
ア
ン
・
ダ
ル
ト
ロ
ッ
プ
著

金
丸
輝
男
監
訳

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
の
政
治
』

い
て
は
い
さ
さ
か
こ
れ
を
等
閑
に
付
し
て
き
た
き

ら
い
が
な
い
で
も
な
か
っ
た
の
だ
。
し
か
し
も
と

よ
り
、
最
近
の
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
共
同
体
は
、
単
な
る

経
済
の
枠
を
こ
え
て
発
展
し
つ
っ
あ
る
。
わ
れ
わ

れ
は
今
日
、
決
し
て
従
来
の
そ
れ
に
と
ど
ま
る
こ

と
の
な
い
多
様
な
視
点
を
も
っ
て
そ
の
動
き
を
み

る
よ
う
に
せ
ま
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
書
は
、
こ
う
し
九
意
味
に
お
い
て
き
わ
め
て

時
宜
を
え
た
も
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
本
書
は
入

門
的
な
も
の
を
狙
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と

は
い
ぇ
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ

共
同
体
が
す
で
に
超
国
家
的
な
、
一
っ
の
巨
大
な

社
会
的
・
政
治
的
構
築
物
と
な
っ
て
ぃ
る
様
子
を

描
こ
う
と
す
る
点
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
共
同
体

加
盟
国
の
社
会
や
政
治
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
過

去
数
十
年
そ
れ
ぞ
れ
何
ら
か
の
形
で
大
き
な
変
容

を
と
げ
九
。
伝
統
的
な
「
国
家
」
を
こ
え
た
共
同

体
と
い
う
枠
組
み
の
な
か
で
、
た
と
え
ぱ
そ
の
賃

金
体
系
も
雇
用
政
策
も
、
労
働
組
合
も
圧
力
団
体

も
、
ま
九
司
法
的
権
限
も
選
挙
制
度
も
、
政
党
活

動
も
議
会
の
あ
り
か
九
も
す
べ
て
変
質
さ
せ
た
の

で
あ
る
。
本
書
を
一
読
す
る
読
者
は
、
お
そ
ら
く

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
が
た
ど
っ
て
き
九
そ
う
し
た

変
容
の
足
跡
を
的
確
に
知
る
こ
と
が
で
き
、
な
お

ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
共
同
体
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の

は
、
入
円
書
の
た
ぐ
い
か
ら
学
需
文
に
い
た
る

ま
で
を
考
慮
に
入
れ
る
と
す
れ
ぱ
大
変
な
'
に
の

ぽ
っ
て
い
る
。
わ
が
国
の
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
壮
ハ
同
体
研

究
は
、
近
年
に
い
た
り
質
・
量
と
も
非
常
に
厚
み

を
ま
し
九
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
分
野
で
の
文
献
に
お
い
て
は
経

済
分
析
に
関
す
る
も
の
が
比
較
的
多
く
、
人
々
は

こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
関
心
を

も
っ
て
は
い
な
か
っ
九
。
社
会
や
法
や
政
治
に
つ

有
斐
閣
 
B
六
版

二
五
二
頁
一
、
八
0
0
円

か
っ
一
九
八
0
年
代
に
お
い
て
、
共
同
体
が
直
血

し
て
い
る
社
会
的
・
政
治
的
纖
の
大
き
さ
と
重

さ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
ち
か
い
な
い

の
で
あ
る
0

な
お
著
者
は
イ
ギ
リ
ス
人
で
あ
り
、
本
書
の
い

た
る
と
こ
ろ
で
と
く
に
イ
ギ
リ
ス
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

共
同
体
の
関
係
を
と
り
あ
げ
て
分
析
し
て
ぃ
る
。

イ
ギ
リ
ス
は
最
初
、
共
同
体
の
妨
害
者
と
し
て
た

ち
は
だ
か
り
な
が
ら
、
し
か
し
結
局
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
一
員
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
そ
う
し

た
様
相
が
ビ
ビ
ッ
ド
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
点
も
ま
磊
者
の
興
味
を
そ
そ
る
こ
と

に
な
ろ
う
。

訳
文
は
全
体
と
し
て
こ
な
れ
て
い
磊
み
ゃ
す

巻
末
に
繞
者
の
便
宜
を
は
か
り
参
考
文
献

)
0

しと
年
表
が
付
さ
れ
て
い
て
親
切
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ

ツ
。
ハ
共
同
体
の
社
会
や
政
治
に
関
心
を
も
つ
も
の

に
と
っ
て
、
ぜ
ひ
一
で
て
み
た
い
本
で
あ
る
。

梅
津
(
大
学
法
学
部
教
授
)

安
永
武
人
著

『
戦
時
下
の
作
家
と
作
品
』

未
来
社
 
B
六
版

三
四
五
頁
二
、
五
0
0
円

十
五
年
傘
が
終
結
し
て
ほ
ぽ
四
十
年
九
っ
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た
。
取
近
に
な
っ
て
ょ
う
や
く
戦
時
下
の
文
学
の

あ
り
か
た
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
機
運
が
生

れ
つ
っ
あ
る
。
安
永
武
人
教
授
の
著
書
『
戦
時
下

の
作
家
と
衡
』
(
未
来
社
一
九
八
四
年
十
二

月
二
十
三
日
)
は
、
そ
の
機
運
の
な
か
で
重
要
な

も
の
の
一
つ
に
な
る
だ
ろ
う
。
本
譜
に
収
め
ら
れ

た
火
野
葦
平
『
麦
と
兵
隊
』
に
つ
い
て
の
論
文

が
、
「
砥
下
の
文
学
<
そ
の
一
>
」
と
し
て
発

表
さ
れ
九
の
は
『
同
志
社
国
文
学
』
の
創
刊
号

(
一
九
六
六
年
三
月
)
で
あ
っ
た
。
以
後
、
『
黒

社
国
文
学
』
は
教
授
の
「
戦
時
下
の
文
学
」
を
掲

載
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
が
昨
冬
一
本

に
ま
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
あ
ら
た
め
て
読
み

返
し
て
い
る
と
、
当
時
の
こ
と
が
枋
佛
と
し
て
思

い
出
さ
れ
て
く
る
。

こ
の
間
に
、
十
五
年
戦
争
の
体
験
は
、
い
っ
そ

う
風
化
し
て
し
ま
っ
九
が
、
教
授
の
姿
勢
は
一
貫

し
て
変
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
時
と
し
て
教

授
が
孤
絶
し
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
映
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
そ
れ
は
状
況
へ
の
教
授
の
抵
抗
の
姿

で
あ
る
。
教
授
は
,
本
吉
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
、

「
刷
胞
の
屍
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
戦
場
を
埋
め
て
ゆ
く
、

