
居
し
て
随
意
に
治
療
い
た
し
術
を
研
き
た
く
思
う
が
故
に
︙
﹂
と
述
べ
︑
故
郷
平
山
で
の
診
療
を
続
け
た
と
い
う︵
和
歌
山
県
立
医
科
大
学

付
属
病
院
紀
北
分
院　
﹁
華
岡
青
州
の
紹
介
﹂　https://w

w
w
.w

akayam
a-m

ed.ac.jp/m
ed/bun-in/seishu/idea.htm

l　

最
終
閲
覧
二
〇
二
一
年
一

〇
月
二
四
日
︶︒

︵
23
︶土
橋
俊
一
校
﹃
福
翁
自
伝
﹄　
︵
講
談
社
学
芸
文
庫
︑
一
〇
二
–
一
〇
三
頁
︑
二
〇
一
〇
年
︶︒

︵
24
︶池
田
良
輔︵
一
八
一
九
–
一
八
九
五
︶は
大
塩
平
八
郎
か
ら
漢
学
を
学
び
︑
父
の
医
業
を
助
け
る
傍
ら
適
塾
で
蘭
医
学
を
修
め
る
︒
安
政
四
年
に
和
歌
山
城

近
く
に
新
設
さ
れ
た
蘭
学
所
に
洪
庵
の
勧
め
で
出
仕
し
︑
和
歌
山
で
の
洋
学
教
育
が
本
格
的
に
始
ま
る
︒
明
治
以
降
は
︑
陸
軍
省
に
入
り
︑
西
洋
兵
学
の

翻
訳
や
航
海
術
を
用
い
て
の
沿
岸
防
備
な
ど
に
活
躍
す
る
︒
日
本
近
代
薬
学
の
基
礎
を
築
い
た
丹
波
敬
三
は
︑
池
田
に
薫
陶
を
受
け
て
い
る︵
根
本
曽
代
子

﹁
薬
学
の
先
駆
者
・
丹
波
敬
三
﹂︑﹃T

he Chem
ical T

im
es

﹄4
︑
関
東
化
学
株
式
会
社　

ケ
ミ
カ
ル
タ
イ
ム
ス
編
集
会
︑
一
九
七
五
年
︶︒
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︵
25
︶胡
琪
﹁﹃
五
国
対
照
兵
語
字
書
﹄
の
研
究
﹂︵
北
海
道
大
学
︑
博
士︵
文
学
︶︑ 

甲
一
一
五
九
二
︑
二
〇
一
四
年
︶︒

︵
26
︶中
津
藩
の
医
師
で
あ
る
前
野
良
沢
が
中
心
と
な
っ
て
︑﹁
タ
ー
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
﹂
を
﹁
誠
ニ
︑
艫と

も

舵か
じ

ナ
キ
船
ノ
大
海
ニ
乗
リ
出
セ
シ
ガ
如
ク
︑
茫
洋
ト

シ
テ
寄
ル
ベ
キ
カ
タ
ナ
ク
︑
タ
ダ
ア
キ
レ
ニ
ア
キ
レ
テ
イ
タ
ル
マ
デ
ナ
リ
︙
﹂
と
の
志
を
持
っ
て
翻
訳
し
た
こ
と
か
ら
︑
蘭
学
発
祥
の
地
で
あ
る
こ
と
を

記
念
し
て
築
地
の
中
津
藩
中
屋
敷
跡
に
建
て
ら
れ
た
﹁
蘭
学
の
泉
は
こ
こ
に
﹂
の
碑
が
あ
る
︒
奇
し
く
も
福
澤
が
蘭
書
を
教
え
始
め
た
場
所
︑
ま
た
﹁
事

始
﹂
と
出
会
っ
た
時
に
塾
と
住
居
を
構
え
て
い
た
場
所
で
も
あ
っ
た
︒
福
澤
は
︑
杉
田
玄
白
の
﹃
蘭
東
事
始
﹄
を
﹃
藺
学
事
始
﹄
と
し
て
明
治
二
年
に
出

