
地
球
上
の
岩
石
の
多
く
は
マ
グ
ネ
タ
イ
ト
や
へ

」
マ
タ
イ
ト
、
あ
る
い
は
マ
グ
ヘ
マ
イ
ト
と
い
っ
た

究
磁
性
鉱
物
を
含
ん
で
お
り
、
普
通
の
磁
石
?
グ
ネ

ツ
ト
)
に
比
べ
る
と
非
常
に
弱
い
が
安
定
な
磁
化

私
を
持
っ
こ
と
が
あ
る
。
磁
気
テ
ー
プ
や
フ
ロ
ッ
ピ

デ
ィ
ス
ク
上
の
磁
性
粒
子
が
さ
ま
ざ
ま
な
情

1
 
●

報
を
記
憶
す
る
よ
う
に
、
岩
石
中
の
磁
性
鉱
物
も

過
去
の
地
球
磁
場
の
記
録
を
保
存
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
私
の
学
ぶ
古
地
磁
気
学
は
、
岩
石
の
残
留

磁
化
を
て
が
か
り
と
し
て
過
去
の
地
磁
気
方
位
や

強
度
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
学
問
で
あ
る
。

古
地
磁
気
の
研
究
に
ょ
っ
て
、
双
極
子
磁
場
の
逆

転
や
大
陸
移
動
な
ど
の
現
象
が
解
き
明
か
さ
れ
て

き
た
。
こ
こ
で
は
、
私
た
ち
の
お
こ
な
っ
て
き
た

日
本
列
島
の
移
動
と
日
本
海
の
拡
大
に
関
す
る
研

究
を
紹
介
し
よ
う
。

東
海
、
近
畿
、
中
国
地
方
の
い
く
つ
か
の
盆
地

に
、
第
一
瀬
戸
内
累
層
群
と
よ
ぱ
れ
る
堆
積
岩
が

分
布
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
地
層
は
、
一
七
0
0

万
年
前
か
ら
一
五
0
0
万
年
前
に
か
け
て
の
時
期

に
、
現
在
の
瀬
戸
内
海
の
よ
う
な
浅
海
の
環
境
で

堆
積
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
地
層
の

構
造
や
年
代
が
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
三
重
県
の
一

志
層
群
や
岐
阜
県
の
瑞
浪
層
群
の
岩
石
の
持
つ
残

留
磁
化
を
調
べ
て
み
る
と
、
磁
化
の
水
平
成
分
の

方
位
が
南
北
方
向
か
ら
東
へ
船
よ
そ
四
五
度
ず
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
九
。
磁
化
の
安
定
性
に
つ

い
て
の
い
ろ
い
ろ
な
実
験
の
結
果
、
安
定
な
磁
化

成
分
は
地
層
の
堆
積

時
に
獲
得
さ
れ
た
初

生
的
な
も
の
で
あ
る

こ
と
が
示
さ
れ
、
東

明
偏
し
た
残
留
磁
化
の

方
向
が
当
時
の
平
均

的
な
地
球
磁
場
の
方

田

位
を
表
す
こ
と
か
確

林
か
め
ら
れ
九

地
磁
気
は
地
球
中

心
の
磁
気
双
極
子
の

つ
く
る
磁
場
に
近
似

で
き
る
が
、
そ
の
双

極
子
の
方
向
は
地
球
の
自
転
軸
に
ほ
と
ん
ど
一
致

し
た
、
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
磁
石
(
コ
ソ
.
ハ

ス
)
の
針
が
ほ
ぽ
南
北
を
指
す
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
で
は
、
な
ぜ
約
ニ
ハ
0
0
万
年
前
の
地
層
の
磁

化
方
位
が
東
へ
の
大
き
な
偏
り
を
示
す
の
で
あ
ろ

=
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,
.
{
=
=
:
"
一
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.
=
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!
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ニ
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:
:
:
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一
.
ι
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う
か
。
同
じ
時
期
の
フ
ジ
ア
大
陸
の
岩
石
は
、
ほ

ぽ
南
北
の
方
位
の
残
留
磁
化
を
持
う
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
こ
と
か
ら
私
た
ち
は
、
第
一
瀬
戸
内
の
分

