
孝
太
郎
に
お
け
る
術
と
思
想

同
志
社
で
は
新
島
襄
に
強
い
ス
ポ
ッ
ト
・
一
フ
ィ
ト

が
あ
て
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
周
辺
の
人
物
に
は
必

ず
し
も
十
分
に
光
が
あ
九
っ
て
い
な
い
か
に
み
え

け
い
が
い

る
。
新
島
の
啓
咳
に
接
し
た
も
の
の
中
に
は
、
ま
ぎ

れ
も
な
く
当
時
の
日
本
で
も
第
一
級
の
人
材
が
い
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
一
人
、
下
村
孝
太
郎
は

は
つ

恩
師
の
科
学
技
術
の
面
で
の
衣
鉢
を
つ
ぎ
、
こ
れ
を

発
展
さ
せ
た
人
で
あ
る
。
か
れ
が
新
島
の
遺
志
を
う

け
て
ハ
リ
ス
理
科
学
校
を
設
立
し
運
営
し
た
こ
と
は

前
稿
(
『
同
志
社
時
報
』
第
五
言
、
一
九
七
五
年
)
で
詳
説

し
た
の
で
、
今
回
は
工
業
界
で
の
業
績
に
つ
い
て
の

べ
た
い
。
そ
の
七
六
年
の
生
涯
の
四
0
年
は
化
学
工

業
に
献
げ
ら
れ
、
日
本
近
代
化
学
工
業
史
に
不
滅
の

足
跡
を
の
こ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

に
心
酔
せ
し
に
よ
る
場
合
多
く
」
と
い
う
の
で
あ

る
0
 
②
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
入
信
は
過
激

な
行
為
だ
っ
た
が
ゆ
え
に
惹
か
れ
た
。
か
れ
ら
は
そ

れ
に
よ
っ
て
封
建
思
想
を
ふ
っ
き
ろ
う
と
し
た
の
で

あ
ろ
う
。
下
村
は
ま
た
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
と
西
洋

の
学
問
と
に
連
鎖
が
あ
る
と
信
ず
る
よ
う
に
な
っ
た

と
の
べ
て
い
る
が
、
③
十
代
の
少
年
の
観
察
と
し

て
は
き
わ
め
て
注
目
に
値
し
よ
う
。
青
年
下
村
が
キ

リ
ス
ト
者
と
し
て
人
生
を
歩
も
う
と
す
る
心
境
は
、

ウ
ー
ス
タ
ー
エ
科
大
学
留
学
時
代
の
英
文
手
記
二

ハ
ハ
七
年
)
↓
語
巴
ヨ
0
{
罫
緊
ゆ
に
う
か
が
え
る
。

ま
た
中
年
の
技
師
と
し
て
、
技
術
者
の
仕
事
は
創
造④

主
の
そ
れ
に
似
る
と
い
う
感
懐
を
の
べ
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
教
は
か
れ
の
生
活
原
理
で
あ
っ
九
。

下
村
の
経
歴
を
み
て
、
西
洋
化
さ
れ
た
今
日
の
私

ど
も
に
絶
対
に
追
体
験
で
き
そ
う
も
な
い
の
は
、
初

め
て
洋
学
と
接
触
し
た
と
き
の
新
鮮
な
驚
き
で
あ
ろ

う
。
自
伝
的
要
素
を
含
む
晩
年
の
著
作
、
『
我
が
宗

教
観
』
に
よ
れ
ぱ
、
ご
=
戚
の
と
き
熊
本
洋
学
校
に

入
っ
て
究
理
学
(
物
理
学
)
、
舎
密
学
(
化
学
)
に
接
し
、

ま
た
天
文
学
で
「
は
じ
め
て
太
陽
系
の
こ
と
を
き
か

さ
れ
」
た
と
い
う
0
 
ω
同
じ
こ
ろ
キ
リ
ス
ト
教
に

1

も
接
す
る
が
、
当
時
の
青
年
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教

入
估
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
た
か
に
つ
い
て

)し

も
、
下
村
は
次
の
よ
う
な
興
味
あ
る
証
一
言
を
し
て
い

る
。
「
そ
の
時
代
は
士
族
の
宵
年
と
し
て
仏
法
に
傾

き
た
る
人
は
甚
だ
稀
れ
に
し
て
、
耶
蘇
教
を
仏
ぜ
し

も
、
そ
の
袈
な
る
所
す
な
わ
ち
か
の
革
命
的
精
神

島
尾
永
康
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下
村
の
教
育
は
、
近
代
日
本
の
教
育
制
度
確
立
以

前
の
も
の
で
、
す
べ
て
詣
で
う
け
た
。
態
本
洋
学

校
の
四
年
間
が
の
ち
の
旧
制
中
学
に
相
当
し
よ
う
。

同
志
社
英
学
校
余
科
で
の
三
年
問
に
一
般
教
育
を
学

び
、
明
治
一
七
年
か
ら
四
年
問
ウ
ー
ス
タ
ー
エ
科
大

学
で
専
門
を
学
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
創
立
日
な
お
浅

い
東
大
で
学
ぷ
よ
り
は
化
学
が
身
に
つ
い
た
で
あ
ろ

一
つ
0

ハ
リ
ス
理
科
学
校
を
去
っ
て
工
業
界
に
入
る
に
あ

九
っ
て
下
村
が
選
ん
だ
の
は
、
す
で
に
踏
み
か
た
め

ら
れ
た
道
で
は
な
く
て
、
日
本
で
は
未
開
拓
の
事
業

で
あ
る
副
産
物
回
収
の
石
炭
乾
留
工
業
で
あ
っ
た
。

下
村
は
一
生
一
代
の
大
事
業
と
し
て
こ
れ
と
取
り
組

ん
だ
。
そ
こ
に
は
化
学
者
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
事

業
家
の
姦
が
あ
っ
た
。
外
国
の
技
師
を
雇
お
う
と

い
う
案
も
拒
絶
し
て
、
独
力
で
大
勝
負
に
挑
ん
だ

(
軍
耶
的
天
才
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
好
ん
で
い
九
下
村
は
、
事
業
を

戦
い
と
み
て
い
九
の
か
も
し
れ
な
い
)
0
 
当
時
(
一
九
0
三
年
)

副
産
物
回
収
式
の
コ
ー
ク
ス
炉
は
ア
メ
リ
カ
で
さ
え

九
だ
一
力
所
し
か
な
か
っ
た
か
ら
、
化
学
を
学
び
は

じ
め
た
ば
か
り
の
日
本
人
が
、
一
挙
に
最
先
端
の
化

学
工
業
に
迫
ろ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
日
本
人
の

こ
の
よ
う
な
短
兵
急
な
積
極
性
が
今
日
の
化
学
工
業

の
隆
盛
を
も
た
ら
し
た
と
も
い
え
る
。
そ
う
じ
て
下

村
が
最
新
の
化
学
技
術
に
つ
ね
に
心
を
配
っ
て
い
た

こ
と
は
、
前
稿
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
伺
明
治

三
六
年
(
一
九
0
三
年
)
と
い
う
早
い
時
期
に
「
化
学
工

学
」
(
9
0
旦
B
一
団
旦
ミ
号
如
)
の
草
稿
を
残
し
て

い
る
こ
と
に
も
み
ら
れ
る
。

下
村
は
明
治
二
九
年
、
副
産
物
回
収
炉
調
査
の
た

め
に
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
バ
を
視
察
し
、
ベ
ル
ギ
ー

の
セ
メ
.
ソ
ル
ベ
1
式
を
譜
入
す
る
こ
と
に
定
め
、

翌
三
0
年
、
外
山
修
造
に
す
す
め
て
大
阪
舎
密
工
業

株
式
会
社
を
設
立
さ
せ
、
自
ら
は
技
術
長
兼
工
場
長

と
な
っ
て
、
一
六
炉
一
連
の
コ
ー
ク
ス
炉
鴛
に
成

功
し
た
。
日
本
最
初
の
副
産
物
倒
収
炉
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
下
村
の
本
当
の
苦
心
は
そ
れ
か
ら
始
ま

