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科
学
と
功
利
主
義

『太
陽
』
別
冊
臨
時
増
刊

「遷
都
三
十
年

・
明
治

三
十
年
史
」
(第
四
巻
第
九
号
)

の
第

一
編

「総

論
」

に
お
い
て
、
明
治
思
想

の
変
遷
を
整
理
し
た

高
山
林
次
郎

(樗
牛
)
は
、
日
本
思
想

と
外
国
思

想

の
内
訳
と
入
れ
替
え
の
進
展
が
、・
四
段
階

で
変

わ

っ
て
き
た
と
い
う

こ
と
を
、
「明
治
思
想
発
達

一
覧
表
」

に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る

(第
1
表
)。

こ
こ
で
示
さ
れ
る
線
は
各
種
思
想

の
離
合
を
示
す

と
さ
れ
、
実
線
は
点
線
よ
り
も
そ
の
量
が
多
く
、

括
弧
に
い
れ
て
あ
る
も

の
は
括
弧
な
し

の
も

の
よ

り
も
弱

い
こ
と
を
指
す
。
ま
た

「
日
本

思
想
」
と

い
う

の
は
、
「日
本
古
来

の
思
想
及
び
是

の
思
想

が
中
心
と
な
り
て
外
来
の
思
想
を
統

一
し
た
る
も

の
」
、
「外
国
思
想
」
と
は
、
「外
国

の
思
想
を
主

と
し
て
日
本
固
有

の
思
想
を
客
と
せ
る
も
の
」
、

日
本
固
有

の
思
想
と
は
、
「神
道

に
本
づ
け
る
国

家
観
念
」
と
追
記
し
て
い
る
。

表

に
あ
る
第

一
段

は
、
明
治
初
年

に
お
け
る
保

守
的
な
皇
学
主
義
と
開
明
的
な
欧
化
主
義

の
対
立

の
時
代
、
第
二
段
は
、
民
選
議
員
主
唱
者

(四
参

議
)

の
政
体
改
革
論

に
加
藤
弘
之
等

の
ド
イ
ツ
流

国
家
主
義
が
前
段
よ
り
も
や
や
強
硬

に
反
抗
し
た

時
代
、
第
三
段
は
、
二
〇
年
前
後

の
志
賀
重
昂
等

の
国
粋
保
存
主
義
が
勃
興
し
て
、
政
体
改
革
論

に

や
や
鮮
明
に
対
立
し
た
時
代
で
、
日
清
戦
争
期
が

こ
こ
に
は
い
る
。
こ
こ
に
は
さ
ら
に
、

二
五
年

の

井
上
哲
次
郎
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
批
判
と
教
育
宗

教
衝
突
論
が
は
い
る
。
第
四
段
は
、
三
〇
年

か
ら

樗
牛
等

に
よ
り
唱
え
ら
れ
た
日
本
主
義

の
新
運
動

が
、
国
体
と
民
性
を
基
準
に
し
た
国
民
思
想

の
統

一
を
唱
え
た
時
期

で
あ
る
。
教
育
勅
語

の
影
響
下

に
現
世
主
義
に
立

っ
て

「
日
本
国
民
の
守
る
べ
き

主
義
」
が
、
す
な
わ
ち
日
本
主
義

で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
表

に
は
、
日
本
主
義
者
と
し
て
の
樗
牛
自

身
の
立
場
を
自
己
宣
伝
す
る
ね
ら
い
も
読
み
取
れ

る
が
、
明
治
三
〇
年
時

に
至

っ
た
知
的
空
気
も
伝

わ

っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
気
に
な
る
の

は
科
学
思
想
も
科
学
技
術
も
な
い
こ
と
だ
が
、
お

そ
ら
く
樗
牛

は

「功
利
主
義
」

の
分
類
項
目
に
そ
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れ
ら
を
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
福
沢
諭
吉

が

「空

名
に
拘
り
て
実
益
を
知
ら
ず
」
と
旧
学
問

の
態
度

を
批
判
し
て
、
「実
益
功
利

の
学
」
を
説

い
て
い

る
と
こ
ろ
を
、
樗
牛
自
身
が
功
利
主
義
と
呼
ぶ

の

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
解
釈
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

も
と
も
と

「科
学
」
と
い
う
言
葉
は
明
治
初
め

西
周
に
よ

っ
て
造
語
さ
れ
た
和
製
漢
字

で
あ
る
。

す
な
わ
ち

『明
六
雑
誌
』
第

二
二
号

(明
治
七

年
)
掲
載

の

「知
説
」

に
お
い
て
、
こ
う
西
は
記

し
た
。
「学
は
人

の
性

に
お
い
て
よ
く
そ

の
智

を

開
き
、
術
は
人
の
性
に
お
い
て
よ
く
能
を
益
す
も

の
な
り
。
し
か
る
に
こ
の
ご
と
く
学
と
術
と
は
そ

の
旨
趣
を
異

に
す
と
い
え
ど
も
、
い
わ
ゆ
る
科
学

に
至
り
て
は
両
相
相
混
じ
て
、
判
然
区
別
す
べ
か

ら
ざ
る
も

の
あ
り
。
」
西
が
こ
こ
で
い
う
科
学
は
、

従
来

の
学
や
術
と
違

っ
て

「両
相
相
混
じ
」
た
も

の
、

つ
ま
り
い
ま
で
い
う
科
学
技
術
で
あ

っ
た
こ

と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
科
学
と
は
理
学
+
実
学

で
あ
り
、
科
学
技
術
を
も
と
も
と
指
す
も
の
で
あ

っ
た
、
と
解
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
目
で
改
め
て

第1表 明治思想発達一覧表(高 山林次郎)