版
し
た
如
く
︑
良
沢
達
の
蘭
学
の
パ
イ
オ
ニ
ア
と
し
て
の
苦
労
に
大
い
に
感
銘
し
て
い
た
︒
福
澤
は
︑
そ
の
功
績
を
称
え
る
べ
く
こ
の
地
に
﹁
藺
化
堂
設

立
の
目
論
見
書
﹂︵﹃
福
澤
諭
吉
全
集
﹄
第
二
〇
巻
︑
三
八
七
頁
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
七
一
︶と
い
う
も
の
を
記
し
て
い
る
と
い
う
︒
同
地
に
福
澤
の
蘭
学
塾

が
作
ら
れ
こ
の
場
所
が
︑﹁
慶
応
義
塾
発
祥
の
地
﹂
と
も
な
る
運
命
の
巡
り
合
わ
せ
に
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
︒
中
津
藩
は
良
沢
の
み
な
ら
ず
︑
藩
主
奥
平
昌

高
の
蘭
和
︑
和
蘭
辞
書
の
出
版
︑
シ
ー
ボ
ル
ト
と
の
交
流
︑
村
上
玄
水
の
解
剖
︑
辛
島
正
庵
の
種
痘
︑
田
代
基
徳
の
近
代
外
科
学
と
蘭
学
に
縁
の
業
績
が

多
く
︑
福
澤
と
蘭
学
と
の
関
わ
り
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
こ
と
が
最
近
知
ら
れ
て
き
た
︒
福
澤
が
︑
蘭
学
や
西
洋
医
学
に
旺
盛
な
る
興
味
を
示
す
の
も
︑

中
津
の
医
学
史
を
紐
解
け
ば
容
易
に
理
解
で
き
る︵
土
屋
雅
春
著
﹃
医
者
の
み
た
福
澤
諭
吉
﹄︑
中
央
公
論
新
社
︑
一
九
九
六
年
︶︒

︵
27
︶栖
原
村
垣
内
家
四
代
心
了
の
時
に
︑
湯
浅
村
に
分
家
す
る
︒
分
家
し
た
垣
内
家
二
代
教
念
の
三
男
恪
斎
が
四
代
北
圃
茂
兵
衛
を
継
ぐ
頃
に
は
日
本
橋
で
出

版
業
も
兼
ね
︑
特
に
武
鑑︵
武
士
の
名
鑑
︶や
絵
地
図
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
書
林
名
と
し
て
﹁
須
原
屋
茂
兵
衛
﹂
以
外
に
も
﹁
北
畠
茂
兵
衛
﹂
を
使

用
し
て
い
た
︒

︵
28
︶栖
原
村
垣
内
本
家
が
︑
そ
の
十
二
代
目
以
降
﹁
菊
池
﹂
に
復
姓
す
る
︒
梧
陵
と
親
交
の
あ
っ
た
菊
池
海
荘︵
渓
琴
︶は
本
家
八
代
義
同
の
次
男
淡
斎
が
継
い

だ
新
家
に
次
男
と
し
て
生
ま
れ
る
︒﹃
濱
口
梧
陵
伝
﹄
の
作
成
に
情
報
提
供
し
た
早
稲
田
大
学
教
授
菊
池
三
九
郎︵
晩
香
︶は
海
荘
の
孫
で
あ
り
︑﹃
慶
應
義

塾
出
身
名
流
列
伝
﹄
に
は
﹁
福
澤
先
生
の
人
と
為
り
を
敬
慕
し
︙
明
治
二
十
四
年
慶
應
義
塾
正
科
を
卒
業
﹂
と
あ
る
︒
南
紀
菊
池
家
氏
系
譜
に
つ
い
て
は
︑

菊
池
三
九
郎
著
﹃
黄
花
片
影
﹄︵
一
九
一
八
︶を
参
照
の
こ
と
︒
な
お
︑
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
八
千
点
の
垣
内
家
・
菊
池
家
文
書
が
保
管
さ
れ
て
い
る
︒