つ
六
。
初
め
、
下
村
は
立
派
な
炉
さ
え
造
れ
は
良
質

の
コ
ー
ク
ス
が
で
き
る
と
思
っ
て
い
た
0
 
と
こ
ろ
が

国
産
の
石
炭
だ
け
で
は
イ
オ
ウ
分
の
少
な
い
堅
い
コ

ー
ク
ス
を
得
る
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
問
題
は
炉
の
構
造
や
そ
の
操
作
法
で
は
な
く
て

原
料
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
配
合
の
研
究
に
全
力
を
尽

く
す
よ
う
に
な
り
、
炉
の
運
転
開
始
後
一
年
し
て
つ

い
に
外
国
品
と
競
争
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

⑥

当
時
は
外
国
炭
の
輸
入
も
少
な
か
っ
た
が
、
国
産
炭

を
使
う
の
が
海
陸
軍
の
要
請
で
も
あ
っ
九
。
世
界
中

ど
こ
に
で
も
通
用
す
る
普
遍
的
知
識
を
探
究
す
る
の

が
科
学
と
す
れ
ぱ
、
特
定
の
国
士
の
与
え
ら
れ
た
条

件
の
中
か
ら
最
も
有
効
な
方
法
を
探
究
す
る
の
が
技

術
で
あ
ろ
う
。
コ
ー
ク
ス
製
造
に
つ
い
て
の
下
村
の

真
の
功
繊
は
、
副
産
物
回
収
炉
の
導
入
よ
り
も
む
し

ろ
国
産
の
原
料
に
よ
る
独
自
の
配
合
技
術
の
完
成
に

あ
っ
た
。
そ
の
後
も
研
究
は
つ
づ
け
ら
れ
、
明
治
四

一
年
、
そ
れ
は
X
炭
(
低
温
乾
留
炭
)
の
配
合
に
よ
る

コ
ー
ク
ス
の
品
質
改
良
の
日
本
特
許
に
結
実
し
た
。

下
村
の
コ
ー
ク
ス
製
造
技
術
は
、
関
連
産
業
と
く

に
製
鉄
業
に
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
ず
に
は
い
な
か

つ
九
。
真
昌
八
蟠
製
鉄
所
は
、
か
ね
て
ょ
り
熔
鉱
炉

用
コ
ー
ク
ス
を
自
給
し
た
い
と
考
え
て
い
た
が
、
下

村
の
技
術
に
目
を
つ
け
、
か
れ
の
指
導
の
下
に
明
治

四
0
年
か
ら
四
二
年
に
か
け
て
一
五
0
炉
姦
設
し

九
。
副
産
物
を
販
売
し
た
た
め
に
コ
ー
ク
ス
製
造
費

下村孝太郎
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を
下
げ
る
こ
と
が
で
き
、
ひ
い
て
は
銑
鉄
の
乍
産
賀

も
下
げ
る
こ
と
に
な
り
、
明
治
四
三
年
に
は
八
幡
製

鉄
所
創
業
以
来
初
め
て
黒
字
に
転
ず
る
こ
と
が
で
き

た
。
下
村
の
コ
ー
ク
ス
技
術
の
貢
献
を
否
定
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
製
鉄
業
界
は
第
二
次
大

戦
後
も
下
村
の
技
術
の
恩
恵
に
浴
し
九
。
昭
和
四
年

か
ら
下
村
の
特
許
に
も
と
づ
い
て
配
合
コ
ー
ク
ス
を

研
究
し
て
い
た
室
蘭
製
鉄
所
は
、
第
二
次
大
戦
後
の

困
難
な
原
料
事
情
の
中
で
、
外
国
産
を
使
う
こ
と
な

⑦

く
大
型
高
炉
を
操
業
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

石
炭
乾
留
に
成
功
し
九
下
村
は
関
連
事
業
に
も
着

手
し
九
。
副
産
物
タ
ー
ル
か
ら
べ
ン
ゾ
ー
ル
を
回
収

し
て
販
売
し
た
尖
正
四
毎
の
も
、
日
本
で
は
初
め

て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ガ
ス
は
コ
ー
ク
ス
製
造
を
主

と
す
れ
ぱ
副
産
物
で
あ
る
が
、
ガ
ス
製
造
を
主
目
的

と
す
る
大
阪
瓦
斯
株
式
会
社
が
す
で
に
明
治
二
九
年

完

に
創
立
さ
れ
て
お
り
、
少
し
お
く
れ
て
明
治
三
八
年

か
ら
営
業
し
て
い
た
が
、
下
村
は
そ
の
依
頼
に
よ
っ

て
明
治
四
二
年
か
ら
大
阪
舎
密
工
場
の
副
産
物
の
ガ

ス
を
供
給
し
た
。
大
正
一
四
年
に
両
社
は
合
併
し
、

下
村
は
大
阪
瓦
斯
の
取
締
役
に
就
任
し
九
。
下
村
は

ま
た
当
時
利
用
の
道
が
な
か
っ
九
タ
ー
ル
油
を
防
腐

剤
と
し
て
使
う
こ
と
を
考
え
て
、
明
治
三
0
年
、
東

洋
木
材
防
腐
株
式
会
社
を
お
こ
し
て
そ
の
取
締
役
に

な
っ
た
。

下
村
の
最
大
の
貢
献
が
コ
ー
ク
ス
製
造
技
術
の
開

発
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
次
い
で
注
目
さ
れ

る
の
は
染
料
製
造
で
あ
ろ
う
。
有
機
化
学
を
専
攻
し

た
か
れ
に
と
っ
て
、
染
料
事
業
は
い
ず
れ
は
手
が
け

て
み
た
い
と
考
え
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
機

会
は
第
一
次
大
戦
で
ド
イ
ツ
か
ら
の
染
料
の
輪
入
が

途
絶
え
た
と
き
に
き
九
。
し
か
し
、
染
料
研
究
に
下

村
は
高
い
代
価
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
大
正

三
年
八
月
一
四
日
、
大
阪
か
ら
帰
っ
て
京
都
の
自

宅
の
実
験
室
で
実
験
中
、
爆
発
に
よ
っ
て
顔
面
に
火

傷
を
お
い
、
両
眼
は
ほ
と
ん
ど
失
明
に
近
い
状
態
に

な
っ
た
。
と
き
に
五
三
歳
。
し
か
し
こ
の
負
傷
に
も

屈
せ
ず
、
大
正
希
、
国
策
会
社
日
本
染
料
製
造
株

式
会
社
(
の
ち
の
住
友
化
学
)
が
設
立
さ
れ
る
と
、
請
わ

れ
て
そ
の
技
師
長
に
就
任
し
、
ナ
フ
タ
リ
ン
を
原
料

と
す
る
硫
化
染
料
、
シ
ミ
ア
ン
・
ブ
ラ
ッ
ク
他
七
種

の
染
料
を
製
造
し
九
。

下
村
の
父
は
裁
縫
に
す
ぐ
れ
た
糖
を
も
ち
な
が

ら
、
極
端
な
独
立
心
の
た
め
に
失
敗
の
一
生
を
終
え

た
と
い
う
。
⑧
下
村
の
場
合
、
親
ゆ
ず
り
の
独
立

心
は
つ
ね
に
よ
い
よ
う
に
作
用
し
、
実
業
家
と
し
て

の
成
功
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
激
動
の

時
代
に
対
応
で
き
な
か
っ
九
士
族
と
、
新
し
い
生
活

原
理
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
と
西
洋
に
没
入
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
道
を
拓
い
た
そ
の
次
の
世
代
の
姿
が
あ