他
民
放
か
U
本
箪
隊
の
侵
略
に
よ
っ
て
お
び
九
だ

し
い
血
を
な
が
し
て
い
た
、
そ
の
悲
惨
な
年
月
の

あ
い
だ
、
同
時
代
の
日
本
の
文
学
は
、
ど
の
よ
う

、

、
、

、

な
あ
り
よ
う
を
し
て
い
た
の
か
ー
こ
の
一
念
が

こ
れ
ら
の
需
を
徽
さ
せ
た
」
と
「
あ
と
が
き
」

で
青
い
て
い
る
。

対
象
と
な
っ
九
作
家
と
作
品
は
、
火
野
葦
平

『
麦
と
兵
隊
』
、
石
川
達
三
『
生
き
て
ゐ
る
兵
隊
』
、

林
房
雄
『
業
』
、
島
木
健
作
『
告
の
探
求
』
、

和
田
伝
『
大
日
向
村
』
、
横
光
利
一
『
旅
愁
』
、
伊

東
静
雄
『
春
の
い
そ
ぎ
』
、
「
植
民
地
文
学
1

『
皇
民
化
』
と
た
た
か
う
朝
鮮
の
作
家
た
ち
1
」

で
あ
る
。
本
書
で
対
象
と
さ
れ
た
作
家
と
作
品
の

い
く
つ
か
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
評
論
家
や
研
究
者

に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
は
き
た
。
し
か
し
石
川
の

作
品
と
朝
鮮
の
作
家
九
ち
を
除
け
ぱ
、
戦
時
中
に

「
わ
た
し
自
身
が
興
味
を
も
っ
て
接
し
た
作
家
と

作
品
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
作
業
は
、
か
つ
て

、
、
、

、
、
、

の
わ
た
し
の
よ
み
の
あ
さ
さ
を
批
判
す
る
結
果
に

も
な
っ
て
い
る
」
と
教
授
が
い
う
と
き
、
本
書
の

特
色
が
あ
ぎ
や
か
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
い

い
だ
ろ
う
。
「
文
学
に
よ
っ
て
創
造
す
べ
き
人
間

像
と
、
現
実
に
か
れ
ら
が
発
見
し
た
あ
た
ら
し
い

人
問
と
の
と
り
ち
が
え
が
あ
っ
た
」
会
千
一
頁
)

戦
争
文
学
の
創
作
に
お
け
る
方
法
上
の
誤
ま
り
に

つ
い
て
の
指
摘
は
、
同
時
に
「
か
つ
て
の
わ
た
し

、
、
、
、
、
、

小
林
章
夫
著

『
コ
ー
ヒ
ー
・
ハ
ウ
ス
都
市
の
生

活
史
1
十
八
世
紀
ロ
ン
ド
ン
』

最
々
儲
版
 
A
五
版

二
三
0
頁
一
、
七
0
0
円

ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
文
化
と
生
活
史
関
連
の
出
版
が
ブ

ー
ム
を
呈
し
て
い
る
が
、
小
林
氏
の
『
コ
ー
ヒ

ハ
ウ
ス
』
は
本
年
五
月
に
発
刊
さ
れ
、
一
ケ

月
後
に
早
く
も
再
版
を
見
た
事
は
真
に
喜
ぱ
し

)
0

コ
ー
ヒ
ー
・
ハ
ウ
ス
隆
盛
の
歴
史
は
ロ
マ
ン

しに
満
ち
た
命
題
で
、
新
進
気
鋭
の
英
文
学
者
の
筆

に
な
る
事
は
称
讃
倫
す
る
。

本
穫
暈
か
ら
構
成
さ
れ
、
益
早
で
は
英
国

玉
井
敬
之
(
大
学
文
学
部
教
授
)

の
よ
み
の
あ
さ
さ
し
へ
の
」
邪
切
な
批
判
に
も
な
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
苦
渋
を
と
も
な

う
作
業
で
あ
っ
た
と
思
う
。
本
習
の
行
冏
か
ら
に

じ
み
で
て
く
る
も
の
は
、
戦
争
休
験
の
反
拐
を
通

し
て
、
文
学
の
創
造
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
か

け
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
ま
た
教
授
の
非
戦
と
平
和

へ
の
厳
し
い
姿
勢
と
し
磊
者
に
訴
え
て
く
る
の

で
あ
る
。

本
当
は
学
術
の
屯
,
で
あ
る
と
伺
時
採
世
の
書

で
も
あ
る
。
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へ
の
コ
ー
ヒ
ー
伝
播
と
そ
の
効
用
、
次
い
で
コ
ー

ヒ
ー
・
ハ
ウ
ス
の
形
成
圭
祭
年
代
的
に
雛

さ
れ
て
い
る
0
 
二
竜
は
コ
ー
ヒ
ー
・
ハ
ウ
ス
の
位

置
づ
け
、
特
に
政
治
家
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
個

々
の
コ
ー
ヒ
ー
・
ハ
ウ
ス
の
関
係
に
熊
b
条
当
て

ら
れ
て
い
る
。
三
章
に
於
い
て
コ
ー
ヒ
ー
.
ハ
ウ
ス

に
出
入
り
す
る
文
人
祭
系
統
的
に
述
べ
ら
れ
、

十
七
、
十
八
世
紀
の
コ
ー
ヒ
ー
・
ハ
ウ
ス
緑
々

な
役
割
り
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

落
者
い
た
装
丁
の
本
'
の
第
一
の
特
色
は
、
下

段
四
分
の
一
.
頁
は
全
て
本
文
の
注
お
よ
び
参
考
資

料
に
充
て
ら
れ
て
い
皐
で
あ
り
、
挿
入
画
も
適

切
で
効
果
的
で
あ
る
。
平
勿
な
、
し
か
し
筆
者
の

年
代
に
は
珍
ら
し
松
か
な
表
現
と
相
俟
っ
て
実

謡
゛
み
易
い
。
読
者
は
コ
ー
ヒ
ー
・
ハ
ウ
ス
の
歴

史
を
通
じ
て
、
十
七
、
十
八
世
紀
の
英
国
の
時
代
背

景
を
知
り
得
、
英
文
学
と
コ
ー
ヒ
ー
.
ハ
ウ
ス
の

因
果
関
係
に
興
味
が
引
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
唯
、

銘
柄
χ
う
る
さ
い
コ
ー
ヒ
ー
飲
み
の
一
黒
の
種
本

と
し
て
の
期
待
は
叶
え
難
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
は
本
桝
が
十
八
欝
英
文
学
を
コ
ー
ヒ

ハ
ウ
ス
と
戸
っ
「
人
冏
の
<
る
つ
ぽ
>
」
を

通
し
て
<
唆
し
よ
う
と
す
る
著
街
の
高
で
編
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
本
編
後
半
部
で
、
筆
者

は
文
学
に
偏
り
が
ち
な
筆
勢
を
、
コ
ー
ヒ
ー

ハ

ウ
ス
と
の
接
点
に
押
し
戻
そ
う
と
試
み
て
い
る

本
習
の
綴
を
栗
す
れ
ぱ
す
る
程
、
文
学

゛
、
、

力や
政
治
と
切
り
籬
せ
な
く
な
る
の
も
、
コ
ー
ヒ

ハ
ウ
ス
の
歴
史
的
存
在
が
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。

当
時
の
英
国
の
コ
ー
ヒ
ー
・
ハ
ウ
ス
は
文
化
を
育

み
、
恋
人
の
待
ち
合
せ
場
所
と
成
り
下
っ
九
街
の

喫
茶
店
の
類
で
は
な
い
。
一
響
の
誤
解
を
解
き
、

当
時
の
英
国
人
縦
し
振
り
を
円
外
漢
に
説
く
事

も
本
冴
一
高
か
も
知
れ
な
い
が
、
軽
く
読
み
流

し
出
来
な
い
箇
所
に
本
習
の
貞
髄
が
隠
さ
れ
て
い

る
と
言
え
よ
う
。
十
八
世
紀
英
文
学
の
而
白
さ

は
、
案
外
、
コ
ー
ヒ
ー
・
ハ
ウ
ス
の
世
界
に
在
る

様
に
思
わ
れ
る
の
も
、
小
林
氏
の
巧
み
な
論
旨
の

展
開
に
負
っ
て
い
る
。
ま
九
前
也
紀
お
よ
び
今
世

紀
に
於
け
る
コ
ー
ヒ
ー
・
ハ
ウ
ス
の
そ
の
後
は
、

著
者
の
残
さ
れ
九
課
題
と
し
て
大
い
に
期
待
さ
れ

能
口
盾
彦
(
大
学
工
学
部
助
教
授
)