︵
29
︶湯
浅
村
池
永
右
馬
太
郎
家
を
相
続
し
た
の
が
四
代
北
圃
茂
兵
衛︵
恪
斎
︶で
あ
り
︑
そ
の
兄
恭
通
の
ひ
孫
が
梧
陵
に
嫁
い
だ
の
が
﹁
ま
つ
﹂
で
あ
る
︒
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︵
30
︶前
掲
注︵
21
︶有
田
医
師
会
﹁
有
田
の
医
療
﹂︑
一
五
–
七
二
頁
︒

︵
31
︶飯
田
鼎
﹁
幕
末
・
維
新
の
時
期
に
お
け
る
知
識
人
︑
そ
の
思
想
と
行
動 

﹂︵﹃
三
田
学
会
雑
誌
﹄
九
五
–
一
︑
一
–
二
六
頁
︑
慶
應
義
塾
経
済
学
会
︑
二
〇

〇
二
年
︶︒

︵
32
︶湯
浅
村
大
庄
屋
数
見
清
七
は
嘉
永
六
年︵
一
八
五
三
︶︑
菊
池
海
荘
と
相
談
し
て
︑
大
砲
の
鋳
造
に
奔
走
し
︑
六
斤
砲
三
門
と
テ
レ
ゲ
ン
ホ
イ
ッ
ツ
ル
砲
一

門
を
造
っ
て
︑
広
浦
天
王
の
浜
に
配
備
し
た︵﹃
湯
浅
町
誌
﹄︑
八
二
〇
頁
︑
一
九
六
七
年
︶︒
数
見
家
は
︑
現
在
も
湯
浅
町
で
醤
油
な
ど
の
販
売
を
行
っ
て

い
る
︒

︵
33
︶鈴
木
要
吾　
﹃
松
山
棟
庵
先
生
伝
﹄︵
松
山
病
院
︑
一
九
四
三
年
︶︒

︵
34
︶こ
の
間
︑
福
澤
が
米
国
か
ら
持
ち
帰
っ
た
フ
リ
ン
ト︵A

ustin Flint

︶著
﹃
内
科
全
書
﹄︵
熱
病
編
︶を
わ
ず
か
二
ヶ
月
で
翻
訳
し
﹃
窒
扶
斯
新
論
﹄︵
一
八

六
八
年
︶と
し
て
出
版
し
た
︒
我
が
国
最
初
の
英
語
医
学
書
の
翻
訳
出
版
で
あ
る︵﹁
和
歌
山
県
ふ
る
さ
と
ア
ー
カ
イ
ブ
﹂　

紀
の
国
の
先
人
た
ち　

松
山
棟

庵　

https://w
ave.pref.w

akayam
a.lg.jp/bunka-archive/senjin/m

atuyam
a.htm

l　

最
終
閲
覧
二
〇
二
一
年
十
一
月
一
〇
日
︶︒

︵
35
︶慶
應
義
塾
医
学
所
が
創
設
さ
れ
た
経
緯
は
︑
福
澤
の
ふ
と
し
た
発
意
か
ら
生
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
︒
或
る
日
︑
紀
州
出
身
の
前
田
政
四
郎
と
い
う
塾
生
が
︑

医
者
に
な
る
に
は
ど
う
し
て
も
ド
イ
ツ
語
を
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
︑
塾
に
は
そ
の
便
が
な
い
の
で
他
の
学
校
に
移
り
た
い
と
述
べ
た
と
こ
ろ
︑
福
澤
は
医

学
を
学
ぶ
の
に
何
も
ド
イ
ツ
語
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
あ
る
ま
い
︑
英
語
で
も
十
分
修
得
が
可
能
な
筈
で
︑
慶
應
で
も
︑
英
語
で
医
学
の
修
得
が

で
き
る
学
校
の
設
置
を
こ
の
際
考
え
て
み
た
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
︒
早
速
三
田
の
福
澤
邸
内
に
住
ん
で
い
た
松
山
棟
庵
を
呼
ん
で
相
談
し
︑
そ
の
結

果
が
医
学
所
の
誕
生
と
な
っ
た︵﹁
慶
應
義
塾
豆
百
科
﹂
二
三
︑
慶
應
義
塾
医
学
所　

https://w
w
w
.keio.ac.jp/ja/about/history/encyclopedia/23.