る
0

弱
冠
ヒ
歳
で
本
邦
初
の
副
産
物
回
収
コ
ー
ク
ス

炉
を
導
入
し
て
工
業
界
に
デ
ビ
ュ
ー
し
て
以
来
、
成

功
に
つ
ぐ
成
功
だ
っ
た
。
大
正
四
年
、
外
国
学
歴
の

者
と
し
て
初
め
て
工
学
博
士
に
推
薦
さ
れ
た
。
大
正

三
年
、
大
阪
舎
密
株
式
会
社
社
長
に
就
任
、
大
正

一
三
年
、
藍
授
褒
章
受
章
。
名
誉
、
地
位
と
も
に
か

れ
に
集
中
し
た
。
夫
人
は
京
都
府
知
事
北
垣
国
道
男

酬
の
令
嬢
で
あ
り
、
琵
琶
湖
疎
水
建
設
者
の
田
辺
朔

郎
夫
人
の
姉
に
あ
た
る
。

ひ
た
す
ら
成
功
の
道
を
歩
ん
だ
下
村
の
人
生
に
深

い
陰
弼
を
投
げ
た
の
は
事
故
に
よ
る
視
力
の
喪
失
で

あ
っ
た
。
働
き
盛
り
の
年
齢
で
、
突
如
読
書
も
実
験

も
ま
ま
な
ら
ぬ
状
況
に
お
か
れ
た
下
村
は
、
暗
黒
の
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裡
に
徒
ら
に
歳
月
を
送
る
こ
と
ほ
ど
苦
し
い
こ
と
は

な
い
と
観
念
し
て
、
外
界
か
ら
遮
断
さ
れ
る
ま
ま
に

内
面
の
問
題
、
宗
教
問
題
に
沈
潜
す
る
こ
と
を
絵

し
九
。
そ
の
眼
想
の
所
産
を
家
人
に
筆
記
さ
せ
て
出

版
し
た
の
が
『
霊
魂
不
滅
観
』
矣
正
三
年
)
、
下
村

六
一
歳
の
著
作
で
あ
る
。
霊
魂
不
滅
と
題
さ
れ
て
は

い
る
が
第
四
篇
に
科
学
の
部
が
あ
り
、
物
質
の
本
性

や
脳
憾
の
構
造
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
宗

教
、
哲
学
、
科
学
、
人
問
学
を
下
村
一
生
の
体
験
で

裏
付
け
て
総
合
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
科
学

の
部
に
は
、
当
時
の
下
村
が
打
ち
込
ん
で
い
た
心
霊

研
究
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
物
理
学
者
オ
リ
ヴ

プ
ー
・
ロ
ッ
ジ
が
心
霊
研
究
を
し
て
い
た
時
代
で
あ

る
か
ら
、
科
学
を
学
び
霊
的
問
題
に
も
沈
港
し
て
い

た
下
村
が
心
霊
実
験
に
興
味
を
も
っ
た
の
は
、
自
然

の
な
り
ゆ
き
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
七
世
紀
の
ス

ウ
ェ
デ
ン
ボ
ル
グ
も
科
学
者
だ
っ
た
と
い
え
る
。

七
0
歳
の
茗
作
、
『
我
が
宗
教
観
』
屈
和
六
圧
に
は

よ
り
多
く
自
仏
的
要
素
が
織
り
こ
ま
れ
て
お
り
、
下

村
の
生
涯
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
明
治
初
期
と

い
う
激
動
の
粍
に
つ
い
て
の
貴
重
な
証
言
を
含
む

文
書
と
な
っ
て
い
る
。
下
村
が
実
業
家
と
し
て
の
才

幹
の
他
に
、
求
道
者
の
面
を
も
ち
、
ま
た
人
文
科
学

ナ
、

に
お
い
て
も
造
詣
の
深
か
っ
た
こ
と
を
示
す
稔
で

い
た
ず

゛
リ

.
一

ノ
'

J

*i

あ
る
。両

者
と
も
自
作
の
英
詩
と
そ
の
訳
業
つ
い
て
い

る
。
『
霊
魂
不
滅
観
』
に
は
↓
冨
Z
ゆ
乏
一
ゆ
理
、
m
 
Z
一
伽
三

(
歳
暮
の
感
)
、
『
我
が
宗
教
観
』
に
は
ン
ご
§
ヨ
 
0
{

↓
=
ゆ
ゆ
乞
一
伽
ず
詰
(
=
一
夜
の
夢
)
で
あ
る
。
下
村
が
英

文
英
詩
を
よ
く
し
た
こ
と
は
知
る
人
が
す
べ
て
追
憶

し
て
い
る
。
か
れ
は
英
語
で
化
学
書
を
読
ん
だ
ば

か
り
で
な
く
、
聖
書
を
読
み
、
学
生
に
は
シ
ェ
ク
ス

ヒ
ア
の
講
読
も
し
九
。
ト
マ
ス
・
グ
レ
イ
の
哀
詩
を

愛
訥
し
、
ほ
と
ん
ど
諸
記
し
て
い
た
が
、
視
力
が
落

ち
て
か
ら
は
ゴ
ム
印
で
印
字
し
た
新
聞
紙
一
ペ
ー
ジ

分
ほ
ど
の
大
文
字
本
を
作
ら
せ
て
楽
し
ん
だ
。
親
し

町
ゆ
う
ち
よ
う

い
友
人
に
は
流
暢
還
意
な
英
文
の
手
紙
を
書
い

た
。
下
村
の
英
語
圏
文
化
へ
の
没
入
は
ひ
ろ
く
深

現
代
の
化
学
技
術
者
や
実
業
家
で
、
所
感
を
韻

)
0

し文
の
英
詩
に
託
す
こ
と
の
で
き
る
人
は
、
日
本
に
は

も
ち
ろ
ん
ア
メ
リ
カ
に
も
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
中
国

文
化
に
傾
倒
し
て
い
九
徳
川
兇
の
人
々
誕
詩
を

九
し
な
ん
だ
よ
う
に
、
下
村
は
英
詩
を
た
し
な
ん
だ

の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
筆
者
は
下
村
の
英
詩

を
評
価
で
き
る
立
場
に
は
い
な
い
が
、
七
五
調
の
訳

文
の
つ
い
て
い
る
;
舞
の
感
」
や
ダ
ン
テ
『
神
曲
』

げ

き

風
の
大
袈
裟
な
「
三
夜
の
夢
」
よ
り
も
 
9
 
罫

則
=
一
区
昂
誘
や
ン
一
子
ゆ
 
9
0
ぐ
ゆ
 
0
{
冨
一
冨
又
一
]
曾
な
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ど
の
小
品
の
方
が
、
視
力
を
失
っ
た
著
者
の
悲
痛
な