布
地
域
を
含
む
日
本
列
島
の
西
南
部
が
フ
ジ
ア
大

陸
に
対
し
て
時
計
回
り
に
回
転
し
条
ら
移
動
し

た
と
考
え
た
。
最
近
に
な
っ
て
得
ら
れ
た
西
南
日

本
の
古
地
磁
気
方
位
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
一
五

0
0
万
年
前
よ
り
も
古
い
岩
石
は
い
づ
れ
も
東
偏

し
た
磁
化
方
位
を
持
つ
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
に

対
し
て
東
北
地
方
の
同
時
代
の
岩
石
は
、
西
に
偏

つ
た
磁
化
を
持
つ
。
東
北
日
本
は
、
西
南
日
本
と

は
逆
に
反
時
計
回
り
の
回
転
を
し
た
ら
し
い
。

日
本
列
島
の
約
一
億
年
前
の
火
成
岩
類
の
磁
化

が
西
南
日
本
と
東
北
日
本
と
で
異
な
る
方
位
を
持

つ
こ
と
は
、
す
で
に
一
九
六
年
代
に
川
井
直
人

ら
に
ょ
っ
て
発
見
さ
れ
て
い
九
。
彼
ら
は
、
か
つ

て
直
線
状
で
あ
っ
た
列
島
が
約
一
億
年
前
に
屈
曲

し
た
と
い
う
「
日
本
列
島
の
折
れ
曲
が
り
説
」
を

提
唱
し
た
。
最
近
の
私
た
ち
の
研
究
は
、
西
南
日

本
の
回
転
が
約
一
五
0
0
万
年
前
に
、
し
か
も
急

激
に
船
こ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
残
留
磁
化

の
測
定
技
術
の
進
歩
や
放
射
性
核
種
や
微
化
石
を

も
ち
い
た
年
代
測
定
の
充
実
を
背
景
に
、
よ
り
信
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頼
度
の
高
い
古
地
磁
気
方
位
が
得
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
日
本
列
島
の
折
れ
曲
が
り

が
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
り
も
か
な
り
新

し
い
時
期
に
、
よ
り
大
き
な
回
転
角
度
で
お
こ
っ

た
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
た
の
で
あ
る
。

西
南
日
本
や
東
北
日
本
の
回
転
は
な
ぜ
船
こ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
古
く
は
一
九
二
0
年
代
に
寺
田

寅
彦
は
、
日
本
列
島
が
フ
ジ
フ
大
陸
か
ら
分
籬
し

て
日
本
海
か
形
成
さ
れ
た
と
い
う
考
え
を
持
っ

て
い
た
。
彼
は
、
当
時
ウ
ェ
ゲ
ナ
ー
(
巴
才
巴

乏
品
今
曾
)
の
主
張
し
て
い
た
大
陸
移
動
説
に
感

銘
を
受
け
、
日
本
列
島
の
漂
移
説
を
思
い
つ
い
た

と
い
う
。
大
陸
移
動
説
の
復
活
や
海
洋
底
拡
大
説

の
登
場
を
経
て
、
一
九
七
0
年
代
に
は
日
本
列
島

の
折
れ
曲
が
り
と
日
本
海
の
拡
大
と
が
関
連
し
て

議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
海
も
、
世
界

の
多
く
の
縁
海
と
同
じ
よ
う
に
、
沈
み
込
み
帯
の

背
後
で
新
し
い
海
洋
底
が
拡
大
す
る
こ
と
に
ょ
っ

て
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な

究研
が
ら
、
深
海
掘
削
や
地
球
物
理
学
的
な
観
測
か
ら

ム
は
日
本
海
の
拡
大
の
時
期
や
様
式
に
つ
い
て
の
明

確
な
需
は
得
ら
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
最
近

の
古
地
磁
気
の
資
料
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
西
南

日
本
の
回
転
の
様
子
は
、
日
本
海
の
西
南
部
が
朝

鮮
海
峡
付
近
を
要
と
し
て
扇
が
開
く
よ
う
に
拡
大

し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
大
陸
地
殻
の
一
部

が
フ
ジ
フ
大
陸
か
ら
引
き
裂
か
れ
、
背
弧
海
盆
の

拡
大
に
と
も
な
っ
て
回
転
し
な
が
ら
移
動
し
た
。

現
在
の
よ
う
な
形
の
日
本
列
島
と
そ
の
背
後
の
日

本
海
が
誕
生
し
た
の
は
、
約
一
五
0
0
万
年
前
の

こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

日
本
列
島
の
回
転
を
も
と
に
戻
す
こ
と
に
ょ
っ

て
、
日
本
海
が
拡
大
す
る
以
前
の
様
子
を
復
元
す

る
こ
と
も
で
き
る
。
西
南
日
本
の
フ
ジ
ア
大
陸
に

対
す
る
回
転
角
度
は
約
四
五
度
と
推
定
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
対
馬
付
近
を
中
心
と
し
て
日
本
列
島
の