 

こ
の
表
を
見

る
と
、
功
利
主
義
が
最
終
段
階
で
日

本
思
想
に
も
外
国
思
想

に
も
同
じ
よ
う
に
取
り
込

ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
時
代
感
覚
が
眼
を
惹
く

の

で
あ
る
。
科
学
技
術
は
も
は
や
体
制
化
さ
れ
、
そ

れ
な
し
に
は
済
ま
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

の

表
明
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
明
治
中
期
以
降

の
日
清
戦
争
期
と
も
な

る
と
、
政
策
者
と
研
究
者
と
の
間
に
、
科
学
に
対

す
る
態
度

の
乖
離
が
見
ら
れ
る
。

例
え
ば
自
由
主
義
経
済
論
を
唱
え
、
保
護
貿
易
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『太陽』創刊期に見る科学技術観

論
や
政
府

の
政
策
を
批
判
し

つ
づ
け
て
い
た
人
物

で
あ
る
田
口
卯
吉
が

『太
陽
』
に
寄
せ
た
論
説
、

「歴
史
は
科
学
に
非
ず
」
(第

一
巻

一
一
号
)
を
見

る
と
、
科
学
に
は
二
種
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち

地
質
学

・
本
草
学

・
解
剖
学
等

の

「自
然

の
有
り

様

を
其
儘

書

[き
]
現

し
た
も

の
」
を

「叙

述

学
」
、
天
文
学

・
物
理
学

・
化
学

・
経
済

学

.
社

会
学

・
心
理
学
等
の

「自
然

の
作
用
を
説

明
す
る

も
の
」
を

「
科
学
の
本
躰
」
と
し
て
い
る
。
言

い

換
え
れ
ば
、
記
載
的
博
物
学
と
因
果
的
科
学

の
二

種
で
あ
り
、
西
欧
で
も

フ
ラ
ン
シ
ス

.
ベ
ー

コ
ン

以
来

の
、
ア

マ
チ

ュ
ア
を
裾
野
と
す
る
広

い
ス
ペ

ク
ト
ル
に
立

つ
伝
統
的
見
解

で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
科
学

の
階
層
的
分

化
案
に

猛
然
と
反
論

し
て
い
る
の
が
、
「叙
述
学
」
と

い

わ
れ
た
地
質
学
者

の
佐
藤
伝
造
で
あ

っ
た
。
佐
藤

は

「
田
口
卯
吉
氏

の
科
学
説
を
駁
す
」

(第

二
巻

第

一
号
)
で
、
大
正
期
に
明
確

に
な
る
純
粋
科
学

の
思
想
を
先
取
り
し
て
、
こ
う
述

べ
る

の
で
あ
る
。

な
ぜ
地
質
学
を

ひq
Φo
ひq
蠧
b
ξ

と
い
わ
ず

に

ひq
Φ
○
一-

o
σq
《
と
い
う
か
、
生
物
学

の
σ
一。
一〇
αq
《
や
岩
石
学

の

洋
ゲ
o
δ
讐

と

い
う

の
か
、
と
反
論

し
て
、

コ
o
αq
o
ω
は
論
ず

る
の
意
な
り
」
と
述

べ
、
例
、兄

ぽ
噴
火
孔
か
ら
採
取
し
た
岩
石

の
化
学
成
分
が

種
々
異
な
り

「差
異
あ
る
所
以
を
其
壗

に
記
載
す

る
而
已
に
止
ま
ら
ず
、
併
せ
て
其
差
異
の
生
ず
る

原
因

に
つ
い
て
考
究
す
る
な
り
」
と
、
科
学
と
い

う
以
上
、
ど

の
よ
う
な
分
野
で
あ
れ

「原
因
結
果

の
理
法
」
に
か
か
わ
る
の
で
あ
り
、
「自
然

の
作

用
を
説
明
す
る
」
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
と
す
る
。

発
達

の
程
度

の
違
い
は
あ

っ
て
も
、
同
じ
科
学
に

ど
う
し
て

「本
躰

と
支
躰
と
あ
ら
ん
や
」
、
と
。

こ
こ
に
職
業
的
科
学
者

の

「科
学
」

に
賭
け
る
自

負
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