思
い
が
迫
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
は

詩
集
↓
ミ
、
ミ
§
卜
§
器
に
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
0

晩
年
の
歌
集
『
虫
の
音
』
凾
和
一
五
年
)
に
は
老
境

の
寂
寛
を
詠
ん
だ
も
の
が
多
い
が
、

ひ
と
り
だ
に
我
を
お
も
は
む
人
し
あ
ら
ぱ
世
に

生
れ
こ
し
か
ひ
は
あ
ら
ま
し

に
は
、
す
ぐ
れ
た
業
績
を
あ
げ
た
も
の
の
自
負
心
が

み
え
る
。
た
し
か
に
ハ
リ
ス
理
科
学
校
の
創
設
に
、

化
学
工
業
界
で
の
貢
献
に
、
下
村
孝
太
郎
の
名
は
永

く
記
憶
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ゼ
ン
霄
簡
二
通
)

四
、
学
位
記
(
工
学
博
士
学
位
記
、
ウ
ー
ス
タ
ー
τ
科

大
学
名
誉
工
学
博
士
学
位
記
)

五
、
化
学
工
業
関
係

A
、
下
村
式
L
T
C
関
係
(
低
温
乾
留
に
よ
る
 
0

ー
ク
ス
製
造
に
関
す
る
特
許
、
操
置
模
型
、
コ
ー

下
村
孝
太
郎
関
係
寄
贈
史
料
目
録

一
、
熊
本
洋
学
校
関
係
(
卒
業
証
霄
1
英
文
一
通
、

和
文
二
連

ニ
、
同
志
社
関
係
(
英
学
校
余
科
卒
業
証
轡
、
新
・
局
霄

簡
1
和
文
八
通
、
英
文
五
通
1
、
ハ
リ
ス
書
簡

四
六
通
、
プ
ラ
ウ
ン
霄
簡
二
0
通
、
他
に
デ
ビ
ス
、

ラ
ー
才
ツ
ド
、
ロ
ン
,
ハ
ー
ド
、
 
S
 
.
ギ
ユ
リ
ッ
ク
霄

簡
、
日
本
人
番
簡
、
同
志
社
関
係
各
種
史
料
)

三
、
ウ
ー
ス
タ
ー
エ
科
大
学
関
係
(
卒
業
証
番
)

ジ
,
ン
ス
・
ホ
プ
キ
ン
ズ
大
学
関
係
つ
ム

☆

☆

☆

B
、
大
阪
舎
密
工
業
株
式
会
社
関
係

C
、
八
蟠
製
鉄
所
関
係

D
、
日
本
製
鋼
関
係

E
、
三
井
鉱
山
関
係

F
、
大
阪
瓦
斯
株
式
会
社
関
係

G
、
東
洋
木
材
防
腐
株
式
会
社
関
係

H
、
日
本
染
料
製
造
株
式
会
社
関
係

著
作

A
、
刊
行
図
書
(
知
、
.
為
島
ミ
号
、
~
0
§
ミ
 
0
、

物
、
ミ
・
仏
0
~
ミ
せ
ら
0
、
住
 
9
、
鵬
制
.
霊
詫
不
滅
観
、

我
が
宗
教
観
、
、
ミ
§
ゞ
容
舎
.
虫
の
=
巳

刊
磊
文
(
東
京
化
学
会
跿
六
合
雑
誌
、

、
ミ
武
~
0
、
 
9
曳
ミ
R
~
~
ミ
讐
ミ
て
な
ど
)

B
、
草
稿
(
ハ
リ
ス
理
化
学
校
講
襲
草
稿
、
講
話
、

所
感
な
ど
)

七
、
蔵
書

A
、
化
学
図
書
(
ミ
住
§
、
制
、
島
ミ
§
辻
§
 
Q
ミ
・

讐
ミ
.
舘
則
ル
ゆ
:
ぜ
N
s
m
-
、
辻
含
、
§
却
 
0
＼

象
恒
ミ
ミ
迦
、
如
、
.
鴫
§
壮
美
、
悼
ぐ
0
-
m
.
な
ど
)

B
、
心
霊
研
究
図
書
(
0
=
く
R
 
-
0
△
如
ゆ
"
肉
§
0
靴

§
糺
伽
、
~
詩
＼
.
]
中
岑
な
ど
モ
ノ
グ
ラ
フ
一
六
点
、

、
0
讐
ミ
~
 
0
、
、
注
讐
、
.
§
山
§
~
宅
＼
0
『
、
.
'
§
、
・

R
~
え
語
容
§
な
ど
雑
誌
五
種
、
他
に
パ
ン
フ
レ

C
、
ウ
ー
ス
タ
ー
エ
科
大
学
時
代
の
教
科
書

ハ
、
愛
蔵
物
(
グ
レ
ー
英
詩
の
自
製
本
、
ナ
ポ
レ
オ
ン

肖
像
二
点
、
英
国
製
ラ
ン
プ
)

九
、
写
真
多
数

前
0
(
一
九
七
四
毎
に
ひ
き
つ
づ
い
て
今
回
(
一
九

七
七
圧
も
下
村
孝
次
氏
か
ら
同
志
社
へ
お
ぴ
た
だ

し
い
下
村
孝
太
郎
関
係
史
料
が
寄
噌
さ
れ
た
。
こ
れ

ほ
う

ら
は
下
村
孝
太
郎
の
業
績
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る

に
役
立
つ
の
み
な
ら
ず
、
同
志
社
社
史
や
熊
本
洋
学

校
の
研
究
に
も
貰
重
な
史
料
と
な
ろ
う
。
ま
た
化
学

工
業
関
係
の
史
料
は
学
外
の
技
術
史
研
究
者
か
ら
も

注
目
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
同
志
社
社
史
史

て
い

料
編
集
所
で
鄭
重
に
保
存
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

な
お
、
『
化
学
工
芸
宝
鑑
』
は
、
大
西
友
三
郎
氏

の
ご
好
意
に
ょ
り
、
こ
こ
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
。

今
回
寄
贈
さ
れ
た
も
の
の
中
で
最
も
珍
し
い
も
の

^

ノ'、
、
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の
一
つ
は
、
熊
本
洋
学
校
の
卒
業
証
書
で
あ
ろ
う
。