西
南
部
を
反
時
計
回
り
に
四
五
度
だ
け
回
転
さ
せ

て
み
る
と
、
日
本
海
西
部
の
対
馬
海
盆
や
大
和
海

盆
を
閉
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
西
南
日
本
は
韓
半

島
の
す
ぐ
東
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
本
州

と
ア
ジ
ア
大
陸
の
海
岸
線
の
形
は
う
ま
く
適
合
せ

ず
、
間
に
す
き
ま
が
あ
く
よ
う
に
み
え
る
。
し
か

し
、
現
在
の
日
本
海
の
海
底
に
存
在
す
る
大
和
堆

や
朝
鮮
海
台
な
ど
大
陸
起
源
と
思
わ
れ
る
地
塊
を

あ
て
は
め
る
と
、
そ
の
す
き
ま
を
埋
め
る
こ
と
が

で
き
、
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
が
完
成
す
る
。

船
よ
そ
一
五
0
0
万
年
前
に
拡
大
し
た
日
本
海

は
、
い
ま
閉
じ
よ
う
と
し
て
い
る
ら
し
い
0
 
北
海

道
や
東
北
地
方
の
す
ぐ
西
側
で
日
本
海
の
海
底
が

日
本
列
島
の
地
下
に
む
か
っ
て
沈
み
込
み
始
め
て

い
る
こ
と
が
、
や
は
り
近
に
な
っ
て
明
ら
か
に

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
日
本
海
東
縁
で
の
沈
み
込
み

が
続
い
て
い
く
と
、
日
本
列
島
は
ふ
た
た
ぴ
フ
ジ

フ
大
陸
と
陸
続
き
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
地
球

上
の
陸
や
海
も
時
間
と
と
も
に
姿
を
変
え
て
い

く
。
わ
れ
わ
れ
が
直
接
に
目
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
空
間
と
時
間
は
宇
宙
の
ご
と
く
限
ら
れ
た
領
域

に
す
ぎ
な
い
が
、
人
間
の
好
奇
心
や
想
像
力
は
そ

の
限
界
を
越
え
て
過
去
や
未
来
へ
、
地
球
の
内
部

や
宇
宙
へ
と
ひ
ろ
が
っ
て
い
く
。

(
大
学
工
学
部
助
數
授
)

X

XX

X
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"
私
は
一
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ソ
詩

上
人
ジ
"
ソ
.
ミ
ル
ト
ソ
を
専
門
に
勉
強
し
て
い

る
0
 
大
学
院
入
学
直
後
、
「
修
論
の
テ
ー
マ
に
何

を
選
び
ま
す
か
?
」
と
い
う
フ
ソ
ケ
ー
ト
を
受
け

て
、
〆
切
り
ま
で
の
わ
ず
か
の
日
々
さ
ん
ざ
ん
悩

み
、
迷
っ
た
末
選
ん
だ
の
が
こ
の
作
家
ミ
ル
ト
ソ

で
あ
っ
た
。
学
部
で
の
授
業
を
通
し
て
英
文
学
へ

の
興
味
を
か
き
立
て
ら
れ
、
そ
の
自
信
も
見
込
み

も
全
く
な
い
ま
ま
、
「
将
来
、
出
来
れ
ぱ
研
究
職

に
つ
き
た
い
」
と
い
う
希
望
を
漠
然
と
持
っ
て
は

い
た
も
の
の
、
当
時
の
私
は
ま
だ
特
定
の
作
家
を

研
究
対
象
に
考
え
て
さ
え
い
な
い
ほ
ど
、
今
考
え

る
と
ま
こ
と
に
暢
気
な
学
生
だ
っ
た
、
の
だ
。
し

か
し
、
「
せ
っ
か
く
勉
強
す
る
の
な
ら
、
今
後
も

ず
っ
と
興
味
を
持
っ
て
研
究
を
重
ね
て
い
き
た

そ
の
た
め
に
も
、
巾
の
広
い
研
究
の
可
能
性

、
0

しを
持
っ
奥
行
き
の
深
い
作
家
、
自
分
の
考
え
方
や

生
き
方
に
好
ま
し
い
刺
激
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う

な
作
家
を
、
ぜ
ひ
と
も
選
び
た
い
」
と
思
い
こ

の
時
ぱ
か
り
は
さ
す
が
に
慎
重
に
な
っ
て
、
な
い

知
恵
を
し
ぼ
り
四
苦
八
苦
し
た
の
で
あ
る
。

結
局
私
は
研
究
作
家
の
欄
に
「
ミ
ル
ト
ソ
」
と

い
う
名
を
書
き
入
れ
て
、
そ
の
ア
ソ
ケ
ー
ト
を
提

の

出
し
九
わ
け
だ
が
、
学
部
時
代
に
興
味
を
持
っ
た

さ
ま
ざ
ま
な
作
家
の
中
か
ら
、
特
に
彼
の
名
が
浮

か
び
上
っ
て
き
九
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。
そ
れ
に

は
、
先
に
挙
げ
た
私
な
り
の
選
択
規
準
1
作
家

と
し
て
の
大
き
さ
と
人
間
的
な
度
量
1
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
学
部