差
は
あ

っ
て
も
、
学

の
功

利
主
義
的
側
面
の
重
視
は
明
治
期
を
通
し
て
踏
襲

さ
れ
、
か
え

っ
て
ま
す
ま
す
強
化
さ
れ
て
い
く

の

で
あ
る
。

『太
陽
』
創
刊
号

の
発
刊

の
辞

「第
二
の
維
新
」

以
下

の
諸
名
士

の
寄
稿
中
、
そ
の
よ
う
な
意
味

で

特

に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
久
米
邦
武

の

「学
界
の

大
刷
新
」
で
あ

る
。
久
米
に
よ
れ
ぽ
、
日
清
戦
争

勝
利
後

の
戦
後

こ
そ

「多
事
と
な
る
べ
け
れ
」
で
、

も
は
や
兵
学
と
い
う

「殺
人
…機
械

の
運
用
を
講
究

す
る

一
科
学
」

に
か
か
ず
ら

っ
て
い
ら
れ
な
い
と

す
る
。
「分
業
専
科
」
は
い
よ
い
よ
進
む
か
ら
、

学
界

の

「各
業
各
科
」

の
面
々
は

「今

に
も
泰
東

の
将
来
種

々
の
望
み
を
か
け
て
、
其

の
用
意
を
な

す
こ
と
肝
要
な
る
べ
し
」
と
力
説
し
て
い
る
。
そ

し
て
日
清
戦
争

の
勝
敗
を
決
し
た
彼
我

の
差
は
、

第

一
に
、
分
業
専
科

の
遅
速

に
あ

る
こ
と

(「社

会

は
知
能

の
発
達
す
る
に
従

ひ
、
何
事
も
分
業
専

科
と
な
り
、
科
に
科
を
分
か

つ
て
進
む
も
の
ぞ
か

し
。
」)
、
第
二
は
、
分
業
を
妨
げ

る
長
老
階
級
政

治
と
徳
治
主
義
に
も
と
つ
く
旧
体
制
と
、
民
権
平

等
を
旨
と
す
る
立
憲
政
治
と
法
治
主
義
に
立

つ
維

新
体
制

の
違

い

(「階
級
制

に
根
を
託
し
て
発
生

し
た
る
論
議
は
既
に
廃
滅

に
帰
し
た
り
。
」
)
を
述

べ
、
学
界

に
お
け
る

「
温
故
知
新
」
と
専
門
化
を

力
説
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
専
門
化
は
同
時
に
純

粋
科
学
化

で
な
く
、
国
力
に
奉
仕
す
べ
き
学
理
の

道
な
の
で
あ
る
。

明
治
三
年
に
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、
さ
ら
に
イ
ギ

リ
ス
で
学
ん
で
帰
国
し
、
教
育
博
物
館
長
を
経
て

東
京
工
業
学
校
長
に
な

っ
て
い
た
手
島
精

一
も
、

『太
陽
』
(第

一
巻
第
二
号
)
に
寄
せ
た

「工
業
教
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育
」
で
、
「学
理
を
工
業

に
応
用
す
る

こ
と
」
が

不
可
欠
と
い
う
こ
と
が
維
新
以
降
認
識

さ
れ
て
き

た
と
見

る
。
「十
年
前

に
較
ぶ
れ
ぽ
蒸
気
、
水
力

を
工
業
上
に
用
ゆ
る
原
動
力
は
三
十
倍

の
多
き
に

な

つ
た
」
も
の
の
、
仔
細
に
見
る
と
真

の
自
立

に

は
ほ
ど
遠

い
と
嘆
い
て
い
る
。
原
材
料

で
は
な
く

加

工
品

の
増
加
は
望
ま
し
く
、
例
え
ぽ
白
羽
二
重

の
輸
出
高
は
製
茶
を
上
回

っ
て
い
る
が

、
「外
国

に
て
模
様

を
置

い
た
り
、
又
染

め
た
り
す

る
有

様
」

で
、
こ
れ
は

「学
理
を
染
物
に
応
用

せ
ぬ
結

果
」

で
あ
る
。
工
業
輸
出
品
中
第
三
位

の
焼
物
類

は
玩
弄
品
ぼ
か
り
で
日
用
品
に
な

っ
て

い
な
い
。

鉄
道
建
設
は
距
離
数
は
増
え
て
い
る
が
、

レ
ー
ル

や
機
械

の
多
く
は
外
国
か
ら
買
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
綿
糸
紡
績
工
業
も
工
場
数
は
四
十
有
余