熊
本
県
庁
霄
の
和
文
 
U
に
、
ジ
ェ
ー
ン
ズ
畠
筆

と
思
わ
れ
る
英
寵
害
と
そ
の
訳
文
が
あ
る
。
英
文

和
文
と
も
に
今
日
か
ら
み
て
興
深
い
果
が
使
わ
れ

て
い
る
の
で
左
に
記
し
て
お
こ
う
。

↓
烹
m
 
-
m
 
甘
凸
R
一
二
て
一
=
円
一
尋
.
乞
.
ズ
0
一
旦
o
 
m
=
一
・

ヨ
0
ヨ
0
仁
益
 
0
一
ズ
に
ヨ
山
ヨ
0
-
0
 
ズ
仁
ヨ
N
a
o
-
0
 
ズ
●
=
〕
§
=

ゆ
=
一
Φ
『
ゆ
ル
欠
仁
ヨ
山
ヨ
0
-
0
 
圃
=
四
=
m
=
誓
=
0
0
-
 
N
一
一
プ
Φ
吊
・

如
ヨ
ヨ
呉
又
芽
●
ン
參
ユ
ゆ
ヨ
一
0
 
イ
ゆ
贄
 
m
Φ
で
一
ゆ
ヨ
哥
一
一
m
-

一
伽
↓
N
一
芽
N
-
=
ゆ
牙
m
 
ず
ゆ
含
で
『
0
ヨ
勺
一
円
=
住
0
0
=
m
-
N
=
一
一
=

凹
一
一
ゆ
コ
0
帥
コ
0
●
一
ヨ
0
m
-
 
0
0
ヨ
ヨ
ゆ
=
ユ
瞥
ず
一
0
 
一
コ
五
m
勺
山
『
一
ヨ
ゆ
=
一
一

色
一
一
四
含
一
劣
ユ
m
に
R
の
m
功
言
二
=
山
で
で
一
一
合
二
0
=
-
0
伽
=
一
=
Φ

m
一
仁
e
ゆ
m
 
0
一
一
一
]
凸
 
n
0
三
m
ゆ
一
げ
『
0
仁
如
ザ
0
仁
一
一
=
ゆ
中
=
一
一
『
0

一
Φ
『
ヨ
又
一
0
三
イ
ゆ
N
冴
ニ
プ
異
=
0
 
ケ
N
m
9
m
ム
ニ
山
ず
一
イ
で
山
m
m
・

●
血
ゆ
ぐ
R
て
 
P
言
=
山
一
山
ゴ
ル
 
m
m
ヨ
一
円
言
岳
一
ゆ
χ
山
ヨ
ヨ
N
一
一
0
=

N
己
一
=
N
-
=
ゆ
一
m
0
三
三
ゆ
ユ
一
0
 
仔
一
m
n
ゆ
二
一
コ
0
N
一
Φ
0
一
■
『
0
.

ヨ
て
.
-
0
 
0
ゆ
0
-
0
塁
.
=
ガ
三
'
-
0
-
0
的
イ
伽
=
五
凹
一
m
0
 
一
プ
m

>
岱
五
三
0
=
N
-
 
6
こ
仁
『
m
Φ
 
0
一
]
ン
ニ
0
一
含
一
山
=
ル
冨
ゆ
企
一
ゆ
益
一

工
一
m
-
0
『
て
山
=
n
 
出
一
m
-
0
二
ゆ
m
 
0
一
同
=
叫
一
山
=
n
 
山
づ
五
一
=
Φ
d
a
・

一
ゆ
五
仂
亘
ゆ
m
.
 
M
 
↓
ず
ゆ
0
"
イ
N
=
住
ヤ
『
N
0
二
0
ゆ
0
-
 
m
仁
門
ぐ
ゆ
て
昔
如
.

戸
.
一
.
〕
山
=
ゆ
m

コ
0
一
含
0
て
三
一
プ
ゆ
ぐ
理
一
0
配
m
 
寸
益
=
0
=
ゆ
m
 
o
-
 
m
言
五
て
ゅ
ヨ
・

寸
益
ミ
ヨ
牙
Φ
 
9
E
忠
又
欠
=
ヨ
山
ヨ
0
-
0
 
同
ご
如
=
m
プ

如
0
=
0
0
一
一
昆
ヨ
ゆ
一
て
一
一
則
一
0
ヨ
●
コ
一
m
 
0
一
一
=
血
圃
コ
如
=
m
プ

-
N
二
管
N
圃
Φ
、
Φ
ヨ
ず
唇
含
0
叫
 
0
二
ゞ
0
叫
益
で
=
イ
.
夘
m
N
巳
品
、

乏
二
一
一
=
凶
 
0
益
ヨ
ヨ
豊
,
 
0
0
三
勺
o
m
二
一
0
=
、
口
Φ
0
-
N
a
N
二
0
コ

讐
0
 
即
プ
m
-
0
二
n
.
 
M
 
-
=
一
●
=
ゆ
n
E
巴
凹
=
血
乏
二
一
一
含
)
ニ
・

一
=
ヨ
ゆ
一
一
n
.
 
N
 
0
化
0
伽
益
や
=
て
.
ム
 
0
含
ゆ
益
一
出
一
m
-
0
『
イ
.
伊

》
一
皿
舟
ず
牙
.
の
 
0
ゆ
6
ヨ
ゆ
一
『
て
山
=
五
↓
二
伽
0
=
0
ヨ
の
一
『
イ
.
↓

乞
P
三
牙
一
子
一
一
0
功
0
で
=
イ
.
伽
 
9
0
ヨ
一
m
=
て
.
中
》
m
=
0
=
?

0
一
ぐ
売
=
 
N
一
ズ
仁
ヨ
N
a
o
-
0
 
〕
§
=

ン
仁
塁
m
二
m
一
一
§

こ
の
英
文
証
書
に
対
応
す
る
和
文
証
書
の
文
血
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
0

「

卒
業
生
徒
エ
ノ
免
許
証
状

此
証
状
ハ
左
ノ
条
目
ヲ
表
ス
ヘ
キ
為
メ
也

下
村
孝
太
郎

右
ハ
下
八
一
口
七
十
二
年
^
^
九
月
第
一
日
熊
本
洋

学
校
二
於
テ
英
齊
ノ
業
ヲ
始
厶
0
品
行
最
正
シ
ク

勇
奮
堅
固
ニ
シ
テ
学
問
二
注
意
シ
全
ク
四
年
間
ノ

課
程
ヲ
修
ル
ニ
平
生
勉
励
且
成
功
ノ
状
ヲ
顕
セ
リ

0
正
シ
ク
年
て
大
小
試
験
ヲ
経
テ
此
学
校
ノ
定
則

タ
ル
左
ノ
各
科
二
於
テ
進
歩
ノ
效
ト
シ
テ
此
免
許

証
状
ヲ
授
与
ス
ル
者
也

第
一
字
学
一
牙
習
字
文
典
作
文
演
説

文
学
第
二
胸
算
算
術
第
三
地
理
学
第
四

萬
国
史
第
五
代
数
学
第
六
幾
何
学
測
量
術

第
七
窮
理
学
第
八
化
学
第
九
星
学
第
十
地

質
学
第
十
一
人
体
学

増
科

第
一
上
古
史
中
世
史
英
風
史
米
国
史
第

二
実
測

千
八
百
八
十
六
年
八
月
二
日

日
本
熊
本
二
於
テ
与
之
エ
ル
、
エ
ル
、
ヂ

エ
ー
ン
ス

右
教
師
授
与
ス
ル
所
ノ
免
状
訳
之
及
調
印
者
也

明
治
九
年
丙
子
八
月
二
日熊

本
県
洋
学
校
印
」

〔
注
〕D

下
村
孝
大
郎
著
『
我
が
宗
教
観
』
(
訂
正
版
)
北
文
館
、

昭
和
八
年
、
一
五
九
ペ
ー
ジ
。

②
同
書
、
二
0
.
ヘ
ー
ジ
。

田
同
番
、
七
五
ペ
ー
ジ
。

4
下
村
明
「
わ
が
父
を
語
る
」
 
9
 
ー
ク
ス
.
サ
ー
キ
ニ
ラ

1
第
一
四
巻
第
二
号
)