四
年
次
に
、
当
時
の

女
子
大
学
長
、
越
智

文
雄
先
生
か
ら
受
け

た
「
ミ
ル
ト
ソ
研

究
」
の
講
義
の
影
響

か
、
少
な
か
ら
ず
あ

.
、
、つ

た
か
ら
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
ラ
テ
ソ
語

に
精
通
さ
れ
ミ
ル
ト

ソ
の
権
威
と
し
て
知

ら
れ
て
い
た
先
生

か
、
朗
々
と
し
た
声

.
、
、

で
自
信
を
持
っ
て
語
ら
れ
る
講
義
に
は
迫
力
が
あ

り
、
私
は
学
間
と
い
う
も
の
の
底
の
深
さ
と
素
晴

ら
し
さ
を
同
時
に
感
じ
て
、
圧
倒
さ
れ
ず
に
は
お

ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
九
、
そ
の
授
業
で
取
り
上
げ

ら
れ
た
ミ
ル
ト
ソ
の
初
期
の
仮
面
劇
『
コ
ー
マ

ス
』
の
持
つ
若
々
し
く
瑞
々
し
い
感
性
に
強
く
ひ

か
れ
、
そ
の
背
後
に
あ
る
西
洋
文
化
の
重
み
に
魅

了
さ
れ
て
も
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
私
は
ミ
ル
ト
ソ
と
深
く
関
わ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
れ
以
来
私
の
書
い
た
さ
さ
や
か

な
論
文
は
す
べ
て
ミ
ル
ト
ソ
に
関
す
る
も
の
で
あ

り
、
私
は
文
字
通
り
「
ミ
ル
ト
ソ
」
を
専
門
に
勉

強
し
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
過
程

で
、
ミ
ル
ト
ソ
と
い
う
作
家
お
よ
び
そ
の
作
品
に

対
す
る
私
の
思
い
に
は
、
か
な
り
の
変
化
が
あ
っ

九
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
は
初
期
の
ラ

テ
ソ
詩
や
前
述
の
『
二
ー
マ
ス
』
な
ど
に
代
表
さ

れ
る
ル
ネ
ッ
サ
ソ
ス
的
な
感
性
に
支
え
ら
れ
た
作

口
叩
、
ミ
ル
ト
ソ
の
若
さ
や
思
い
が
け
な
い
柔
軟
性

が
直
接
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
作
品
を
好
ま
し
く

思
い
、
例
え
ぱ
、
戸
ー
マ
神
話
の
恋
愛
の
神
キ
ニ

ー
.
ヒ
ッ
ド
に
翻
弄
さ
れ
て
報
わ
れ
ぬ
変
苦
し

む
、
と
い
う
設
定
で
自
ら
の
恋
愛
体
験
を
描
い
た

「
ニ
レ
ジ
ー
」
第
七
番
な
ど
に
、
大
い
に
新
鮮
な

魅
力
を
感
じ
て
い
た
の
だ
が
、
今
は
や
は
り
、
詩

人
と
し
て
の
ミ
ル
ト
ソ
の
本
領
は
晩
年
の
作
品
に

こ
そ
見
る
べ
き
だ
、
と
素
直
に
思
え
る
の
で
あ

る
0

『失楽園』にひかれて

小山
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そ
れ
は
私
が
彼
の
代
衷
作
『
失
楽
園
』
の
靴