に

な

っ
て
い
る
が
、
紡
績
機
械
は
こ
と
ご
と
く
外
国

製
で
は
な
い
か
、
と
。

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
手
島

の
日
英
工

業
比
較
論
で
あ

る
。
人
口
は
日
本
よ
り
は
る
か
に

少
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
税
収
は
日
本

の

一
〇

倍
以
上
、
外
洋
を
航
海
で
き
る
蒸
気
船
数

は
イ
ギ

リ
ス
五
七
〇
〇
隻
、
日
本
は
僅
か
に
五
〇
〇
隻
。

日
英
交
易

の
問
題
で
見
て
も
、
英
国
製
工
業
品
の

価
格

は
日
本

の
人
口
あ
た
り
二
五
銭
、
逆

に
日
本

製
品
価
格
の
英
国
人
口
あ
た
り
で
見
る
と
九
銭
に

満
た
な
い
。
「同
じ
島
国

で
あ

つ
て
、
人

口
が
多

く
あ
り
な
が
ら
此

の
如
き
差
を
生
ず

る
は
残
念
な

事
で
あ
る
、
英
国

の
人
民
が
多
く
の
汽
船
を
用
ひ

多
く

の
銭
を
払
ふ
は
全
く
学
理
を
応
用
し
て
工
業

を
発
達
し
た
に
過
ぎ
な

い
。」
と
、
学
理

の
功
利

主
義
的
活
用

の
徹
底
を
主
張
す
る
の
で
あ

る
。

で
は
当
時

の
、
学
理
を
本

に
し
た
工
業
技
術
力

の
セ
ル
フ
イ
メ
ー
ジ
は
ど
う
で
あ

っ
た
ろ
う
か
。

日
清
戦
争
期
前
後
の
工
業
技
術
力

『太
陽
』
創
刊
号

の
無
署
名
記
事

「近
世
我
国
技

術

の
進
歩
」
は
、

一
頁
足
ら
ず

の
短

い
も

の
だ
が
、

日
清
比
較
論
も
展
開
し
て
い
て
き
わ
め
て
興
味
深

い
の
で
、
詳
し
く
検
討
し
て
み
よ
う
。

第

一
に
、
日
清
戦
争

の
勝
利
は
軍
事
力
の
み
に

あ
る
の
で
な
く
、
技

術
力

に
あ

る
と
述

べ
る
。

「我
が
国
技
術

の
進
歩
が
冥
々
の
中

に
之
を
助
く

る
こ
と
殊
に
大
な
る
も

の
あ
る
を
顧
り
み
さ
る
あ

ら
ぽ
未
だ
戦
勝

の
真
相
に
通
じ
た
る
も

の
に
あ
ら

ざ

る
な
り
。
」
と
前
置
き
し
て
、
軍
事
力

で

「敵

境
」
を

「侵
略
」
す
る
よ
り
も
遥
か
先
に
日
本
の

技
術
社
会
は
中
国

に
進
出
し
て
い
る
と
し
た
。
例

え
ぽ
技
師
前
田
武
四
郎
に
よ
る
清
国
西
太
后
万
寿

節

の
た
め
の
電
灯
工
事
の
成
功
、
香
港
悪
疫

の
原

因
が
中
国
人
や
欧
米
人
に
ま
だ
判
ら
ぬ
う
ち
に
、

そ
の
病
原
が
黒
死
病
で
あ
る
こ
と
を
突
き
止
め
そ

の
病
理
を
示
し
た
医
学
者
北
里
柴
三
郎
ら
の
功
績
、

な
ど
で
あ
る
。

「実

に
方
今

の
戦
争
は
、
腕
力
の
戦
に
あ
ら
ず
し

て
機
械
力

の
戦
な
り
」
と
い
い
、
機
械
力

の
戦
は
、

「寡
を
以

て
衆

に
勝

つ
所
以

の
も

の

[、
]
豈

に

技
術

の
進
歩
之
を
し
て
然
ら
し
む
る
も

の
に
あ
ら

ず
し
て
何
ぞ
や
」
と
い
う
。
「鳳
凰
城

よ
り
広
島

ま
で

一
條

の
電
線
は
瞬
時
に
消
息
を
伝
ふ
る
は
何

人

の
功
ぞ

[。
]
外
国
に
依
頼
せ
さ
る
も
能
く
橋

立
の
如
き
堅
艦
を
造
る
は
何
人
の
功
ぞ

[。
]
抑

そ
も
亦
大
砲

の
発
射
能
く
其
の
命
中
を
誤
ら
ず
敵

の
甲
鉄
船
も
忽
ち
撃
沈
せ
ら
る
〉
も

の
は
何
人

の

功
ぞ

[。
凵
」
と
た
た
み
か
け
て
い
る
。
た
だ
し
、

事
実
誤
認
も
あ
る
。

「橋
立
」
は
確
か
に
国
産
で
は
あ

っ
た
が
、
外
国
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人
の
指
導

に
よ
る
も

の
で
あ

っ
た
か
ら

で
あ
る
。

わ
が
国

の
鉄
鋼
船

の
歴
史

は
浅
く
、
日
露
戦
争
以

前

で
は
、
造
艦
数
三
十
余
隻
に
な

っ
て
い
た
が
、

四
二
〇
〇

ト
ン
の
海
防
艦

「橋
立
」
が

最
大

の
も

の
で
、
未
だ
装
甲
を
施
し
た
戦
艦
あ

る
い
は
大
巡

洋
艦

を
建
造
し
て
は
い
な

い
。
海
防
艦

と
は
吃

水

・
速
力

・
攻
防
等

に
お
い
て
特
別

の
特
色
を
持

た
な

い
軍
艦

の
総
称

で
あ
る
。
や
が

て
老
朽
化
し

た
戦
艦

・
巡
洋
艦
も
こ
の
部
類

に
総
轄

さ
れ
、
海

防
艦

の
建
造
そ

の
も

の
が

な
く
な

っ
て
い
く
。

「橋
立
」

の
設
計
造
艦
主
任
は
日
本
人

で
な
く
、

契
約
三
年

の
お
雇

フ
ラ
ン
ス
人
、

エ
ミ
ー
ル

・
ベ

ル
タ
ン

(元
仏
海
軍
造
艦
大
監
。
明
治

一
八
～

二

三
年
)
で
あ

っ
た
。
こ
の
ベ
ル
タ
ン
の
帰
国
後
、

軍
艦

の
設
計
と
工
事
監
督

の

一
切
を
日
本
人
が
行

う
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

ベ
ル
タ
ン
は
橋
立
級

海
防
艦

三
隻
、
通
報
艦

「
八
重
山
」、

砲
艦

「大

島
」
を
設
計
、
「橋
立
」
「
八
重
山
」
を
横
須
賀
海

軍
工
廠

で
、
「大
島
」
を
神
戸
小
野
浜
造
船
所

で

建
造
し
た
。
「橋
立
」
は
確

か
に
三
ニ

セ
ン
チ
の

主
砲

に
加
え
、
速
射
砲
を
国
産
艦
と
し
て
は
初
め

て
装
備

し
、
縦
横
支
水
隔
壁
構
造
の
採

用
で
被
弾

し
て
も
破
壊
を
局
限

で
き
る
優
れ
た
機
構
を
持

っ

(1
)