⑤
島
尾
永
康
「
下
村
孝
太
郎
先
生
」
(
同
志
社
時
報
、
第
五

一
云
ぢ
、
一
九
七
五
年
)

引
下
村
孝
太
郎
「
黒
田
泰
造
に
あ
て
た
霄
簡
」
二
九
二
七

年
)
(
燃
料
協
会
誌
、
第
三
巻
第
一
号
、
一
九
五
一
年
)

の
飯
田
賢
一
「
下
村
孝
太
郎
1
わ
が
国
コ
ー
ク
ス
技
術
の

聞
拓
者
L
 
(
鉄
綱
界
、
昭
和
五
0
年
一
 
0
月
号
)

⑧
『
我
が
{
示
教
観
』
二
六
ペ
ー
ジ
。

(
大
学
工
学
部
數
授
・
科
学
史
)
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下
村
孝
太
郎
と
工
学
博
士
の
学
位

同
志
社
と
浅
か
ら
ぬ
縁
に
よ
っ
て
結
ぱ
れ
て
い
る
下
村
孝
太
郎
は
、
大

正
四
年
(
一
九
一
毛
二
月
九
日
工
学
博
士
会
の
推
薦
を
受
け
て
工
学
博
士

の
学
位
を
得
て
い
る
。
学
位
記
番
号
は
第
九
0
五
号
で
工
学
博
士
で
は
二

四
0
番
に
当
た
る
。
折
し
も
第
一
次
大
戦
が
勃
発
し
ド
イ
ツ
か
ら
染
料
の

輸
入
が
と
絶
え
、
下
村
は
そ
の
国
産
化
の
た
め
に
両
眼
の
負
傷
に
も
め
げ

ず
日
本
染
料
製
造
会
社
の
創
立
に
向
け
て
懸
命
に
努
力
し
て
い
た
頃
で
あ

ナわ
が
国
に
お
け
る
学
位
禽
士
)
は
、
周
知
の
よ
う
に
明
治
二
十
年
(
一

ハ
ハ
七
)
の
最
籾
の
学
位
令
翁
令
第
一
三
号
)
の
公
布
に
よ
っ
て
誕
生
を
み

九
も
の
で
、
工
学
博
士
に
つ
い
て
い
え
ば
翌
二
十
一
年
松
本
荘
一
郎
以
下

十
人
の
人
々
が
最
初
の
工
学
博
士
と
な
っ
た
。
そ
の
後
学
位
令
は
明
治
三

十
一
年
(
一
八
九
八
)
に
至
っ
て
改
正
さ
れ
(
勅
令
第
三
四
0
号
)
、
そ
の
際

「
博
士
会
に
於
て
学
位
を
授
く
べ
き
学
力
あ
り
と
認
め
た
る
者
」
と
い
う

一
項
が
加
え
ら
れ
た
。
下
村
の
学
位
授
与
は
こ
の
規
定
に
従
っ
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
後
学
位
令
は
大
正
九
年
(
一
九
二
9
 
に
さ
ら
に
改
正
さ
れ

翁
令
第
二
0
0
号
)
、
前
記
の
規
定
は
姿
を
消
し
、
現
在
の
学
位
授
与
の
規

定
に
近
い
も
の
に
改
め
ら
れ
九
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
大
正
九
年
に
学
位
令
が
改
正
さ
れ
る
ま
で
の
旧
学
位
令
に

よ
っ
て
工
学
博
士
の
学
位
を
得
た
人
々
は
、
先
ご
ろ
死
去
さ
れ
た
鳥
養
利

三
郎
氏
電
気
工
学
者
・
元
京
都
大
学
総
号
を
最
後
に
三
八
七
名
に
達
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
に
近
代
日
本
に
お
け
る
技
術
の
発
展
に
貢
献
し
た
工
学
者
た
ち

で
あ
っ
た
。
そ
の
学
歴
別
の
内
訳
に
つ
い
て
い
え
ば
、
初
期
の
頃
は
わ
が

国
に
高
等
技
術
教
育
機
関
が
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
、
海
外
留
学
生
で
欧

米
先
進
諸
国
の
大
学
卒
業
者
が
多
く
、
十
六
名
に
達
す
る
。
し
か
し
そ
の

う
ち
十
二
名
は
大
学
南
校
、
開
成
学
校
等
、
東
京
大
学
の
前
身
校
の
出
身

者
で
、
残
る
四
名
は
藩
校
等
に
学
び
各
藩
(
県
)
か
ら
派
遣
さ
れ
九
留
学
生

で
あ
っ
た
。
つ
い
で
東
京
大
学
理
学
部
全
科
悉
お
よ
び
工
部
大
学
校
の

出
身
者
で
占
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
前
者
が
三
十
三
名
、
後
者
が
五
十

四
名
で
あ
る
。
や
が
て
両
校
が
合
併
さ
れ
工
科
大
学
と
な
り
、
明
治
十
九

年
以
降
同
校
か
ら
卒
業
生
が
輩
出
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
工
学
博
士
の
大

今
津
健
治
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部
分
は
彼
ら
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
工
科
大
学
の
選
科

生
や
中
途
退
学
者
を
含
め
る
と
一
三
二
名
に
達
す
る
。
そ
の
他
は
京
都
帝

国
大
学
十
三
名
、
東
京
高
等
工
業
学
校
現
東
京
工
業
大
学
)
五
名
、
札
幌
農

学
校
現
北
海
道
大
学
)
五
名
、
東
北
帝
国
大
学
一
名
、
工
手
学
校
現
工
学

院
大
学
)
一
名
、
そ
れ
に
海
軍
系
学
校
八
名
、
陸
軍
系
学
校
三
名
、
鉄
道
系

学
校
二
名
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
ほ
か
に
外
国
人
十
一
名
と
国
内
に
ほ

と
ん
ど
工
学
教
育
の
学
歴
が
な
く
外
国
の
大
学
を
卒
業
し
た
人
々
箭
記

の
い
わ
ゆ
る
初
期
留
学
生
を
除
く
)
が
四
人
い
た
。
前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、

下
村
は
そ
の
最
後
の
四
人
の
留
学
生
の
一
人
に
数
え
ら
れ
、
工
学
博
士
と

し
て
は
特
異
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
に
筆
者
は
注
目
し
た
い
の
で
あ
る
0

下
村
は
同
志
社
に
学
ん
だ
後
、
私
費
で
明
治
十
八
年
(
一
八
八
五
渡

米
、
マ
サ
チ
ュ
セ
ッ
ッ
州
ウ
ー
ス
タ
ー
の
工
科
大
学
で
化
学
を
修
め
、
つ

い
で
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
ジ
.
ン
・
ホ
プ
キ
ン
大
学
大
学
院
に
入
学
し
、
レ

ム
ゼ
ン
教
授
(
t
カ
リ
ソ
の
合
成
き
に
有
機
化
学
を
学
び
、
明
治
二
十
三

年
(
一
八
九
0
)
帰
国
し
た
。
他
の
三
名
(
笠
井
真
三
、
松
浦
和
平
、
山
本
長
方
)

に
つ
ぃ
て
は
詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
い
ず
れ
も
辛
苦
を
な
め
て
留
学

し
、
異
国
の
地
で
大
学
に
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
国
内
に
お
い
て
工