な
読
者
と
な
っ
た
せ
い
で
あ
ろ
う
か
。
ミ
ル
ト
ニ

フ
ソ
と
称
さ
れ
る
ビ
く
一
部
の
人
を
除
き
、
今
で

般
の
人
気
を
ほ
と
ん
ど
失
っ
て
し
ま
っ
た
と

は
一

も
言
え
る
こ
の
作
品
に
「
ひ
か
れ
て
い
る
」
と
言

つ
て
も
、
私
の
貧
し
い
言
葉
と
説
明
で
は
、
同
意

し
て
く
れ
る
人
ど
こ
ろ
か
、
は
た
し
て
本
気
で
信

じ
て
く
れ
る
人
が
い
る
か
ど
ぅ
か
全
く
心
も
と
な

い
の
だ
が
、
し
か
し
確
か
に
私
は
こ
の
作
品
に
た

ま
ら
な
く
ひ
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
0

現
代
人
の
目
か
ら
見
れ
ぱ
プ
巳
卜
そ
の
も
の

に
は
何
の
変
哲
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
問
違
い

な
い
で
あ
ろ
う
。
人
類
の
始
祖
と
し
て
神
に
創
造

さ
れ
た
男
と
女
1
こ
の
世
で
最
初
の
夫
婦
1

校
狷
な
へ
、
ヒ
の
誘
惑
に
ょ
っ
て
禁
断
の
木
の

゛
、
、

力実
を
口
に
し
、
神
に
追
放
さ
れ
て
エ
デ
ソ
の
園
を

出
る
、
と
い
う
「
創
世
記
」
第
一
 
1
三
章
の
有
名

な
記
述
を
下
敷
き
に
し
、
「
永
遠
の
摂
理
を
主
張

し
、
神
の
道
の
正
し
さ
を
人
々
に
示
す
た
め
に
」

(
『
失
楽
園
』
第
一
巻
二
五
1
二
六
行
)
書
か
れ
た

の
が
、
こ
の
作
品
な
の
だ
か
ら
。

し
か
し
そ
の
結
末
に
至
る
ま
で
の
フ
ダ
ム
と
イ

ヴ
の
人
間
ド
ラ
マ
は
、
妙
な
な
ま
な
ま
し
さ
を
持

な
い
」
と
悲
観
的
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
今

「
道
は
長
い
、
自
分
な
り
に
せ
い
ぜ
い
頑
張
ろ

はう
」
と
い
う
、
抵
と
ん
ど
居
直
り
の
心
境
に
な
っ

て
い
る

さ
て
、
ア
グ
ム
と
イ
ヴ
が
手
に
手
を
と
り
エ
デ

ソ
の
園
を
出
て
行
く
『
失
楽
園
』
の
結
ぴ
の
、
ソ
ー

ソ
に
、
私
は
未
だ
に
一
涙
が
こ
ぼ
れ
て
な
ら
な
い
こ

と
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
場
面
で
二
人
の
道
案
内

と
な
る
の
は
「
.
フ
戸
ヴ
'
デ
ソ
ス
(
神
の
摂
理
)
」

で
あ
る
。
実
は
こ
の
秋
か
ら
フ
メ
リ
カ
で
在
外
研

究
さ
せ
て
頂
く
予
定
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ

の
折
に
私
か
船
世
話
に
な
る
プ
ラ