htm
l　

最
終
閲
覧
二
〇
二
一
年
一
〇
月
二
四
日
︶︒

︵
36
︶影
山
昇
﹁
御
製
に
み
る
明
治
天
皇
の
教
育
思
想
﹂︵﹃
東
京
水
産
大
学
論
集
﹄
三
四
︑
二
四
ａ
–
一
ａ
︑
東
京
水
産
大
学
︑
一
九
九
九
年
︶︒

︵
37
︶安
田
健
次
郎
﹁
慶
應
義
塾
大
学
医
学
所
と
大
学
医
学
部
の
創
設
：
自
然
科
学
教
育
の
重
視
﹂　
︵﹃
慶
應
医
学
﹄
八
五
–
二
︑
七
九
–
一
〇
九
頁
︑
慶
應
医
学

会
︑
二
〇
〇
九
年
︶︒
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︵
38
︶プ
ロ
シ
ャ
陸
軍
上
等
軍
医
正
レ
オ
ホ
ポ
ル
ド
・
ミ
ル
レ
ル︵Benjam

in Carl Leopold M
üller

︶と
海
軍
軍
医
正
テ
オ
ド
ー
ル
・
ホ
フ
マ
ン︵T

heodor 

Eduard H
offm

ann

︶︒

︵
39
︶五
校
と
は
︑
ぺ
ン
シ
ル
べ
ニ
ア
大
学︵
一
七
六
五
年
創
立
︶︑
キ
ン
グ
ス
・
カ
レ
ッ
ジ︵
一
七
六
七
年
︑
後
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
︶︑
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学︵
一
七

八
二
年
︶︑
ダ
ー
ト
マ
ス
・
カ
レ
ッ
ジ︵
一
七
九
八
年
︶︑
ト
ラ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ニ
ア
・
カ
レ
ッ
ジ︵
一
七
八
九
年
︶で
あ
る
︒

︵
40
︶拙
稿　
﹁
濱
口
梧
陵
と
海
を
渡
っ
た
先
駆
者
た
ち
﹂︵﹃
和
歌
山
大
学
紀
州
経
済
史
文
化
史
研
究
所
紀
要
﹄
四
〇
︑
五
三
–
八
二
頁
︑
二
〇
一
九
年
︶︒

︵
41
︶安
田
健
次
郎
﹁
西
洋
医
学
の
伝
来
と
ド
イ
ツ
医
学
の
選
択
﹂　
︵﹃
慶
應
医
学
﹄
八
四
–
二
︑
六
九
–
八
四
頁
︑
慶
應
医
学
会
︑
二
〇
〇
七
年
︶︒

︵
42
︶Johns H

opkins School of H
ygiene and Public H

ealth

︵
現Johns H

opkins Bloom
berg School of Public H

ealth

︶︒

︵
43
︶ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団　

ジ
ョ
ー
ン
ズ
・
ホ
プ
キ
ン
ス
大
学　

https://rockfound.rockarch.org/ja/public-health-at-johns-hopkins　
︵
最
終
閲
覧

二
〇
二
一
年
一
〇
月
二
四
日
︶︒

︵
44
︶慶
応
義
塾
大
学
医
学
部　

衛
生
学
公
衆
衛
生
学
教
室　
﹁
黎
明
期
﹂　https://keiopublichealth.jp/about/history.htm

l　
︵
最
終
閲
覧
二
〇
二
一
年
一

〇
月
二
四
日
︶︒

︵
45
︶前
田
辰
雄
﹃
実
用
育
牛
大
鑑
﹄︵
裳
華
房
︑
一
九
〇
八
年
︶︒

︵
46
︶野
間
万
里
子
﹁
近
代
日
本
に
お
け
る
肉
食
受
容
過
程
の
分
析
﹂︵ ﹃
農
業
史
研
究
﹄
四
〇
︑
七
七
–
八
八
頁
︑
日
本
農
業
史
学
会
︑
二
〇
〇
六
年
︶︒

︵
47
︶庚
寅
︑
詔
諸
国
曰
﹁
自
今
以
後
︑
制
諸
漁
獵
者
︑
莫
造
檻
穽
及
施
機
槍
等
之
類
︒
亦
︑
四
月
朔
以
後
九
月
卅
日
以
前
︑
莫
置
比
彌
沙
伎
理
・
梁
︒
且
︑
莫