て
い
る
。

杉
井
六
郎
著

『
明
治
期
キ
リ
ス
ト
教
の
研
究
』

同
朋
舎
出
版
 
A
五
版

五
0
四
頁
九
、
 
0
0
0
円

喜
は
多
年
に
わ
た
る
杉
井
教
授
の
需
考
を

今
回
筆
加
え
て
諜
し
九
も
の
で
あ
っ
て
、
そ

れ
は
明
治
期
キ
リ
ス
ト
教
の
総
論
で
は
な
く
各
論

と
も
一
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
各
県
は

歴
史
学
者
の
倫
と
綿
密
さ
を
以
て
書
き
上
げ
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。
総
論
的
叙
述
は
管
見
に
入
っ

九
も
の
だ
け
で
も
、
 
0
.
δ
曾
イ
(
一
§
§
の
)
、

刃
.
エ
.
ご
三
ヨ
ヨ
0
且
(
一
ゆ
=
y
 
山
本
秀
煌
(
一
九

二
九
、
昭
四
)
、
比
屋
桜
安
定
(
一
九
三
八
1
四

0
、
昭
三
 
1
 
一
五
)
、
石
原
謙
一
(
一
九
七
二
、

昭
四
二
)
、
熊
顎
孝
(
一
九
六
八
、
昭
四
三
)
、

海
老
沢
・
大
内
(
一
九
七
0
、
昭
四
五
)
、
土
肥
昭

夫
(
一
九
八
0
、
昭
五
五
)
等
が
あ
り
、
そ
れ
ら

と
比
較
対
照
す
れ
ぱ
、
本
爲
特
色
と
な
っ
て
い

る
点
も
明
か
に
な
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
本
書
の
取
扱
う
キ
リ
ス
ト
教
は
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
教
会
に
限
ら
れ
て
お
り
、
前
記
の
ケ
ー
リ

の
著
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
や
ハ
リ
ス
ト
ス
正
教

会
の
歴
史
を
も
取
扱
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ

う
で
は
な
い
。
た
だ
し
帝
政
ロ
シ
ャ
の
時
代
に

(
明
治
十
九
年
か
ら
二
五
年
ま
で
り
・
)
レ
ニ
ン
グ

ラ
ー
ド
や
モ
ス
ク
ワ
で
学
ん
だ
小
西
増
太
郎
の

「
響
」
の
磐
に
お
い
て
は
、
ハ
リ
ス
ト
ス
正

教
会
関
係
の
器
を
、
主
と
し
て
「
正
教
新
報
L

に
ょ
っ
て
線
告
さ
れ
て
い
る
。

本
書
の
内
容
は
第
姦
昊
横
井
左
平
太
と
横
井
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大
平
の
ア
メ
リ
カ
留
学
、
第
孟
早
、
宣
教
師
の
明

治
維
新
 
9
ル
ベ
ッ
キ
の
活
動
)
、
第
三
章
、
諜

者
の
見
た
初
期
教
会
形
成
過
程
(
横
浜
の
場
合
)
、

第
四
竜
、
「
公
会
名
飾
L
 
に
見
え
る
鈴
木
貫
一
に

つ
い
て
(
米
国
に
留
学
し
、
後
在
フ
ラ
ン
ス
艀
代

理
公
使
と
な
る
)
、
第
五
膏
千
、
明
治
の
キ
リ
ス
ト

者
群
像
(
金
森
通
倫
を
中
心
と
し
て
)
、
第
釡
、

明
治
慧
史
に
お
け
る
自
由
キ
リ
ス
ト
教
諾
の

意
味
、
第
七
章
、
小
西
増
太
郎
党
晝
第
八
章
、

反
戦
思
想
と
ト
ル
ス
ト
イ
ヤ
ン
、
と
な
っ
て
い

る
。
終
章
は
「
明
治
期
キ
リ
ス
ト
教
の
決
算
」
と

題
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
全
体
の
総
括
と
な
っ

て
、
著
者
独
自
の
見
觧
が
述
べ
ら
れ
て
い
て
興
味

深
い
。
各
章
の
賑
は
多
く
の
資
料
に
裏
付
け
さ

れ
、
独
断
的
な
事
実
認
定
や
価
値
判
断
を
避
け
て

い
る
。
同
志
社
人
と
し
て
は
、
熊
本
洋
学
校
設
立

を
提
唱
し
た
横
井
小
楠
の
甥
の
大
平
(
だ
い
へ

い
)
と
そ
の
兄
の
左
平
太
の
米
国
留
学
の
詳
細

や
、
新
島
先
生
の
後
継
者
と
し
て
我
も
人
も
認
め

て
い
た
金
森
通
倫
の
こ
と
な
ど
、
新
し
い
資
料
も

加
え
ら
れ
て
教
え
ら
れ
る
所
が
多
い
。
フ
ル
ベ
ッ

キ
に
つ
い
て
の
記
述
な
ど
も
当
時
の
留
学
生
の
生

活
な
ど
を
鮮
や
か
に
示
し
て
い
る
。

高
橋
虔
尖
学
神
学
部
名
誉
教
遅

田
中
嗣
人
著

『
器
太
子
信
仰
の
成
立
』

吉
打
弘
文
館
 
B
六
版

ニ
ハ
ハ
頁
二
、
五
0
0
円

日
本
の
歴
史
に
突
在
し
た
人
物
を
、
知
名
度
の

高
さ
で
配
列
し
て
み
る
と
、
お
そ
ら
く
「
聖
徳
太

子
」
の
名
が
そ
の
筆
頭
を
飾
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
と
っ
て
袈
太
子
と
は