ウ
ソ
大
学
の
所

在
地
が
、
ロ
ー
ド
・
ア
イ
ラ
ソ
ド
州
の
州
都
で
あ

り
、
偶
然
に
も
「
.
フ
ロ
ヴ
'
デ
ソ
ス
」
と
い
う
名

で
あ
る
と
と
を
知
っ
た
時
は
、
少
な
か
ら
ず
驚
き

も
し
、
ま
た
と
て
も
心
強
く
思
っ
て
嬉
し
く
な
っ

た
も
の
だ
。
フ
ダ
ム
と
イ
ヴ
な
ら
ず
、
ひ
と
り
孤

独
に
異
国
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
に
な
る
私
だ

か
、
「
.
フ
ロ
ヴ
ィ
デ
ソ
ス
」
と
い
う
強
力
な
道
案

.
、
、

内
を
得
て
勇
気
百
倍
、
精
一
杯
研
究
に
励
ん
で
き

た
い
と
思
っ
て
い
る
。

つ
て
語
り
か
け
て
く
る
の
で
あ
る
。
私
は
堕
罪
以

前
の
二
人
が
神
の
溢
れ
~
は
か
り
の
祝
福
に
支
え

ら
れ
、
無
防
備
な
ま
で
に
あ
っ
け
ら
か
ん
と
愛
の

世
界
に
浸
り
至
福
を
楽
し
ん
で
い
る
姿
を
見
る

、し

と
、
セ
イ
タ
ソ
で
は
な
い
が
本
当
に
羨
ま
し
い
と

思
う
し
、
ま
た
同
時
に
、
現
代
の
世
の
中
で
な
お

ざ
り
に
さ
れ
が
ち
な
単
純
な
も
の
、
素
朴
な
も
の

に
対
す
る
憧
れ
を
蕪
ら
せ
ず
に
船
れ
な
い
。
そ
し

て
堕
罪
後
の
二
人
が
肉
欲
に
溺
れ
、
続
い
て
醜
い

責
任
の
な
す
り
合
い
を
し
た
後
、
神
の
恩
寵
が
働

き
、
イ
ヴ
の
献
身
的
な
態
度
と
フ
ダ
ム
の
男
ら
し

さ
が
回
復
さ
れ
て
、
美
し
い
和
解
の
場
面
を
迎
え

る
く
だ
り
に
な
る
と
、
胸
が
つ
ま
っ
て
そ
し
て
心

か
ら
捻
っ
と
す
る
の
で
あ
る
。

国
と
時
代
を
こ
れ
ほ
ど
異
に
し
な
が
ら
、
私
は

ン
の
作
品
を
読
み
、
自
分
な
り
に
感
銘
を

ル

ト

、
、
、受

け
、
そ
し
て
わ
ず
か
な
力
の
中
で
何
と
か
理
解

し
よ
う
と
し
て
き
九
。
小
手
先
の
文
才
で
は
な

く
、
信
仰
に
支
え
ら
れ
祈
り
の
中
で
創
作
し
た
こ

の
偉
大
で
真
塾
な
作
家
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、
こ
れ

か
ら
の
研
究
生
活
が
は
た
し
て
私
に
ど
れ
だ
け
伝

え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
以
前
は
そ
の
存
在
の

大
き
さ
に
畏
縮
し
て
、
「
と
て
も
太
刀
打
ち
出
来
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私
の
目
下
の
研
究
テ
ー
マ
は
近
現
代
の
日
本
経