学
者
へ
の
道
を
選
ば
ず
、
そ
れ
を
外
国
に
求
め
た
の
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ

れ
に
事
情
は
異
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
下
村
の
場
合
、
新
島
襄
の
意
向
に
よ

る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
下
村
が
留
学
し
た
明
治
十

八
年
前
後
は
、
官
業
払
い
下
げ
の
後
、
近
代
産
業
の
勃
興
期
で
、
東
京
大

学
理
学
部
や
工
部
大
学
校
の
出
身
者
た
ち
、
な
か
で
も
そ
の
俊
秀
が
競
っ

て
留
学
し
よ
う
と
し
て
い
た
時
期
で
あ
っ
九
。
こ
の
時
期
を
見
逃
さ
な
か

つ
た
こ
と
が
、
彼
が
そ
れ
ま
で
国
内
で
組
織
的
な
工
学
教
育
を
受
け
て
い

な
か
っ
た
と
い
う
ハ
ン
デ
ィ
ー
を
大
き
く
埋
め
て
余
り
あ
る
も
の
が
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

日
本
の
工
業
化
の
速
度
の
早
さ
に
つ
い
て
、
制
度
化
さ
れ
た
組
織
的
な

技
術
者
教
育
が
比
較
的
早
期
に
着
手
さ
れ
た
こ
と
に
、
そ
の
原
因
の
一
つ

を
求
め
る
説
が
有
力
で
あ
る
。
た
し
か
に
そ
れ
に
相
違
な
い
で
あ
ろ
う

が
、
そ
れ
に
加
え
て
海
外
留
学
の
重
要
性
に
わ
れ
わ
れ
は
注
目
す
る
必
要

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
日
本
の
工
業
化
は
異
質
の
文
化
で
あ
る
近
代

技
術
に
導
か
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
だ
け
に
、
海
外
留
学
に
よ
る
積

極
的
な
技
術
導
入
の
た
め
の
活
躍
が
強
力
に
作
用
し
た
。
下
村
の
技
術
者

と
し
て
の
生
涯
は
そ
の
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
組
織
的
な
技
術
者
教
育
も
、
工
学
の
知
識
を
修
得
す
る
と
い
う
よ
り

技
術
導
入
を
指
向
し
た
基
礎
教
育
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
有
効
性
が
発
揮
さ

れ
九
の
で
あ
ろ
う
。
下
村
は
そ
の
過
程
を
新
島
と
い
う
優
れ
た
教
師
に
つ

い
て
個
人
指
導
を
受
け
た
わ
け
で
あ
る
。

下
村
が
少
年
翅
郷
里
の
熊
本
洋
学
校
で
学
ん
だ
ゼ
エ
ー
ン
ズ
も
優
れ

た
教
師
で
あ
っ
た
。
熊
本
洋
学
校
の
同
窓
か
ら
は
東
京
大
学
理
学
部
へ
河

野
鯱
雄
、
工
部
大
学
校
へ
中
原
淳
蔵
、
高
田
雪
太
郎
、
船
越
欣
哉
が
進

み
、
い
ず
れ
も
優
れ
た
工
学
者
の
道
を
た
ど
っ
て
い
る
。
下
村
は
『
下
村

孝
太
郎
履
歴
』
矣
正
十
四
年
八
旦
に
「
元
来
東
京
開
成
学
校
入
学
ノ
素
志

、
、
、

ナ
リ
シ
モ
家
貧
ニ
シ
テ
果
サ
ズ
、
京
都
二
上
り
デ
ビ
ス
、
新
島
両
氏
ノ
設

立
二
係
ル
同
志
社
二
入
学
L
 
と
記
し
て
い
る
。
下
村
に
も
東
京
大
学
や
工

部
大
学
校
へ
進
む
チ
ャ
ン
ス
は
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
新
島
1
下
村

の
系
譜
は
日
本
の
技
術
者
教
育
の
衷
面
史
と
し
て
興
味
つ
き
な
い
も
の
を

秘
め
て
い
る
。

(
神
戸
大
学
助
教
授
)
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下
村
孝
太
郎
博
士

日
本
鉄
鋼
技
術
の
恩
人

田

わ
が
国
に
お
け
る
コ
ー
ク
ス
炉
の
変
遷
史
と
そ
の
操
業
技
術
の
発
達
史

は
、
八
幡
製
鉄
所
の
コ
ー
ク
ス
製
造
技
術
の
歩
み
に
代
表
さ
れ
る
、
と
い

う
こ
と
が
よ
く
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
八
幡
製
鉄
所
の
技
師
の
な
か
か

●
、
う

ら
、
三
好
久
太
郎
、
黒
田
泰
造
、
伊
能
泰
治
と
い
っ
九
錚
々
た
る
こ
の
分

野
の
技
術
者
が
輩
出
し
た
。
し
か
し
、
八
幡
が
コ
ー
ク
ス
製
造
技
術
の
面

で
も
日
本
の
主
導
的
地
位
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
フ
た
の
は
、

ほ
か
で
も
な
く
副
産
物
捕
集
式
コ
ー
ク
ス
炉
と
し
て
の
ソ
ル
ベ
1
炉
に
よ

る
コ
ー
ク
ス
製
造
の
開
始
に
負
う
も
の
で
あ
り
、
同
志
社
出
身
の
工
学
博

士
下
村
孝
太
郎
の
技
術
指
導
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。

八
幡
製
鉄
所
に
お
け
る
ソ
ル
ベ
1
炉
の
建
設
が
、
同
所
の
み
な
ら
ず
日

本
の
鉄
鋼
技
術
の
発
達
の
な
か
で
ど
れ
ほ
ど
大
き
な
意
義
を
も
つ
も
の
で

あ
っ
た
か
ー
こ
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
私
は
じ
つ
は
も
う
二
十
年
前
に

恩
師
三
枝
博
音
博
士
箭
日
本
科
学
史
学
会
号
と
の
共
著
『
日
本
近
代
製
鉄

技
術
発
達
史
』
(
一
九
五
七
午
東
洋
経
済
新
報
せ
に
詳
述
し
、
そ
れ
が
「
わ

が
国
に
お
け
る
同
炉
の
草
分
け
で
あ
っ
九
大
阪
舎
密
工
業
会
社
の
技
師
長

賢

下
村
孝
太
郎
(
製
鉄
所
嘱
託
)
の
指
導
の
も
と
に
な
さ
れ
た
」
こ
と
を
明

ら
か
に
し
九
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
前
著
の
段
階
で
は
私
は
下
村
博
士
の
生
い
た
ち
に
つ

い
て
は
ま
だ
多
く
を
知
ら
な
か
っ
九
。
と
こ
ろ
が
一
九
七
五
年
、
お
り
か

ら
同
志
社
創
立
百
年
に
あ
九
り
、
島
尾
永
康
教
授
や
山
田
忠
男
教
授
の
ご

尽
力
に
よ
っ
て
日
本
科
学
史
学
会
の
年
会
が
同
志
社
大
学
に
お
い
て
開
催

さ
れ
九
の
を
機
に
、
私
の
知
見
は
に
わ
か
に
開
け
、
下
村
博
士
の
近
代
化

学
工
業
技
術
の
開
拓
は
、
博
士
が
同
志
社
の
第
一
期
生
で
あ
り
、
恩
師
の

新
島
襄
ゆ
ず
り
の
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
教
者
で
あ
っ
た
こ
と
と
表
裏
一
体
の