そ
れ
ほ
ど
身
近
か
な
存
在
で
あ
る
の
だ
が
、
有
名

な
人
物
に
あ
り
が
ち
な
こ
と
と
し
て
、
本
当
の
聖

徳
太
子
の
姿
と
い
う
か
、
そ
の
素
顔
は
と
い
う
点

に
な
る
と
、
ま
こ
と
に
不
明
な
と
こ
ろ
が
多
い
。

早
い
話
が
日
本
の
紙
幣
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
聖
徳

太
子
像
も
、
も
と
も
と
袈
太
子
と
し
て
画
い
九

像
で
あ
っ
た
か
ど
ぅ
か
、
む
し
ろ
疑
わ
し
い
と
見

る
の
が
専
門
家
の
間
で
は
鷺
で
あ
る
。

こ
う
し
た
訳
で
、
一
口
に
聖
徳
太
子
の
研
究
と

つ

て
も
、
大
き
く
は
、
一
歴
史
上
に
実
在
し
た

い聖
徳
太
子
の
人
間
像
を
研
究
す
る
方
向
と
、
⇔
太

子
の
死
後
、
主
と
し
て
奈
良
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代

に
わ
た
る
五
百
年
間
に
わ
た
っ
て
発
展
し
九
聖
徳

太
f
仁
仰
の
実
体
を
研
究
す
る
方
向
、
の
二
つ
の

道
に
大
別
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
田
中
氏
の
『
袈

太
子
信
仰
の
成
立
』
は
、
こ
の
二
つ
の
道
の
接
点

を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
最
大
の
特
色

が
あ
る
。
そ
も
そ
も
飛
鳥
時
代
の
人
物
で
あ
っ
た

張
太
子
の
笑
像
は
、
奈
良
時
代
に
記
さ
れ
た

『
日
本
当
紀
』
以
下
の
史
当
な
ど
に
登
場
す
る
の

が
最
古
の
手
が
か
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
一
世
紀
後

の
誤
に
ょ
っ
て
し
か
笑
体
が
把
握
で
き
な
い
と

い
う
ハ
ン
デ
ィ
の
ほ
か
、
そ
れ
ら
最
古
の
手
が
か

り
が
、
す
で
忙
太
十
信
仰
の
色
彩
を
濃
憾
宿
し

て
い
る
。
こ
う
し
た
わ
け
で
、
器
太
子
の
研
究

は
、
そ
の
出
発
点
か
ら
不
思
誓
謎
の
霧
に
つ
つ

ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
田
中
氏
は
、
ま
ず
日
本
書

紀
を
は
じ
め
と
す
る
お
び
六
だ
し
い
「
太
子
伝
」

を
整
理
し
、
つ
い
で
太
壽
仰
が
時
代
を
追
っ
て

推
移
し
て
い
く
篠
を
と
ら
え
、
最
後
に
、
太
子

仏
仰
が
発
生
す
る
前
後
の
歴
史
将
況
か
ら
、
一

種
器
的
な
人
物
と
し
て
の
太
子
像
を
演
出
し
た

仕
掛
人
鼎
か
と
い
う
最
終
の
「
的
」
を
座
標
に

す
え
て
い
る
。

聖
徳
太
子
は
挑
古
朝
の
皇
太
子
と
し
て
、
内

政
・
外
政
の
両
面
に
わ
た
る
政
治
面
で
の
籍
を

残
し
、
ま
た
仏
教
を
主
体
と
す
る
先
進
文
化
を
移

入
し
た
文
化
政
策
の
立
役
者
で
も
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
研
究
は
広
く
古
代
史
の
研
究
そ
の

も
の
と
も
深
く
か
か
わ
り
を
も
つ
点
で
も
、
興
味
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深
い
話
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
『
史
学
雑
誌
』

の
「
八
三
年
度
の
回
顧
と
展
望
」
に
は
、
こ
の
年

度
に
お
け
る
「
最
も
注
目
さ
れ
る
」
古
代
史
研
究

の
著
作
、
三
書
の
中
の
一
つ
と
し
て
本
書
を
取
り

上
げ
、
そ
の
成
果
を
「
高
く
評
価
」
し
て
い
る
。

格
調
高
い
ユ
ニ
ー
ク
な
研
究
書
と
し
て
、
ま
た
初

心
者
へ
の
親
切
な
配
慮
を
め
ぐ
ら
し
た
入
門
書
と

し
て
、
幅
広
い
響
の
要
望
を
満
す
好
著
で
あ
る

小
川
光
暘
矣
学
文
学
部
教
遅

と
思
う
。

深
田
三
徳
著

『
法
実
証
主
義
と
功
利
主
義
1

ベ
ン
サ
ム
と
そ
の
周
辺
』

木
鐸
社
 
B
6
版

二
九
五
頁
二
、
三
0
0
円

ベ
ン
サ
ム
は
近
代
思
想
史
上
最
も
著
名
な
思
想

家
の
一
人
で
あ
る
が
、
同
時
に
「
読
ま
れ
ざ
る
べ

ン
サ
ム
」
(
ハ
ー
ト
)
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
し
ぱ
し

ぱ
議
論
さ
れ
る
わ
り
に
は
実
際
に
読
ま
れ
る
こ
と

の
少
な
い
思
想
家
で
も
あ
る
。
彼
が
残
し
た
ぽ
う

大
な
著
作
(
現
在
刊
行
中
の
著
作
集
が
完
成
す
れ

ぱ
数
十
巻
に
達
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
)
の
森
に

分
け
入
っ
て
そ
の
愚
を
再
構
成
す
る
作
業
は
、

最
近
に
な
っ
て
ょ
う
や
く
は
じ
ま
っ
九
ぱ
か
り
で

あ
る
と
も
い
え
る
。
深
田
三
徳
教
授
の
新
著
は
、

こ
の
よ
う
な
世
界
的
傾
向
の
法
学
の
面
で
の
あ
ら

わ
れ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

現
在
な
ぜ
べ
ン
サ
ム
が
問
題
で
あ
る
の
か
に
つ

い
て
の
著
者
自
身
の
考
え
は
、
本
書
の
序
章
(
「
現

代
法
理
論
に
お
け
る
べ
ン
サ
ム
的
伝
統
」
)
で
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
従
来
茗
者
は
「
分
析
法

)し

学
」
と
よ
ぱ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
法
理
学
傾
向
の
解
明

に
一
貫
し
た
関
心
を
そ
そ
い
で
き
た
。
と
こ
ろ
で

イ
ギ
リ
ス
法
理
学
を
二
0
0
年
に
わ
た
っ
て
支
配

し
て
き
た
二
つ
の
中
心
的
織
は
「
法
実
証
主

義
」
と
「
功
利
主
義
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
い

ず
れ
も
が
べ
ン
サ
ム
の
哲
学
に
端
を
発
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
思
想
は
近
年
新
た
な
関

心
を
よ
び
お
こ
し
て
お
り
、
肯
定
的
に
継
承
す
る

こ
と
を
意
図
す
る
に
せ
よ
(
ハ
ー
ト
)
、
否
定
的

に
克
服
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
に
せ
よ
(
ド
ゥ
オ

ー
キ
ン
)
、
自
国
の
べ
ン
サ
ム
的
伝
統
を
再
符

す
る
こ
と
が
不
可
欠
の
理
論
的
課
題
と
な
っ
て
い

る
。
こ
う
し
た
現
状
を
ふ
ま
え
て
そ
れ
で
は
「
英

米
法
理
学
の
べ
ン
サ
ム
的
伝
統
で
あ
る
法
実
証
主

義
と
功
利
主
義
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
。

そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
璽
し
、
い
か
な
る
特

徴
工
叢
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
九
か
。
そ
れ
は
ま

九
ど
の
よ
う
に
し
て
継
承
さ
れ
、
な
ぜ
近
年
に
な

つ
て
批
判
の
対
象
に
さ
れ
て
き
て
い
る
の
か
」

(
序
章
一
四
頁
)
と
い
っ
た
問
題
を
解
明
し
よ
う
と

す
る
の
が
本
書
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
関
心
に
沿
っ
て
本
書
は
三
つ
の
部

分
か
ら
な
っ
て
い
る
。
第
一
章
(
「
べ
ン
サ
ム
の

一
八
世
紀
人
権
文
書
批
判
」
)
で
は
、
ベ
ン
サ
ム

の
自
然
法
批
判
を
通
じ
て
彼
の
人
権
論
、
自
然
法

と
功
利
主
義
と
の
関
係
等
が
考
察
さ
れ
る
。
本
書

の
中
心
を
な
す
第
二
章
お
よ
び
第
三
章
(
「
べ
ン

サ
ム
の
法
理
論
」
)
で
は
、
『
法
一
般
論
』
に
そ
く

し
て
べ
ン
サ
ム
法
器
の
基
本
的
構
造
が
明
ら
か

に
さ
れ
る
。
そ
し
て
第
塁
(
「
学
問
と
し
て
の

法
理
学
の
成
立
と
展
開
」
)
で
は
、
ベ
ン
サ
ム
理

論
の
そ
の
後
の
展
開
が
跡
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

本
書
全
体
を
通
じ
て
明
快
な
問
題
・
瓢
が
豊
富

な
資
料
に
ょ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
印

象
的
で
あ
る
。
純
学
説
史
的
体
裁
を
と
る
た
め
や

や
と
っ
つ
き
に
く
い
き
ら
い
は
あ
る
が
、
扱
わ
れ

れ
て
い
る
問
祭
ひ
と
り
法
学
者
だ
け
の
問
題
に

と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
本
書

で
の
佃
々
の
論
点
が
さ
ら
に
深
め
ら
れ
、
い
っ
そ

)し

う
抱
括
的
な
べ
ン
サ
ム
像
に
結
笑
す
る
こ
と
を
希

望
し
て
紹
介
筆
を
お
く
。

富
沢
克
尖
学
法
学
部
助
教
遅
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石
黒
昭
博
ほ
か
著