て
い
た
。

大
砲

の
精
度
は
砲
架

に
よ
る
が
、
最
初
は
軍
艦

の
砲
架
は
木
製
で
あ

っ
た
。
明
治
七
、
八
年
頃
か

ら
ク
ル
ッ
プ
製

の
輸
入
が
始
ま
り
、
国
産
に
向
け

て

一
五
年

か
ら
試
作
が
始
ま

っ
た
。
模
倣
を
脱
し

て
独
自

の
砲
架
が
造
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は

(
2
)

明
治
二
五
年
の
速
射
砲
砲
架

の
完
成
以
後
で
あ
る
。

第
二
に
、
日
清
技
術
比
較
と
日
欧
技
術
比
較
を

試
み
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。

ω

日
清
技
術
比
較

「方
今
文
明

の
新
事
物
は
清
国

に
て
も
之
を
採
用

し
て
漏
ら
す
な
し
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
う
し

て
彼
我

の
技
術
力

に
差
が
出
た
か
を
問
う
て
い
る
。

堅
牢
な
軍
艦

・
精
鋭
な
大
砲
も
新
式
を
採
用
し
、

と
り
わ
け

「精
鋭
無
比
な
る
連
発
銃

を
も
有

し

[、
]
其
他
砲
台
や
水
雷
や
電
信
電
話
等

[、
]

大
連
湾
の
如
き
は
文
明

の
利
器

[あ
凵
ら
さ
る
無

し
と
称
す
」
に
も
拘
ら
ず
、
ど
う
し
て
か
と
い
う

の
で
あ
る
。
そ
の
差
は
使
用
す
る
人
間

の
側
に
求

め
て
い
る
。
清
国
は
文
明

の
利
器
を
使

い
こ
な
せ

ず
、
日
本
で
は

「之
を
使
用
す
る
人
余
り
あ
る
」

の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
製
造
を
外
国
の
力
に
頼

ら
ず

「軍
艦
兵
器
電
信
電
話
皆
な
之
を
自
国
に
お

い
て
製
造
し
敢
て
外
国
の
力
を
仮
ら
さ
る
」
を
大

方
針
に
し
た
こ
と
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
具
体
的

に
は
、
清
国
が
天
津
-
山
海
関
や
台
湾
の
鉄
道

の

敷
設
、
砲
台

・
砲
塁

の
構
築
は
み
な
外
国
人
に
依

頼
し
、
軍
艦
の
操
縦
さ
え
も
外
国
人
委
せ
に
あ
り
、

「
之
を
我
が
軍
艦

の
操
縦
に

一
外
人
を
用
ゐ
ざ

る

も

の
に
比
す
れ
ぽ
勝
敗
の
数
予
め
知
る
に
足
る
」

と
断
言
す
る
。

②

日
欧
技
術
比
較

こ
の
論
者
は
清
国
の
み
な
ら
ず
、
西
欧
諸
国
の

最
新
式
兵
器
に
比
べ
て
も

「更

に

一
頭
地
を
出
し

た
る
も
の
も
少
な
か
ら
ず
」
と
し
て
、
具
体
的
に

「村
田
銃

の
如
き
下
瀬
火
薬

の
如
き
之
を
世
界

に

視
る
も
勝
る
も
の
な
し
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
工

業
は
ド
イ
ツ
に
は
及
ぼ
な
い
が
イ
ギ
リ
ス
に
は
劣

ら
な
い
と
し
て
、
琵
琶
湖
疏
水
工
事

・
利
根
川
架

橋

・
東
海
道
鉄
道

・
横
須
賀
水
道
等

の
大
工
事

の

自
力
達
成
を
自
賛
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
に

つ
い
て
は

「彼

の
工
業
上
の
新
知
識
は
其
進
歩
甚
だ
緩
慢
に

し
て

[、
]
我
国
は
駟
馬

[四
頭
立
て
の
馬
車
]
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に
鞭
を
加
ふ
る
の
勢
あ
る
を
見
れ
ば
我
が

技
術
の

進
歩

は
将
来
測
る
可
ら
ざ
ら
ん
と
す
」

と
い
う
の

で
あ
る
。

村
田
銃
だ
が
、
火
縄
銃
以
来

の
口
装
銃

で
は
な

く
底
装
銃
を
軍
備

に
当
て
る
の
は
明
治
七
、
八
年

の
頃
と
い
わ
れ
、

フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
シ
ャ
ス
ポ
ー

ル
銃
が
最
初
で
あ
る
。
村
田
銃
は
こ
れ

を
改
造
し

(
3
)