関
係
に
あ
り
、
む
し
ろ
か
れ
自
身
が
キ
リ
ス
ト
教
者
と
し
て
正
し
く
生
き

て
ゅ
く
た
め
の
思
想
的
実
践
の
結
晶
で
あ
っ
九
こ
と
を
、
認
識
す
る
こ
と

が
で
き
た
。

私
は
機
会
を
得
て
、
日
本
鉄
鋼
業
を
築
い
九
人
び
と
の
一
環
と
し
て
雑

誌
『
鉄
鋼
界
』
(
一
九
七
五
年
一
0
旦
に
「
わ
が
国
コ
ー
ク
ス
技
術
の
開
拓

者
・
福
音
思
想
の
実
践
者
L
 
下
村
孝
太
郎
の
評
伝
を
ま
と
め
、
自
著
『
鉄

飯
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の
語
る
日
本
の
歴
史
・
下
』
(
一
九
七
六
年
、
そ
し
え
て
社
)
に
収
録
し
た
0
 
さ

ら
に
博
士
の
二
人
の
立
派
な
ご
子
息
(
明
・
孝
次
両
氏
、
と
も
に
化
学
技
術
者
)

か
ら
も
、
ご
父
君
に
つ
い
て
の
数
々
の
知
見
を
か
た
じ
け
な
く
し
、
そ
の

成
果
を
雑
誌
『
1
E
』
(
一
九
七
六
年
六
月
、
日
本
能
率
協
会
)
お
よ
び
『
早
稲

田
学
報
』
倫
年
七
旦
な
ど
に
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の
後
者
は
、

下
村
と
熊
本
バ
ン
ド
、
同
志
社
英
学
校
を
通
じ
て
の
伺
期
生
で
、
義
弟
で

も
あ
っ
た
法
学
博
士
浮
田
和
民
阜
大
教
授
・
平
和
主
義
の
政
治
学
き
と
の
交

遊
の
一
端
を
え
が
い
た
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
下
村
博
士
の
技
術
上
の
業
績
は
、
つ
ぎ
の
三
点
に
し
ぼ
っ
て
み

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
は
、
一
八
九
七
年
秋
、
い
ま
の
大
阪
瓦
斯
(
迷
の
前
身
と
も
な
っ

た
大
阪
舎
密
工
業
孫
)
の
た
め
の
コ
ー
ク
ス
事
業
を
お
こ
し
、
硫
酸
ア
ン

モ
ニ
ア
の
製
造
を
は
じ
め
、
わ
が
国
最
籾
の
肥
料
用
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ア
の

本
格
的
製
造
の
道
を
開
き
、
西
日
本
に
化
学
工
業
の
夜
あ
け
を
も
た
ら
し

た
こ
と
0

第
二
は
、
こ
の
大
阪
で
は
じ
め
て
開
始
さ
れ
た
副
産
物
捕
集
式
コ
ー
ク

ス
炉
(
ソ
ル
ベ
1
毎
を
、
官
営
八
幡
製
鉄
所
に
導
き
、
一
九
0
七
年
以
来
同

所
の
コ
ー
ク
ス
技
術
を
真
に
経
済
的
に
自
立
さ
せ
、
さ
ら
に
今
日
の
製
鉄

用
石
炭
資
源
開
発
技
術
の
一
原
点
と
も
い
う
べ
き
コ
ー
ラ
イ
ト
法
を
発
明

し
、
輪
西
製
鉄
所
現
室
蘭
製
鉄
画
に
実
現
さ
せ
て
、
日
本
鉄
鋼
業
に
お
け

る
近
代
コ
ー
ク
ス
技
術
開
拓
の
先
鞭
を
つ
け
た
こ
と
。

第
三
は
、
一
九
一
六
年
か
ら
日
本
染
料
製
造
森
)
の
技
師
長
あ
る
い
は

技
術
顧
問
と
し
て
活
躍
し
、
わ
が
国
で
は
じ
め
て
有
機
合
成
染
料
工
業
の

基
礎
を
築
い
た
こ
と
。

下
村
の
自
伝
『
我
が
宗
教
観
』
(
訂
正
版
、
一
九
三
三
年
、
北
文
鵡
が
語
る

よ
う
に
、
か
れ
は
こ
れ
ら
わ
が
国
創
始
の
大
事
業
を
、
技
術
家
と
し
て
の

「
真
面
目
の
精
神
」
と
、
「
独
立
心
」
と
い
う
最
も
尊
ぷ
べ
き
道
徳
と
を
ひ

つ
さ
げ
て
遂
行
し
た
。
こ
こ
に
下
村
博
士
の
真
骨
頂
が
あ
る
。

下
村
は
ソ
ル
ベ
1
炉
の
わ
が
国
へ
の
最
初
の
導
入
に
さ
い
し
て
、
じ
つ

に
科
学
的
・
実
証
的
態
度
を
つ
ら
ぬ
い
た
。
し
か
し
最
も
注
目
す
べ
き
こ

と
は
、
そ
の
さ
い
欧
米
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
気
候
風
土
お
よ
び
原
料
条

件
を
も
つ
日
本
に
お
い
て
、
か
れ
が
コ
ー
ク
ス
炉
を
操
業
す
る
た
め
に
新

し
い
配
合
技
術
を
開
拓
し
た
こ
と
で
あ
る
。
八
幡
に
ソ
ル
ベ
1
炉
が
建
設

さ
れ
る
に
い
た
っ
九
直
接
の
動
機
は
、
製
鉄
所
に
お
い
て
コ
ー
ク
ス
製
造

を
h
う
と
と
も
に
、
そ
の
副
産
物
と
し
て
。
ヒ
ッ
チ
を
つ
く
り
、
こ
れ
を
海

軍
に
お
け
る
軍
艦
用
煉
炭
製
造
の
た
め
の
原
料
と
し
て
、
大
量
に
海
箪
直

轄
工
場
に
供
給
す
る
便
宜
を
得
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
下
村
の
技
術

思
想
は
、
こ
の
よ
う
な
動
機
に
よ
る
コ
ー
ク
ス
製
造
の
歩
み
を
、
た
ん
な

る
軍
事
上
、
製
鉄
上
の
も
の
に
と
ど
め
ず
、
現
代
に
お
い
て
な
お
新
し
い

も
の
と
し
た
。

今
日
、
大
手
の
鉄
釧
会
社
は
コ
ー
ク
ス
用
強
粘
結
炭
の
需
給
ひ
っ
迫
に

対
応
し
、
資
源
的
に
豊
富
な
一
般
炭
の
活
用
策
と
し
て
成
型
炭
、
さ
ら
に

成
型
コ
ー
ク
ス
製
造
技
術
の
研
究
・
開
発
に
つ
と
め
て
い
る
。
非
粘
結
性

の
一
般
炭
を
コ
ー
ク
ス
炉
で
最
大
二
0
%
も
使
え
る
成
形
炭
配
合
コ
ー
ク

ス
の
製
造
・
使
用
技
術
に
成
功
し
つ
つ
ぁ
る
。
省
資
源
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

"
り
サ
イ
ク
リ
ン
グ
と
い
う
現
代
の
技
術
の
方
向
の
な
か
に
、
下
村
の
業

績
と
技
愈
想
は
生
き
つ
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
国
際
商
科
大
学
教
授
・
早
稲
田
大
学
講
師
)
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