『
現
代
一
一
晶
学
序
説
』

山
口
書
店
 
A
5
坂

】
二
 
0
頁
三
、
 
0
0
0
剛

本
沓
は
十
王
早
か
ら
な
る
文
学
を
専
攻
す
る
大

学
生
を
対
象
と
す
る
考
量
ナ
入
門
鴛
あ
る
0

第
姦
早
「
喜
と
一
喜
学
」
で
は
、
一
苔
語
に
つ

い
て
の
璽
事
項
、
一
聶
学
の
分
野
が
主
と
し
て

述
べ
ら
れ
て
い
る
。

第
二
章
「
音
韻
論
」
で
は
、
調
音
音
声
学
に
は

じ
ま
り
、
構
造
主
馨
需
か
ら
生
成
音
韻
論
に

基
づ
く
弁
別
素
性
、
音
韻
規
則
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
。

第
三
章
「
形
態
論
」
で
は
、
形
態
素
の
種
類
、

共
時
的
立
場
か
ら
の
逆
成
、
混
成
、
短
縮
、
頭
字

法
な
ど
の
語
形
成
、
通
時
的
形
態
論
が
扱
わ
れ
て

論
、
解
釈
意
味
論
、
統
御
、
暗
喩
に
至
る
説
明
が

な
さ
れ
て
い
る
。

第
六
章
「
世
外
の
需
」
で
は
、
大
母
音
挑

移
、
言
語
の
系
統
的
分
類
な
ど
の
比
讐
翠
、

鏡
像
関
係
を
含
む
嘉
の
器
性
が
紹
介
さ
れ
て

第
四
章
「
統
需
」
で
は
、
生
成
変
形
文
法
が

解
説
さ
れ
、
そ
の
文
法
に
基
づ
く
英
語
と
日
本
語

の
受
動
文
の
比
較
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

学
校
文
法
と
構
造
言
語
学
理
論
も
解
説
さ
れ
て
い

る
0

第
五
章
「
意
味
論
」
で
は
、
成
分
分
析
か
ら
投

射
規
則
、
格
文
法
、
前
提
と
含
意
、
生
成
意
味

第
七
章
「
盆
熨
加
」
で
は
、
御
発
語
行
為
(
何

か
を
言
う
)
同
発
語
内
行
為
(
何
か
を
す
る
)

発
語
媒
介
行
為
(
印
ま
た
は
⑬
が
聴
手
に
及
ぽ
す

影
紳
)
か
ら
成
る
発
話
行
為
、
舗
の
原
理
、
会

曹
原
則
お
よ
び
発
話
の
分
析
が
扱
わ
れ
て
い

る
。

第
八
章
「
談
罫
議
で
は
、
文
と
文
の
有
機
的

な
つ
な
が
り
の
形
成
と
原
理
が
、
旧
情
報
と
新
情

報
、
連
結
性
、
首
尾
一
貫
性
な
ど
に
よ
っ
て
説
明

さ
れ
て
い
る
。

第
九
章
「
社
会
喜
学
」
で
は
、
喜
と
社
会

の
相
関
関
係
が
自
由
変
異
と
か
扇
使
用
域
に
よ

つ
て
述
べ
ら
れ
、
祭
需
の
多
様
性
ピ
ジ

ン
、
ク
リ
オ
ー
ル
の
紹
介
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

第
十
章
「
心
理
嘉
学
L
 
で
は
、
翻
の
嘉

と
は
違
っ
た
人
間
の
言
語
を
子
供
が
ど
の
よ
う
な

段
階
を
経
て
習
得
し
て
い
く
か
が
、
生
成
変
形
文

法
器
の
立
場
か
ら
解
説
さ
れ
て
い
る
。

第
十
霊
早
「
一
磊
と
外
鼎
教
育
L
 
で
は
、
科

学
文
法
、
構
誓
重
、
変
形
文
法
、
体
系
文

法
、
ノ
ー
シ
,
ナ
ル
シ
ラ
バ
ス
な
ど
の
外
国
語

教
育
に
対
す
る
影
惣
が
述
べ
ら
れ
、
外
国
語
教
育

の
発
展
の
た
め
に
、
独
立
し
た
教
育
言
語
学
の
必

要
性
が
強
網
さ
れ
て
い
る
。

以
上
簡
単
に
各
誘
紹
介
を
し
て
き
た
が
、
全

体
と
し
て
非
常
に
わ
か
り
易
い
文
章
で
書
か
れ
て

い
る
。
ま
た
、
姦
論
、
統
拓
縊
語
用
論
、
談

話
論
な
ど
で
、
で
き
る
限
り
誇
と
日
本
語
の
比

祭
行
な
わ
れ
て
い
る
の
も
本
雪
を
親
し
み
易
く

説
得
力
の
あ
る
も
の
に
し
て
い
る
。
一
言
語
を
愛

し
、
人
間
に
つ
い
て
も
っ
と
知
っ
て
欲
し
い
、
と

い
う
著
者
一
人
一
人
の
気
持
が
読
者
に
伝
わ
っ
て

く
る
す
ぐ
れ
た
言
語
学
入
門
譜
で
あ
る
。

小
田
幸
信
(
女
子
大
学
教
遅

9V

小
野
修
著

『
オ
ー
ウ
ェ
ル
現
象
の
社
会
学

1
国
家
と
個
人
1
』

世
界
思
想
社
 
B
6
坂

一
九
七
頁
一
、
五
0
0
円

た
し
か
に
今
年
は
ジ
,
ー
ジ
・
オ
ー
ウ
エ
ル
の

最
後
の
有
名
な
鴛
「
一
九
八
四
年
」
の
題
名
の
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年
で
あ
る
。
今
日
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達
と
政

治
の
様
態
に
つ
い
て
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
三
十
六
年

レ

)

ノ

し

前
、
す
で
に
作
家
と
し
て
十
二
分
に
批
判
的
な
イ

メ
】
ジ
を
も
っ
て
い
九
0

さ
て
、
小
野
氏
の
本
書
は
、
こ
の
オ
ー
ウ

と
共
に
目
前
に
迫
っ
て
い
る
世
紀
の
悲
劇
的
な
新

フ
ブ
シ
ズ
ム
に
つ
い
て
警
笛
を
鳴
ら
す
。

著
者
は
二
年
前
に
も
「
政
治
に
お
け
る
理
性
と

情
念
」
(
世
界
思
想
社
・
一
九
八
二
年
)
を
出
版

し
て
そ
の
政
治
思
想
を
展
開
さ
れ
た
。

今
回
の
著
書
で
は
さ
ら
に
突
込
ん
で
現
代
国
際

政
治
の
り
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
を
あ
る
種
の
ユ
ー
モ
ア

も
っ
て
読
者
に
明
示
し
よ
う
と
さ
れ
て
ぃ
る
。

い

か
な
る
体
制
で
あ
れ
、
高
度
の
管
理
シ
ス
テ
ム
は

こ
と
さ
ら
に
国
家
と
個
人
の
思
想
と
生
活
に
具
現

さ
れ
る
。

こ
の
点
で
私
は
著
者
の
「
北
朝
鮮
訪
問
記
」
(
Ⅱ

章
)
、
お
よ
び
民
主
カ
ン
ボ
ジ
ブ
(
Ⅲ
章
)
、
北
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
(
V
章
)
か
ら
の
現
地
報
告
の
手
記