た
も
の
で
あ
る
。
西
南
の
役
で
外
国
諸
銃
が
火
薬

装
填

に
不
便
な

の
に
注
目
し
た
歩
兵
少
佐
村
田
経

芳
が
、
ま
ず

=
二
年
式
村
田
銃

つ
い
で

一
八
年
式

改
造
村
田
歩
兵
銃
を
考
案
す
る
。
後
者

は
口
径

一

一
ミ
リ
、
内
壁
に
五
条
左
旋

の
刻
み
が
あ

り
、

一

七
〇
〇

メ
r
ト
ル
の
射
程
で
あ

っ
た
。

こ
れ
に
よ

り
初
め
て
わ
が
国

の
野
戦
軍

の
兵
備
が
統

一
さ
れ

た
。
さ
ら
に
明
治
二
二
年

に
は
村
田
連
発
銃
が
無

煙
火
薬

の
使
用
で
制
定
さ
れ
、
改
造
村
田
銃
も
連

発
銃
も
日
清
戦
争
で
活
躍
し
た
。
連
発
銃

は
不
備

が
多
く
、
や
が
て
尾
筒
弾
倉
に
し
て
装
填
を
容
易

に
し
た
三
〇
年
式
歩
兵
銃

(日
露
戦
争

に
使
用
)、

砲
兵
大
尉
南
部
麒

一
郎
が
尾
筒
と
遊
底
を
改
良
し

た
三
八
式
歩
兵
銃
が
登
場
し
て
、
明
治
三
九
年
に

軍
用
銃
に
制
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

下
瀬
火
薬
は
海
軍
三
等
技
手
下
瀬
雅
允

(ま
さ

か
ず
)
が
東
京

・
赤
羽

の
海
軍
造
兵
廠

に
お
い
て

明
治
二
〇
年
に
造

っ
た
高
性
能
爆
薬
で
、
二
六
年

に
綿
火
薬
と
併
せ
て
水
雷
用
炸
薬
に
採
用
さ
れ
た

が
、
日
清
戦
争

で
は
使
用
さ
れ
ず
、
以
来
さ
ら
に

工
夫
を
加
え
て
日
露
戦
争
で
弾
丸
と
水
雷

の
炸
薬

(4
)

と
し
て
活
躍
す
る
。

技
術
史
家

の
吉
田
光
邦
氏
は
近
代
化

の
三
条
件

と
し
て
、
ω
西

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
国
家
組
織

の
形
成
、

②
工
業
化

へ
の
歩
み
、
㈹
伝
統
的
な
精
神
世
界

・

(5

)

共
同
体
的
社
会
か
ら
の
解
放
を
あ
げ

て
い
る
。
外

交

・
大
蔵
官
僚
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
り
、
植

民
地
を
も

つ
列
強
並
の
帝
国
主
義
国
家
に
な
る
こ

と
が
、
明
治
近
代
化

の
大
目
標

で
あ

っ
た
。
し
た

が

っ
て
多
く
の
科
学
技
術
者
も
そ
れ
を
推
進
す
る

大
学

・
研
究
機
関
も
国
家
組
織

に
位
置
づ
け
ら
れ
、

禁
欲
的
な
士
魂
商
才

の
力
行
型

の
工
業
家
た
ち
は
、

明
治
期

の
二
つ
の
大
戦
を
通
し
て
歳
出
の
大
き
な

額
を
占
め
て
い
た
軍
事
費
な
ど

の
国
家
投
資
に
強

く
支
え
ら
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
推
進
母
体

に

な

っ
て
い
た
。
こ
こ
に
点
検
し
た
雑
報

は
そ
の
空

気
を
よ
く
証
言
し
て
い
る
。

『太
陽
』
創
刊
第
二
号
に
あ
た
る

「芝
浦
製
作
所

を
観
る
」
は
、
明
治
八
年
田
中
久
重
が
設
立
し
た

も
の
だ
が
、
明
治
二
六
年

に
債
権
者
三
井

の
手
に

落
ち
、
藤
山
雷
太
を
所
長
と
し
て
拡
張
さ
れ

つ
つ

あ

っ
た
初
期
製
作
所
の
ル
ポ
で
あ
る
。
明
治
初
期

に
銀
行
や
鉄
道

に
集
中
さ
れ
た
三
井
な
ど
の
民
間

資
本
が
、
日
清
戦
争
の
あ

っ
た
明
治
二
〇
年
代
に

工
業
に
向
か

い
つ
つ
あ

っ
た
時
期

の
、
「最
も
象

(
6
)