食
牛
馬
犬
猨
鶏
之
宍
︒
以
外
不
在
禁
例
︒
若
有
犯
者
罪
之
︒﹂︵﹃
日
本
書
紀
﹄
二
八
︑
天
武
天
皇
四
十
五
︑
狩
猟
の
制
約
・
肉
食
の
禁
止
︶︒

︵
48
︶藤
岡
惠
子
︑
野
村
祐
一
﹁
人
と
熱
と
の
関
わ
り
の
足
跡︵
そ
の
４
︶―
冷
た
さ
を
届
け
る
：
天
然
氷
の
採
取
と
輸
送
―
﹂︵﹃
伝
熱
﹄
五
八
–
二
四
三
︑
三
六
–

四
一
頁
︑
日
本
伝
熱
学
会
︑
二
〇
一
九
年
︶︒

︵
49
︶ニ
チ
レ
イ
﹁
氷
と
暮
ら
し
の
物
語
﹂
中
川
嘉
兵
衛
と
氷
業
は
じ
ま
り　

https://w
w
w
.nichirei.co.jp/koras/category/ice_history/001.htm

l　
︵
最

終
閲
覧
二
〇
二
一
年
一
〇
月
二
四
日
︶︒
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︵
50
︶美
味
求
真.com

　

中
川
嘉
兵
衛　

https://bim
ikyushin.com

/chapter_4/04_ref/nakagaw
a.htm

l　
︵
最
終
閲
覧
二
〇
二
一
年
一
〇
月
二
四
日
︶︒

︵
51
︶San Luis O

bispo T
ribune (W

eekly), V
olum

e X
V
I, N

um
ber 46, 12 June 1885

︵
52
︶Daily A

lta California, V
olum

e 37, N
um

ber 12598, 10 O
ctober 1884

︵
53
︶南
方
熊
楠
が
在
籍
し
た
ラ
ン
シ
ン
グ
の
農
学
校
の
一
八
八
三
–
一
八
八
四
年
在
校
生
名
簿
にM

ichitaro T
suda

と
い
う
日
本
人
ら
し
い
名
前
が
記
さ
れ

て
い
て
︑
こ
の
人
物
が
津
田
出
の
長
男
道
太
郎
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
︒
津
田
出
は
明
治
初
年
の
和
歌
山
藩
の
大
参
事
と
し
て
梧
陵
と
共
に
藩

政
改
革
に
功
労
の
あ
っ
た
人
物
で
和
歌
山
藩
の
近
代
陸
軍
の
基
礎
を
築
い
た
︒
大
蔵
少
輔
と
し
て
明
治
新
政
府
に
転
ず
る
も
︑
辞
任
し
て
一
八
七
八
年
か

ら
は
ア
メ
リ
カ
式
大
農
法
の
試
み
を
始
め
る
︒﹃
熊
楠
日
記
﹄
一
八
八
六
年
十
一
月
二
〇
日
に
﹁
朝
津
田
安
麿
氏
と
俱
に
其
兄
道
太
郎
氏
を
訪
︑
米
国
事
情

を
聞
く
﹂
と
あ
り
︑
農
学
校
入
学
に
は
津
田
道
太
郎
を
保
証
人
に
立
て
て
い
る︵
武
内
善
信
﹃
闘
う
南
方
熊
楠
﹄︑
六
五
–
六
六
頁
︑
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一

二
年
︶︒
梧
陵
を
含
む
紀
州
人
の
行
動
力
と
好
奇
心
の
現
れ
と
考
え
る
︒

︵
54
︶角
倉
賀
道︵
一
八
五
七
–
一
九
二
七
︶は
小
児
科
医
で
天
然
痘
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
を
目
的
に
現
在
の
巣
鴨
付
近
に
牧
場
を
開
設
し
た︵
一
八
九
八
年
︶︒
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
チ
ー
ズ
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
協
会　

https://w
w
w
.cheese-professional.com

/article/colum
n/detail.php?K

IJI_ID
=1287　

︵
最
終
閲

覧
二
〇
二
一
年
一
〇
月
二
四
日
︶︒

︵
55
︶明
治
三
十
三
年
四
月
七
日
内
務
省
令
第
十
五
号
︒

︵
56
︶矢
澤
好
幸
﹁
明
治
期
の
東
京
に
於
け
る
牛
乳
事
業
の
発
展
と
経
過
の
考
察
﹂︵﹃
乳
の
社
会
文
化
学
術
研
究
研
究
報
告
書 