か
ら
生
き
九
政
治
学
を
教
え
ら
れ
た
。
そ
の
中
に

は
、
く
だ
ん
の
オ
ー
ウ
ェ
ル
氏
未
亡
人
.
ソ
ニ
ア

さ
ん
と
の
。
ハ
リ
で
の
出
会
い
ま
で
記
さ
れ
て
い
る

(
一
九
一
頁
)
。

本
書
は
、
こ
の
よ
う
な
諸
現
象
も
、
実
は
鉄
鋼

一
貫
巨
大
企
業
の
競
争
と
協
調
か
ら
く
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
本
文
の
分
析
を
通
じ
て
明
示
し
て
く

れ
る
。著

者
は
、
事
業
所
↓
企
業
↓
産
業
(
企
業
グ
ル

ー
プ
Π
産
業
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
)
と
い
う
三
重
の
分

析
手
続
を
経
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
資
本
循
環
九
る

生
産
・
販
売
・
購
買
の
三
過
程
を
各
々
の
レ
ベ

で
分
析
し
、
各
レ
ベ
ル
で
の
類
型
化
を
行
っ
て
ぃ

る
0
 
そ
こ
で
は
単
純
・
統
合
事
業
所
と
、
単
純

統
合
・
多
産
業
統
合
企
業
と
い
う
五
っ
の
構
造
類

い
る

本
書
の
構
成
は
六
っ
の
章
と
付
録
よ
り
成
る
。

そ
の
う
ち
四
つ
の
章
(
1
 
・
Ⅲ
・
Ⅳ
.
 
V
)
は
既

に
著
述
さ
れ
て
い
た
も
の
に
新
し
く
手
を
加
え
、

新
し
い
二
っ
の
章
(
Ⅱ
・
Ⅵ
)
は
オ
ー
ウ
ェ
ル
の

時
代
批
評
を
北
朝
鮮
の
実
情
と
そ
の
普
遍
化
、
つ

ま
り
政
治
学
的
展
開
と
し
て
の
章
に
自
由
で
し
か

も
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
ま
と
め
て
い
る
0

現
代
の
人
々
は
、
今
や
ほ
と
ん
ど
過
去
の
フ
ァ

シ
ズ
ム
的
な
国
家
や
共
産
主
義
の
旗
の
も
と
に
革

命
的
に
つ
く
り
上
げ
九
と
い
う
全
体
主
義
の
「
恐

ろ
し
く
醜
悪
な
状
況
と
そ
の
思
想
的
提
示
」
に
は

耳
を
貸
さ
な
い
。
し
か
し
あ
ら
ゆ
る
人
間
組
織
の

中
に
秘
め
ら
れ
た
こ
の
よ
う
な
専
制
主
義
(
政
治

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
)
と
忍
耐
強
く
、
そ
し
て
自
由
と

良
心
を
も
っ
て
対
崎
し
て
ゅ
く
九
め
に
は
、
そ
の

本
質
を
見
抜
く
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
動
態

的
政
治
社
会
に
「
見
者
と
し
て
参
加
す
る
」
こ
と

し
か
な
い
。
こ
れ
が
個
人
の
内
面
に
あ
る
理
性
と

情
念
を
通
し
て
批
判
的
に
国
際
社
会
の
進
展
を
映

し
出
す
ニ
ュ
】
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
な
る
な
ら

ぱ
、
世
界
市
民
に
奉
仕
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
意
味
で
現
代
を
り
ー
ド
す
る
讐
九
ち
は

良
心
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
た
る
べ
き
で
あ
る
0
 
本

書
は
ま
ず
そ
の
役
割
を
果
さ
れ
て
ぃ
る
。

武
邦
保
爰
子
大
学
教
遅

岡
本
博
公
著

『
現
代
鉄
鋼
企
業
の
類
型
分
析
』

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
圭
房
 
A
5
判

三
五
0
頁
三
、
四
0
0
円

近
年
の
鉄
鋼
・
鉄
釧
関
輩
界
で
は
、
一
部
の

高
炉
や
設
備
の
休
稼
働
、
形
状
記
憶
合
金
や
メ
ッ

キ
・
塗
装
鋼
板
な
ど
新
素
材
、
新
製
品
の
開
発
、

連
鋳
な
ど
省
エ
ネ
設
備
の
導
入
 
F
A
、
 
F
M
S

等
の
自
動
化
の
展
開
、
 
L
A
N
や
V
A
N
な
ど
高

度
情
報
通
佑
網
へ
の
取
組
み
な
ど
が
実
施
さ
れ
て
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型
を
基
準
に
、
鉄
釧
一
貫
巨
大
企
樂
と
、
普
通
釧

製
鋼
圧
延
・
特
殊
鋼
専
業
・
単
純
圧
延
企
業
の
非

巨
大
企
業
の
分
析
が
犲
わ
れ
て
い
る
。

本
杏
全
体
に
よ
っ
て
、
鉄
釧
巨
大
企
業
が
崟

生
産
"
崟
籍
を
実
現
・
統
合
す
る
唯
一
、
独

自
の
構
造
で
あ
り
、
 
W
に
そ
れ
が
巨
大
企
業
に

よ
る
非
巨
大
企
芳
排
除
過
写
も
あ
る
こ
と
を

浮
彫
り
に
し
、
さ
ら
に
企
業
墨
の
他
握
を
通
じ

て
企
業
論
と
輩
曹
統
合
を
も
禽
し
て
い

る
。

岡
本
氏
が
指
導
教
授
で
あ
っ
た
故
堀
江
英
一
氏

企
樂
論
・
産
業
塗
あ
っ
た
が
、
し
か
し
繊
粧
産

業
や
自
聖
璽
と
の
対
比
を
も
念
頭
に
お
き
な

が
ら
分
析
を
加
え
て
い
る
。
岡
本
氏
は
鉄
割
業

の
文
献
、
資
料
、
統
計
の
引
用
に
留
め
ず
、
経
営

史
や
票
組
需
な
ど
の
文
献
の
渉
猟
を
行
い
、

そ
れ
ら
新
し
い
成
巣
を
自
己
の
霊
展
開
の
バ
ネ

と
し
て
利
用
し
て
い
る
。
さ
ら
に
工
場
見
学
や
聞

取
り
な
ど
の
実
態
調
査
か
ら
捕
捉
し
、
現
器
覺

に
袈
打
ち
さ
れ
九
分
析
、
展
開
を
行
っ
て
い
る
。

氏
は
巨
大
傘
の
共
通
の
企
需
造
に
よ
っ
て

現
代
の
独
占
体
制
の
競
争
と
協
調
が
規
定
さ
れ
て

い
る
と
の
考
え
方
に
立
っ
て
い
る
た
め
、
ム
"
で

は
一
貫
製
鉄
企
誓
同
一
性
の
印
象
裂
く
出
て

い
る
。し

か
し
本
誓
の
嶺
外
で
は
あ
る
が
、
鉄
釧
巨

大
企
業
の
経
叢
略
の
違
い
や
経
営
多
角
化
の
詳

細
な
展
開
、
旧
財
閥
系
や
銀
行
系
の
独
占
グ
ル
ー

プ
と
の
関
連
、
欧
米
先
進
諸
国
の
鉄
釧
寡
占
傘

と
の
比
野
ど
<
後
の
研
究
の
一
層
の
発
祭
娚

待
さ
れ
る
。

本
占
は
著
者
の
分
析
の
例
晰
さ
と
瑞
瑞
し
い
恵

気
こ
み
が
伝
わ
っ
て
く
る
良
k
凶
で
あ
り
、
斯
界
の

研
究
水
準
在
一
段
と
上
外
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
。

太
田
進
一
(
大
学
商
学
部
助
敦
授
)