徴

〔的
〕
事
件
」
と
も
さ
れ
て
い
る
。

日
清
戦
争
後

の
わ
が
国
工
業
界

の
セ
ル
フ
イ
メ

ー
ジ
が
ど
う
で
あ

っ
た
か
を
、
当
時
の
農
商
務
次

官
で
あ

っ
た
金
子
堅
太
郎

の
講
演
原
稿

(『太
陽
』

第
二
巻
第
二
三
号
実
業
欄

「農
工
商
高
等
会
議
開

設

の
理
由
」
)
か
ら
拾

っ
て
お
こ
う
。

「海
外
貿
易
上
よ
り
本
邦

の
工
業
を
観
察
す
れ
ば
、

本
邦
は
実
に
将
来
有
望
に
し
て
且

つ
幸
福
な
る
地

位
を
占
む
る
が
如
し
」
と
し
て
、
そ
の
興
味
あ
る

理
由
を
六

つ
挙
げ
て
い
る
。

第

一
、
原
料
輸
入

・
製
品
輸
出

の
た
め
の
地
理

学
上

「
好
位
置
」
に
あ
り
、

ア
ジ
ア
、
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
、
南
北
ア
メ
リ
カ
と

の
交
易
拡
大
が
進
ん

で
い
る
こ
と
、
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第

二
、
豊
か
な
人
口
と
優
秀
な
能
力

を
持

つ
民

族

で
あ
り
、
「
優
に
工
業
国

の
人
民

た
る
資
格

を

旦
ハ有
す
る
が
如
し
」
で
あ
る
こ
と
、
欧
米
諸
国

の

「学
理
及
器
械
」
を
導
入

・
改
良

・
国
産

化
し
た

こ
と
、

第
三
、
工
業

の
原
動
力

に
な
る
石
炭

の
国
内
採

掘
と
消
費
が
十
分
に
あ
る
こ
と
、

第
四
、
労
働
賃
金

レ
ヴ

ェ
ル
が
欧
米

に
比
べ
て

低
い
こ
と
、
気
候
条
件
も
工
業
国

に
な

る
に
ふ
さ

わ
し
い
こ
と
、

第
五
、
工
業
に
必
要
な
諸
金
属
及
び
化
学
的
原

料
が
十
分

に
あ
る
こ
と
、

第
六
、
電
気
の
工
業
的
利
用
が
欧
米

で
は
盛
ん

で
あ
り
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
急
流

の
地
形
を

活
か
し
て
各
所
に
水
力
発
電
装
置
を
作
れ
る
こ
と
、

で
あ
る
。

と
り
わ
け
第
六
の
理
由
は
新
興
の
電
気
事
業

に

関
す
る
も
の
で
あ
り
、

ス
イ
ス
の
例
を
挙
げ

て
、

「
我
国
も
亦
将
来

は
、
山
間
は
勿
論
、
山
腹
に
在

る
所

の
市
街
に
於

て
は
、
旧
来
現
存
し
た
る
毎
戸

製
造

に
水
力
電
気
を
利
用
し
て
、
美
術

工
芸
は
勿

論
、
各
種
の
製
造
を
発
達
せ
し
む
る
と
共

に
、
各

種

の
器
械
工
業
を
創
設
す
る
こ
と
、
蓋
し
年
を
出

て
す
し
て
待

つ
へ
き
な
り
。」
と
、
電
気
革
命

の

未
来
に
言
及
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の

点

は
詳
し
く
後

で
触
れ
る
。

さ
ら
に
近
来

の
日
本
工
業

の
現
況

に
つ
い
て
、

金
子
は
、
第

一
に
固
有

の
工
業
で
は

「欧
米
の
文

明
の
学
理
及
器
械
を
応
用
」
し
て
改
良
進
歩
さ
せ
、

第
二
に
国
産
化
に
よ

っ
て
外
国
輸
入
を
防
ぎ
、
第

三
に

「毛
布
化
学
原
料

の
廃
物
を
利
用
」
し
て
再

生
品
を
造
る
な
ど
、
「
工
業
を
以

て
立
国

の
経
済

の
基
礎
を
な
さ
ん
と
決
心
」
し
て
き

た
こ
と
を
指

摘
す
る
。
科
学
技
術
立
国
論
は
す

で
に
始
ま

っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
、
工
業
会
社

の
増

加
数

に
現
れ
て
い
る
と
金
子
は
指
摘

し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
明
治
二
七
年
、
二
八
年
、
二
九
年

(九

月
末
現
在
)
で
そ
れ
ぞ
れ
、
会
社
数
は
五
〇
八
↓

六
〇
五
↓
九
三
〇
、
資
本
金
は
六
二

一
五
万
四
〇

五
五
円
↓
八
九
三
八
万
八
九
五
六
円
↓

一
億
六
四

四
二
万
八
六

一
八
円
で
あ
る
。
さ
ら
に

「我
国
に

於

て
欧
米
よ
り
輸
入
し
た
る
文
明
的
の
工
業
は
、

尚
ほ
未
だ
試
製
又
は
練
習

の
時
期
に
あ
る
」
と
い

う
認
識
の
下

に
、
将
来
に
お
け
る
工
業

の
指
針
を
、

欧
米
に
な

い
固
有
の
物
産

の
輸
出

(生
糸

・
茶

・

美
術
工
芸
品
な
ど
)
、
国
産

の
工
業
品
は
後
進
国

に
輸
出

(か

つ
て
の
英
独

の
例

に
倣
う
)、
粗
雑

な
品
質
を
改
良

・
精
巧

に
し
て
ア
ジ
ア
地
区
に
居

留
す
る
欧
米
人
民
向
け
に
供
給
す
る
、
と
明
確
に

目
標
を
定
め
て
い
る
の
が
興
味
深

い
。

つ
ぎ
に
金
子
の
指
摘
す
る
電
気
事
業

の
意
義

に

つ
い
て
、
点
検
し
て
み
た
い
。

水
力
発
電
と
電
気
鉄
道

一
九
世
紀
後
半
に
新

エ
ネ

ル
ギ
ー
源
と
し
て
初

め
て
電
力
が
世
界
史

に
登
場
す
る
。
電
力
は
き
わ

め
て
優
れ
た
伝
達
可
能
性
の
高

い
エ
ネ

ル
ギ
ー
資

源
で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
水
力
で
旧
来

の
水

車
を
回
し
た
り
、
ま
た
石
炭
や
ガ

ス
で
作

っ
た
蒸

気
を
新
式

の
蒸
気

タ
ー
ビ

ン
に
ぶ

つ
け
る
な
ど
し

て
得
ら
れ
る
回
転
力
を
使

っ
て
発
電
す
れ
ぽ
、
電

気
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
遠
隔
地

に
運
ぶ
こ
と
が
で

き
る
は
ず
で
あ
る
。
大
量

の
電
力
を
む
だ
な
く
遠

方

に
運
ぶ
と
い
う
問
題

(送
電
技
術
)
さ
え
解
決

す
れ
ぽ
、
水
力
や
蒸
気
力

に
比
べ
て
電
力

の
利
点

は
計
り
知
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
端
末
で
ま
た
作
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業
…機
が
動
か
せ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り