二
〇
一
三
年
度
﹄︑
五
六
–
七
八

頁
︑
乳
の
社
会
文
化
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
︑
二
〇
一
四
年
︶︒

︵
57
︶松
本
泰
明
﹁
近
世
・
近
代
移
行
期
の
大
蔵
書　

和
歌
山
県
立
図
書
館
所
蔵
﹃
濱
口
梧
陵
文
庫
﹄﹂︵﹃
和
歌
山
県
立
文
書
館
紀
要
﹄
二
三
︑
一
–
六
八
頁
︑
和

歌
山
県
立
文
書
館
︑
二
〇
二
一
年
︶︒

︵
58
︶阿
部
安
成
﹁
健
康
︑
衛
生
︑
あ
る
い
は
病
と
い
う
歴
史
認
識
﹂︵﹃
一
橋
論
叢
﹄
一
一
六
–
二
︑
四
一
三
–
四
三
一
頁
︑
一
橋
大
学
一
橋
学
会
︑
一
九
九
六

年
︶︒
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︵
59
︶﹃
国
立
衛
生
試
験
所
百
年
史
﹄︵
五
五
頁
︑
一
九
七
五
年
︶︒

︵
60
︶明
治
七
年
二
月
十
全
医
院
と
改
称
す
る
︒
現
在
の
横
浜
市
立
大
学
医
学
部
病
院
で
あ
る
︒

︵
61
︶田
中
祥
夫
﹁
明
治
６
年
制
定
﹃
家
作
建
方
条
目
﹄︵
神
奈
川
県
布
達
︶の
成
立
事
情
﹂︵﹃
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
報
告
集
﹄
四
五
〇
︑
日
本
建
築
学
会
︑

一
九
九
三
年
︶︒

︵
62
︶山
内
慶
太
﹁
福
澤
諭
吉
を
め
ぐ
る
人
︵々
そ
の
39
︶　

ド
ク
ト
ル
・
シ
モ
ン
ズ
﹂︵﹃
三
田
評
論
﹄
一
二
三
七
︑
四
四
–
四
七
頁
︑
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
︑

二
〇
一
九
年
︶︒

︵
63
︶上
安
祥
子
﹁
明
治
６
年
の
公
園
公
布
と
﹃
健
康
﹄﹂︵﹃
白
鷗
大
学
論
集
﹄
三
二
–
一
︑
二
〇
一
七 

年
︶︒

︵
64
︶凡
例
に
は
次
の
記
述
が
あ
る
︒

　
　
　
　

 

語
中
に
和
訳
な
き
者
は
︑
或
は
本
邦
に
全
く
名
物
無
き
者
有
り
︒
或
は
適
ま
類
似
の
者
有
り
と
雖
ど
も
穏
当
未
だ
詳
か
な
ら
ざ
る
を
以
て
︑
故
に
妄

り
に
訳
を
下
さ
ず
︒
義
訳
は
主
と
し
て
英
語
の
意
を
存
す
︒
故
に
間
ま
原
訳
と
齟
齬
す
る
者
有
り

︵
65
︶竹
山
重
光
﹁﹃
健
康
﹄
の
概
念
化
﹂︵﹃
応
用
倫
理
学
各
分
野
の
基
本
的
諸
概
念
に
関
す
る
規
範
倫
理
学
的
及
び
メ
タ
倫
理
学
的
研
究
﹄
平
成
十
六
・
一
七
年

度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究︵
Ｂ
︶︵
２
︶ 

平
成
一
六
年
度
研
究
成
果
報
告
書
︑
六
五
–
七
七
頁
︑
研
究
代
表
者
坂
井
昭
宏
北
海
道
大
学
教
授
︑
二
〇
〇