ー
・
ニ
ユ
ー
ト
ン
一
者

島
尾
永
康
訳

『
光
学
』

)
0

し

ニ
ュ
ー
ト
ン
の
主
著
の
『
プ
リ
ン
キ
。
ヒ
ア
蛉
と

『
光
学
』
は
、
出
版
以
来
、
各
国
語
に
禦
さ
れ

て
き
た
。
淡
も
、
『
光
学
』
に
つ
い
て
は
、
戦

前
の
岩
波
文
庫
版
の
他
に
、
最
近
、
堀
・
田
中
訳

と
田
中
訳
の
二
種
類
の
訳
書
が
、
相
次
い
で
出
版

さ
れ
て
い
る
。
物
理
響
と
物
理
学
史
家
と
に
よ

る
こ
の
邦
よ
に
は
、
そ
れ
な
り
の
特
色
が
あ
る

が
、
最
近
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
研
究
の
中
心
の
一
っ
で

あ
る
物
質
諾
に
つ
い
て
の
研
究
成
果
を
殆
ど
踏

ま
え
て
い
な
い
と
い
う
点
に
不
満
が
あ
っ
た
。
島

尾
教
授
に
よ
る
新
し
い
岩
波
文
庫
版
は
、
こ
の
不

満
を
ほ
ぽ
全
面
的
に
解
消
し
て
く
れ
る
。
こ
の
訳

禽
は
、
訳
文
の
流
麗
さ
や
訳
註
の
正
確
さ
と
い
う

完
け
で
も
、
従
来
の
訳
書
を
は
る
か
に
越
え
て

お
り
、
加
え
て
こ
れ
ま
で
の
新
旧
の
訳
書
1
古
書

も
含
め
て
ー
が
極
め
て
高
価
で
あ
っ
九
の
に
対
し

て
、
廉
価
で
あ
る
こ
と
も
望
ま
し
い
点
の
一
つ
で

あ
る
。
解
説
も
丁
寧
で
分
り
易
い
。

最
近
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
た
こ
の
馨
の
特

色
を
、
い
く
つ
か
具
体
的
に
挙
げ
て
み
ょ
う
。
ま

ず
、
殆
ど
の
こ
れ
ま
で
の
内
外
の
現
代
語
訳
が
、

ニ
ュ
ー
ト
ン
の
死
後
ま
も
な
く
出
版
さ
れ
た
謡

第
四
版
を
底
本
と
し
て
な
さ
れ
て
き
た
の
に
対
し

ニ
ュ
ー
ト
ン
の
死
後
、
喨
在
に
至
る
ま
で
、
ニ

ユ
ー
ト
ン
の
生
涯
と
著
作
へ
の
関
心
と
研
究
は
衰

え
る
と
こ
ろ
か
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
数
十
年
来

の
ニ
ュ
ー
ト
ン
研
究
の
質
的
な
多
様
さ
と
甜
な

豊
冨
さ
は
類
を
み
な
い
。
そ
の
一
端
は
、
既
に
本

誌
で
、
訳
者
の
幕
『
物
質
埋
論
の
探
求
』
の
紹

介
の
際
に
・
■
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
繰
返
さ
な

岩
波
轡
店
 
A
6
版

四
0
六
頁
六
0
0
円
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て
、
訳
者
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
存
命
中
の
最
終
版
で

あ
る
第
三
版
を
底
本
と
し
て
採
用
し
、
諸
版
を
も

比
較
検
討
し
な
が
ら
、
第
四
版
に
み
ら
れ
る
、
誤

植
、
脱
落
、
数
値
の
誤
り
、
図
版
の
文
字
の
不
一

致
、
等
の
訂
正
や
不
適
切
な
図
の
作
り
直
し
、
等

の
、
こ
れ
ま
で
忘
れ
ら
れ
て
き
た
基
本
的
な
テ
キ

ス
ト
.
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
と
い
う
作
業
を
行
な
い
、

面
目
を
一
新
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
次
は
、
科
学

史
の
成
果
を
踏
ま
え
た
訳
出
上
の
工
夫
が
な
さ
れ

て
い
る
点
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
、
化
学
.
錬

金
術
上
の
独
創
的
な
研
究
を
し
た
訳
で
は
な
い

が
、
こ
の
分
野
へ
の
関
心
も
造
詣
も
深
か
っ
九
。

こ
の
こ
と
は
、
『
光
学
』
に
少
な
か
ら
ず
反
映
し

て
い
る
。
こ
の
方
面
の
研
究
者
で
あ
る
よ
者
自
身

の
論
の
深
さ
は
、
そ
の
日
本
語
に
対
す
る
器

の
良
さ
と
相
俟
っ
て
、
従
来
の
訳
書
に
は
み
ら
れ

な
い
見
事
な
鴛
と
補
註
の
出
現
を
可
能
に
し
て

い
る
0
 
第
三
に
、
原
著
の
各
篤
の
末
尾
に
あ
っ
九

図
版
を
本
文
中
の
該
当
個
所
に
入
れ
た
ほ
か
、
原

著
に
は
な
い
図
版
を
適
当
な
個
所
に
入
れ
、
視
覚

的
に
も
、
内
容
の
理
鮓
と
い
う
点
か
ら
も
、
読
者

の
便
宜
を
は
か
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
他
に

も
、
い
く
つ
か
の
特
色
が
あ
る
が
こ
の
く
ら
い
に

止
め
て
お
く
。

最
後
に
、
訳
者
に
は
、
『
物
質
理
論
の
探
求
』
と

『
ニ
ユ
ー
ト
ン
』
(
共
に
岩
波
新
書
)
と
い
う
著
書

が
あ
り
、
こ
の
訳
書
と
い
わ
ぱ
相
補
的
な
関
係
に

あ
る
。
一
読
を
是
非
お
勧
め
す
る
。

松
尾
幸
季
矣
学
工
学
部
助
教
授
)

小
川
光
鴫

『
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人
間
は
一
生
の
う
ち
ほ
ぽ
半
分
は
寝
て
暮
ら
す