済
史
、
と
く
に
戦
間
期
を
中
心
に
し
九
農
村
史
で

あ
る
。戦

前
の
農
村
は
、
大
小
の
地
主
が
船
り
、
農
民

も
自
作
農
の
ほ
か
多
く
は
地
主
か
ら
土
地
を
借
入

れ
た
小
作
農
民
と
し
て
存
在
す
る
階
級
・
階
層
社

会
で
あ
0
た
。
そ
の
た
め
に
、
資
本
主
義
の
展

開
、
な
か
ん
ず
く
第
一
次
大
戦
後
の
重
化
学
工
業

化
の
本
格
的
展
開
に
応
じ
て
、
農
村
で
は
「
小
作

争
議
」
の
形
を
と
っ
た
地
主
小
作
の
階
級
対
立
を

は
じ
め
、
農
民
層
の
種
々
の
権
利
主
張
を
基
礎
に

し
た
社
会
的
・
政
治
的
諸
運
動
が
展
開
す
る
一

方
、
国
家
も
そ
れ
に
対
し
て
農
村
安
定
化
の
た
め

に
さ
ま
ざ
ま
な
政
策
・
施
策
を
講
じ
な
け
れ
ぱ
な

ら
な
く
な
っ
九
。
こ
の
よ
う
に
流
動
化
し
た
農
村

の
状
況
を
、
小
作
争
議
な
い
し
、
農
会
や
産
業
組

合
の
畏
業
団
体
の
展
開
、
あ
る
い
は
昭
和
恐
慌
期

以
降
農
村
秩
序
立
て
直
し
の
た
め
に
大
々
的
に
展

開
さ
れ
る
経
済
更
生
運
動
等
の
広
義
の
農
村
社
会

運
動
の
経
済
的
・
社
会
的
条
件
と
担
い
手
船
よ

び
そ
こ
に
貫
く
原
理
と
論
理
を
そ
れ
ぞ
れ
確
定
し

つ
つ
、
国
家
の
政
策
的
対
応
と
の
関
連
で
明
ら
か

に
し
て
、
最
終
的
に
「
戦
間
期
日
本
の
国
家
と
農

村
」
と
い
う
国
家
の
農
村
支
配
体
制
論
に
問
題
を

収
斂
さ
せ
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
、
私
の
こ
れ
ま

で
行
な
っ
て
き
た
具
体
的
な
作
業
で
あ
り
、
ま
た

自
分
で
は
も
う
少
し
で
可
能
だ
と
思
っ
て
い
る
ま

と
め
の
方
向
に
関
す
る
見
通
し
で
も
あ
る
。

こ
の
小
文
で
は
、

「
私
の
研
究
」
に
対
す

る
自
分
な
り
の
意
味

づ
け
が
求
め
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
要
望
に
ど
こ
ま

で
応
え
ら
れ
る
か
分

か
ら
な
い
。
ま
た
、

こ
れ
は
研
究
の
意
味

と
い
う
よ
り
も
お
そ

ら
く
研
究
姿
勢
に
関

わ
る
問
題
で
あ
ろ
う

つ
ね
日
頃
考
え

゛
、
、

力

て
い
る
こ
と
の
一
端
を
述
べ
て
責
め
を
ふ
さ
ぎ
た

い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
先
行
の
論
争
や
業
績
の
受

け
と
め
方
に
関
連
す
る
問
題
で
あ
る
。

私
の
研
究
テ
ー
マ
で
あ
る
戦
間
期
農
村
史
で

は
、
戦
前
期
以
来
の
研
究
の
長
い
歴
史
と
ぶ
厚
い

蓄
積
を
持
っ
て
い
る
。
有
力
な
論
争
が
い
く
つ
か

あ
り
、
ま
九
優
れ
た
体
系
的
見
解
も
さ
ま
ざ
ま
な

分
野
か
ら
既
に
か
な
り
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

だ
け
に
、
当
該
テ
ー
マ
を
あ
え
て
専
攻
領
域
と
す

る
者
に
は
、
そ
の
こ
と
に
起
因
す
る
固
有
の
難
し

さ
が
伴
う
。
そ
れ
は
、
過
去
の
論
争
や
業
績
に
対

し
て
自
己
の
研
究
の
位
置
と
意
味
を
い
や
で
も
意

識
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ

う
で
な
け
れ
ぱ
一
歩
も
進
ま
な
い
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
。
と
く
に
現
在
の
よ
う
に
研
究
が
細
分
化

し
、
高
度
な
実
証
密
度
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な

れ
ぱ
、
研
究
の
間
隙
を
ぬ
っ
て
地
道
に
作
品
を
仕

上
げ
る
こ
と
は
あ
る
程
度
ま
で
は
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
な
り
に
研
究
を
積
み
重
ね

そ
れ
に
一
定
の
ま
と
め
を
つ
け
る
と
な
れ
ぱ
、
戦

間
期
農
村
史
の
現
水
準
に
船
い
て
は
や
は
り
過
去

の
論
争
や
業
績
と
の
理
論
的
な
対
決
は
避
け
え
な

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

い

戦
間
期
農
村
史
は
一
九
六
0
年
代
以
降
、
地
主

的
土
地
所
有
・
農
民
運
動
・
農
業
団
体
・
経
済
更

生
運
動
等
の
個
別
テ
ー
マ
に
つ
い
て
事
例
研
究
の

形
で
着
実
な
成
果
を
あ
げ
て
き
た
。
だ
が
そ
の
反

面
、
他
の
研
究
分
野
の
例
に
も
れ
ず
、
研
究
の
個
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別
分
散
化
が
顕
著
に
進
み
、
そ
れ
ら
の
成
果
を
全