五
年
︶︒

︵
66
︶﹁
長
与
專
斎
副
会
頭
の
創
立
総
会
で
の
発
会
祝
詞
﹂
大
日
本
私
立
衛
生
会
雑
誌
第
一
号
よ
り
︒

︵
67
︶瀧
澤
利
行 ﹁
大
日
本
私
立
衛
生
会
の
民
族
衛
生
観
﹂︵﹃
民
族
衛
生
﹄
五
七
–
五
︑
二
〇
二
–
二
一
二
頁
︑
日
本
民
族
衛
生
学
会
︑
一
九
九
一
年
︶︒

︵
68
︶拙
稿
﹁
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
現
地
報
告
﹂︵﹃
地
理
﹄
六
五
–
六
︑
六
六
–
七
六
頁
︑
古
今
書
院
︑
二
〇
二
〇
年
︶︒

︵
69
︶む
ら
さ
き︵
醤
油
︶が
現
す
﹁
う
ま
味
﹂
の
道
を
究
め
︑
こ
の
世
に
い
く
つ
も
の
貴
重
な
贈
り
物
を
残
し
た
故
國
中
明
氏
が
好
ん
だ
歌
で
あ
る︵
別
府
輝
彦

﹁
國
中
明
先
生
を
悼
む
﹂︑﹃
化
学
と
生
物
﹄
五
一
–
八
︑
五
七
四
–
五
七
五
頁
︑
日
本
農
芸
化
学
会
︑
二
〇
一
三
年
︶︒
青
洲
が
若
き
医
生
︑
門
人
に
伝
え

た
医
療
の
究
極
の
目
的
で
あ
る
﹁
活
物
窮
理
﹂
に
も
通
じ
る
︒
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︵
70
︶﹁
シ
ュ
ー
ド
ウ
リ
ジ
ン
﹂
は
︑
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
ｍ
Ｒ
Ｎ
Ａ
を
構
成
す
る
物
質
の
一
つ
で
︑
ｍ
Ｒ
Ｎ
Ａ
を
体
内
に
投
与
す
る
と
︑
免
疫
反
応
に
よ

り
炎
症
を
起
こ
す
こ
と
か
ら
︑
ワ
ク
チ
ン
や
医
薬
品
と
し
て
の
実
用
化
は
難
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
︒
し
か
し
二
〇
〇
五
年
︑
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
ｍ
Ｒ
Ｎ
Ａ
ワ
ク
チ
ン
を
開
発
研
究
し
た
ド
イ
ツ
の
ビ
オ
ン
テ
ッ
ク
社
の
カ
タ
リ
ン
・
カ
リ
コ
上
級
副
社
長
と
︑
米
国
ぺ
ン
シ
ル
べ
ニ
ア
大
学
の
ド
リ
ュ

ー
・
ワ
イ
ス
マ
ン
教
授
の
二
人
は
︑
ｍ
Ｒ
Ｎ
Ａ
を
こ
の
﹁
シ
ュ
ー
ド
ウ
リ
ジ
ン
﹂
で
構
成
す
れ
ば
炎
症
が
抑
え
ら
れ
る
と
い
う
論
文
を
世
に
出
し
︑﹁
シ
ュ

ー
ド
ウ
リ
ジ
ン
﹂
で
構
成
さ
れ
た
ｍ
Ｒ
Ｎ
Ａ
を
使
う
こ
と
で
︑
免
疫
機
能
を
回
避
し
︑
目
的
の
タ
ン
パ
ク
質
を
生
成
す
る
︑
効
果
の
高
い
新
型
コ
ロ
ナ
ワ

ク
チ
ン
ウ
イ
ル
ス
が
開
発
さ
れ
た︵
ヤ
マ
サ
醤
油
︑
二
〇
二
一
年
一
〇
月
一
二
日
ニ
ュ
ー
ス
リ
リ
ー
ス　

https://w
w
w
.yam

asa.com
/new

s/2021/

弊

社
医
薬
化
成
品
事
業
部
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ/　

最
終
閲
覧
二
〇
二
一
年
十
一
月
一
〇
日
︶︒
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コロナ禍に想う　