わ
け
で
あ
り
、
し
か
も
睡
鵬
は
人
間
が
十
分
な
健

康
を
保
っ
て
ゅ
く
上
に
も
玉
要
な
問
題
で
あ
る
こ

と
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
人
間

の
活
動
や
行
為
は
、
こ
れ
ま
た
い
う
ま
で
も
な

く
、
起
き
て
立
ち
働
い
て
い
る
時
に
行
な
わ
れ
る

も
の
で
あ
る
。
過
去
に
お
け
る
人
間
の
行
為
の
集

積
を
研
究
の
対
象
と
す
る
歴
史
学
は
、
従
っ
て
、

人
閻
が
起
き
て
活
動
し
て
き
六
昼
間
の
諸
行
為
に

そ
の
関
心
が
集
中
す
る
こ
と
は
け
だ
し
や
む
を
え

な
い
。
そ
の
結
果
遠
い
過
去
か
ら
現
在
ま
で
日

本
人
が
ど
の
よ
う
に
し
て
寝
て
き
た
か
な
ど
と
い

う
問
題
は
、
今
ま
で
の
歴
史
学
が
等
閑
視
し
て
き

九
テ
ー
マ
で
あ
っ
九
。
本
書
は
こ
の
問
題
に
は
じ

め
て
本
格
的
に
と
り
く
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

畳
の
上
に
布
団
を
敷
い
て
ね
る
ー
そ
れ
が
日

本
人
の
古
く
か
ら
の
生
活
様
式
で
あ
っ
た
よ
う
に

思
い
こ
ん
で
い
る
人
は
意
外
に
多
い
。
し
か
し
、
布

団
の
出
現
は
よ
う
や
く
近
世
に
入
っ
て
の
こ
と
で

あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
一
般
家
庭
に
ま
で
入
り
こ

ん
で
、
日
本
人
の
一
般
的
な
生
活
様
式
に
な
り
え

九
の
は
、
じ
つ
に
明
治
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
寝

具
と
し
て
の
布
団
を
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
と
し
て

受
け
と
っ
て
い
る
大
部
分
の
読
者
に
と
っ
て
は
、

い
つ
ど
の
よ
う
に
し
て
布
団
が
出
現
し
て
き
た
か

を
解
明
し
て
ゅ
く
本
書
の
第
四
章
に
も
っ
と
も
興

味
を
ひ
か
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
布
団
は
蒲
団
と

も
習
く
が
、
蒲
団
は
ほ
ん
ら
い
坐
禅
に
も
ち
い
ら

れ
る
坐
具
で
あ
り
、
寝
具
と
し
て
の
フ
ト
ン
の
出

現
は
、
木
綿
の
栽
培
の
普
及
と
そ
の
生
産
増
加
と

に
深
く
関
係
し
て
い
る
。
そ
し
て
桃
山
時
代
末
か

ら
江
戸
時
代
の
初
め
に
か
け
て
ょ
う
や
く
フ
ト
ン

、

は
出
現
す
る
が
、
フ
ト
ン
と
は
ま
ず
敷
布
団
で
あ

り
、
そ
れ
は
忍
期
の
遊
廓
で
発
達
を
み
る
。
そ

し
て
夜
着
と
い
わ
れ
て
い
六
上
掛
け
夜
具
が
敷
布

団
と
同
じ
長
方
形
に
作
ら
れ
て
こ
れ
も
フ
ト
ン
と

呼
ぷ
よ
う
に
な
る
時
期
に
つ
い
て
は
、
著
者
は
元

禄
期
に
京
大
坂
に
於
い
て
と
し
つ
っ
も
、
な
お
決

め
が
た
い
問
題
と
し
て
需
を
今
後
に
残
し
て
ぃ
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全
四
章
か
ら
成
る
本
書
は
、
じ
つ
は
フ
ト
ン
の

出
現
ま
で
の
寝
所
や
寝
具
の
あ
り
方
が
ど
ぅ
で
あ

つ
九
か
の
問
題
に
、
多
く
の
筆
を
賓
や
し
て
い

る
。
そ
こ
に
は
種
々
興
味
深
い
叙
述
が
あ
る
が
、

中
で
も
、
ト
コ
と
も
ユ
カ
と
も
よ
む
「
床
L
、
そ

し
て
の
ち
の
「
床
の
問
」
の
問
題
に
著
者
の
関
心

が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
寝

所
.
襄
臭
の
問
題
が
そ
の
ま
ま
家
屋
建
築
の
展
開

の
問
題
で
あ
り
、
鴛
史
の
中
心
的
テ
ー
マ
で
あ

る
こ
と
磊
名
に
器
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。

笠
井
昌
昭
(
大
学
文
学
部
教
授
)

同
志
社
校
地
出
土
の
埋
蔵
文
化
財

⑥

鈴
木
玉
治

ス
エ
キ
ヨ
ゞ
ヘ
オ
オ
ガ
メ

須
恵
器
窯
変
大
甕

綴
器
の
編
年
的
観
察
か
ら
八
世
紀
初
頭
の
年
代

が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

い
ち
ぢ
る
し
く
変
形
し
て
い
る
大
甕
の
当
初
の

形
態
は
、
体
部
の
上
位
に
最
大
の
径
が
あ
る
丸
底

の
甕
で
、
外
側
に
反
り
な
が
ら
立
ち
あ
が
る
長
U

の
頸
と
、
口
縁
の
端
部
が
胤
曲
す
る
点
に
特
徴
が

あ
る
ま
た
、
頸
邵
に
は
四
本
単
位
の
櫛
状
施
文

貝
に
よ
る
波
状
文
を
、
二
段
に
め
ぐ
ら
し
て
い
た

こ
と
が
残
存
兆
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

内
而
の
胃
海
波
、
外
而
の
桜
f
状
叩
き
痕
は
、

部
分
的
に
ナ
デ
消
さ
れ
て
い
て
、
口
縁
に
残
る
ナ

デ
の
痕
跡
と
と
も
に
器
而
の
器
方
法
を
示
し
て

い
る
。

変
形
の
要
因
と
そ
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
口
径

が
四
o
m
以
上
も
あ
る
大
甕
で
あ
り
な
が
ら
、
器

壁
の
惇
さ
が
体
部
下
半
よ
り
も
、
口
縁
や
肩
な
ど

の
上
部
が
厚
い
こ
と
か
ら
く
る
器
に
ょ
っ
て
、

焼
成
中
に
ひ
ず
み
を
生
み
、
胎
土
の
弱
さ
が
加
わ

つ
て
抑
し
つ
ぷ
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
岱
し
矣
量
の
杯
を
含
め
て
、
製
品

の
供
給
先
に
つ
い
て
は
、
同
志
社
校
地
の
西
側
に

あ
る
奈
良
時
代
の
普
賢
寺
が
挙
げ
ら
れ
る
。
考
古

学
的
に
、
南
山
城
出
士
の
奈
良
時
代
初
頭
の
基
準

資
料
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。

(
同
志
社
大
学
校
地
学
術
調
査
委
員
会
調
査
主
任
)

同
志
社
田
辺
校
地
内
「
マ
ム
シ
谷
窯
跡
」
出
土
(
奈
良
時

代
)
上
・
口
径
四
三
・
五
師
、
下
・
口
径
四
三
伽

同
志
社
田
辺
校
地
に
あ
る
遺
跡
の
う
ち
、
一
九

七
六
年
の
分
布
貌
査
に
ょ
っ
て
翻
さ
れ
蚕
跡

は
多
い
。
そ
の
中
の
一
つ
が
、
「
マ
ム
シ
谷
窯
跡
」

と
呼
ぱ
れ
た
遺
跡
で
あ
る
。
一
九
八
一
年
の
発
掘

調
査
に
よ
っ
て
、
奈
良
牝
初
頭
の
大
量
の
須
恵

器
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
示
す
二
点
の
忽
器
窯
変
大
甕
は
、

「
マ
ム
シ
谷
窯
跡
L
 
の
床
面
か
ら
、
杯
鉢
な
ど

と
と
も
に
散
在
し
て
検
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

ー
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ー
ー
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