体
と
し
て
総
括
す
る
視
点
が
見
え
て
こ
な
い
と
い

う
困
難
に
直
面
し
て
い
る
の
か
現
状
で
あ
る
。
研

究
か
こ
の
よ
う
な
形
に
な
る
以
前
つ
ま
り
一
九
五

0
年
代
い
っ
.
は
い
は
、
ビ
く
大
ま
か
に
言
っ
て
、

農
村
研
究
が
あ
ら
ゆ
る
社
会
科
学
に
船
い
て
花
形

で
あ
り
、
ま
た
そ
の
議
論
の
中
身
に
船
い
て
も
相

互
に
一
定
の
共
通
認
識
か
バ
ッ
ク
ボ
ー
ソ
と
し
て

あ
り
、
そ
の
点
で
船
し
な
べ
て
か
な
り
バ
イ
ア
ス

の
か
か
っ
た
議
池
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
遡
っ

て
戦
前
期
に
船
い
て
は
、
一
九
三
0
年
代
に
有
名

な
「
日
本
資
本
主
義
論
争
」
と
い
う
の
が
あ
っ
た
。

こ
の
論
争
の
中
心
的
な
論
点
は
、
経
済
レ
ベ
ル
で

は
「
日
本
資
本
主
義
と
農
業
問
題
」
と
の
関
連

と
く
に
そ
れ
を
地
主
制
と
の
絡
み
で
ど
ぅ
捉
え
る

か
に
あ
っ
た

何
も
戦
間
期
農
村
史
に
限
ら
な
い
こ
と
だ
が
、

研
究
の
展
開
と
い
う
、
の
は
ど
ぅ
も
、
始
め
に
枠

組
論
や
、
実
'
は
フ
ラ
い
が
極
め
て
体
系
的
な
議

論
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
個
々
の
論
点
に
つ

い
て
緻
密
に
詰
め
を
行
な
う
と
い
う
経
過
を
辿
る

よ
う
で
あ
る
。
戦
前
農
業
・
農
村
の
研
究
は
ま
さ

に
そ
の
よ
う
な
展
開
の
典
型
で
あ
る
と
言
え
る
。

問
題
は
、
枠
組
論
や
体
系
的
な
議
論
で
問
題
に
さ

れ
た
こ
と
が
、
そ
の
後
の
実
証
的
な
亭
例
研
究
に

正
し
く
受
け
継
が
れ
、
真
に
問
題
の
解
泱
が
図
ら

れ
る
か
ど
ぅ
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
は
一

九
六
0
年
代
以
降
の
豊
村
史
の
研
究
も
多
分
に
反

省
す
べ
き
点
が
あ
っ
た
、
と
い
う
の
が
私
の
見
方

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
延
て
は
、
私
の
見

る
と
こ
ろ
、
上
述
の
よ
う
な
現
在
の
研
究
の
困
難

さ
を
生
ん
だ
一
因
に
も
な
っ
て
い
る
。

日
本
資
本
主
義
論
争
な
ん
て
古
い
、
今
さ
ら
そ

れ
を
意
識
す
る
な
ぞ
、
遅
れ
て
い
る
し
馬
鹿
げ
て

い
る
、
と
い
う
見
立
て
は
当
然
あ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
あ
た
か
も
、
日
本
資
本
主
義
研
究
が
農
業

研
究
で
あ
っ
九
り
、
あ
る
い
は
日
本
社
会
研
究
が

農
村
研
究
で
あ
る
か
の
よ
う
な
感
が
あ
っ
た
研
究

の
偏
り
は
、
一
九
六
0
年
以
前
の
研
究
に
船
け
る

速
や
か
に
克
服
さ
れ
る
べ
き
重
大
な
難
点
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
問
題
は
九
く
さ
ん
あ
っ
九
。
し

か
し
そ
う
は
い
っ
て
も
、
農
業
問
題
ぬ
き
の
日
本

資
本
主
義
論
が
登
場
し
た
り
、
豊
村
研
究
で
も
地

主
制
に
ほ
と
ん
ど
関
心
を
払
わ
な
い
研
究
が
出
て

く
る
の
は
、
過
去
の
研
究
の
正
し
い
継
承
の
結
果

と
は
言
え
な
い
。
ま
允
、
一
九
六
0
年
代
以
前
の

農
村
研
究
で
は
、
日
本
の
近
代
化
・
民
主
化
の
実

現
と
い
う
問
題
関
心
か
ら
部
落
・
「
力
ら
」
共
同

体
に
対
す
る
関
心
が
非
常
に
強
か
う
た
。
そ
れ
に

ひ
き
か
え
、
六
0
年
代
以
降
は
一
転
し
て
部
落
の

問
題
は
ほ
と
ん
ど
抜
け
落
ち
る
。
近
代
化
論
に
対

す
る
反
省
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
今
か
ら
考
え

る
と
単
な
る
裏
返
し
の
批
判
で
問
題
が
あ
っ
た
。

私
の
当
面
の
関
心
は
、
と
れ
ま
で
の
貧
し
い
実

証
研
究
を
一
定
の
体
系
性
の
、
と
希
括
す
る
こ

と
で
あ
る
。
実
証
的
な
作
業
を
す
る
場
合
も
、
自

分
で
は
研
究
史
を
そ
れ
な
り
に
意
識
し
「
構
え
は

大
き
く
」
問
題
を
立
て
て
き
九
つ
も
り
で
あ
る

゛
、
、

そ
れ
ら
を
い
ざ
総
括
す
る
と
な
る
と
、
当
然

力理
論
的
な
規
準
が
必
要
で
あ
る
。
近
年
、
経
済
学

や
歴
史
学
の
分
野
で
は
刺
激
に
富
む
新
し
い
.
ハ
ラ

ダ
イ
ム
が
次
々
に
出
さ
れ
て
き
て
い
る
。
必
要
で

あ
れ
ぱ
そ
れ
ら
の
新
し
い
見
方
を
積
極
的
に
取
り

入
れ
る
柔
献
性
を
持
つ
と
伺
時
に
、
他
方
、
一
九

六
0
年
代
以
前
の
農
村
研
究
の
批
判
的
・
発
展
的

な
継
承
と
い
う
こ
と
に
徹
底
し
て
こ
だ
わ
る
良
い

意
味
で
の
頑
固
さ
も
非
常
に
大
事
な
よ
う
に
、
私

に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
大
学
人
文
科
学
研
究
所
助
教
授
)
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