エ
ネ
ル
ギ

ー
の
発
生
点
と
利
用
点
が
、
電
力
に
お

い
て
初
め

て
分
離
可
能

に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

一
八
世
紀
第

四
四
半
期
に
登
場
し
た
ワ
ッ
ト
型
蒸
気
…機
関
を
契

機

に
急
展
開
す
る
第

一
次
産
業
革
命
は
、

こ
の
電

力

の
登
場
に
よ

っ
て
新
た
な
局
面
を
迎
え
る
こ
と

に
な
る
。

実
業
欄
で

「電
気
事
業
」
に

つ
い
て
、
「十
九

世
紀
は
蒸
気

の
世
界
な
り
と
、
然
れ
ど
も

二
十
世

紀
は
既
に
之
を
迂
遠
と
為
し
、
電
気
世
界

に
移
ら

ん
と
す
る
は
世
界

の
傾
向
な
り
、
蓋
し
電
気

の
物

た
る
、
若
し
水
力
を
利
用
せ
ぽ
、
単

に
自
然
力

に

よ
り
て
、
動
力
を
発
す
べ
く
、
光
を
発
す

べ
く
、

熱
を
発
す
べ
き
、
霊
妙
不
測
の
効
用
を
有

し
…
」

(『太
陽
』
第

二
巻
第
二
号
、
三
四
六
頁
)
と
短
な

記
者

の
総
括
な
が
ら
、
蒸
気
か
ら
電
気

へ
の
展
望

を
し
て
い
る
の
が
面
白

い
。

わ
が
国

に
お
い
て
電
磁
気
学
と
電
気
工
学
を
導

入
し
た
の
は
、
お
雇
外
国
人
で
あ
る
イ
ギ

リ
ス
の

エ
ル
ト
ン

(〉
旨
8
P

一
。。記
-
譯
＼刈
。。
"
工
部
大
学

校
)
と

ペ
リ

ー

(勺
①羅
ど

H
。。謡
-
。。ρ

同
)
を
初

め
と
す
る
。
そ
し
て
日
清
戦
争
ま
で
の
電
気
技
術

者
養
成
機
関

と
い
え
ば
、
帝
国
大
学
工
科
大
学

(東
大
)
、
東
京
工
業
学
校

(東

工
大
)
、
東
京
郵

便
電
信
学
校
、
私
立
工
手
学
校

(工
学
院
大
)
し

か
な
か
っ
た
。

初
期
の
電
気

の
利
用
は
電
信
事
業
に
始
ま

っ
た
。

東
京
ー
横
浜
間

に
電
信
線
が
敷

か
れ
た
の
が
明
治

二
年
、
西
南

の
役

で
そ
の
有
効
性
が
認
識
さ
れ
、

強
兵
策

の

一
環
と
し
て
国
内
各
主
要
都
市
は
全

て

電
信
網

で
つ
な
が

っ
て
い
き
、
日
清
戦
争
で
は
い

よ
い
よ
そ

の
重
要
性
を
増
し
た
。
『太
陽
』
第

二

巻
第

一
六
号
科
学
欄

の
雑
報
に

「
電
信
の
世
界

一

周
に
要
す
る
時
間
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
か
の

エ
ジ
ソ
ン
が

一
五
ニ
ポ
ソ
ド
を
使

っ
て
企
画
し
た

も

の
で
、
電
信
を

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か
ら
発
し
て
、

そ
れ
が

シ
カ
ゴ
、

ロ
ソ
ド
ン
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ

ア
、

マ
ド
ラ
ス
、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
長
崎
、
東
京

な
ど

一
九

ヵ
所
を
経
て

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
ま
で
戻

っ
て
く
る
の
に
、
「
僅
か
に
五
十
分
を
要

せ
し
に

過
ぎ
ず
」
と
あ
る
。

一
八
九
四
年
の
時
点

で
、
イ

ギ
リ
ス
の
統
計

で
は
、
全
世
界
の
電
信
線
路
の
総

延
長
二
〇
六
万
六
四
九
六
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
、
内
海

底
電
線
は
二
五
万
九
〇
〇
〇
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
、
そ

の
電
報
件
数
は
三
億
五

=
二
一
万
二
〇
〇
〇
件
、

前
年
比

一
五
〇
〇
万
増
、
電
話
線

の
使
用
件
数
は

一
二
億
四
二
〇
〇
万
件

に
な
る
と

い
う

(『太
陽
』

第

二
巻
第

一
八
号
、
科
学
欄
)。

民
間
で
は
当
初
は
も

っ
ぱ
ら
電
気
と
い
え
ぽ
灯

火
と
し
て
使
わ
れ
た
。
そ
れ
で
も
石
油

ラ
ン
プ
が

全
盛

で
、
新
興
の
ガ
ス
灯
に
ま
だ
人
気
が
集
ま

っ

て
い
て
、
電
灯

の
普
及
は
は
か
ど
ら
な
か

っ
た
。

一
方
、
電
力
が
初

め
て
浅
草
公
園
に
あ
る
凌
雲
閣

の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
動
か
し
た
の
が
明
治
二
一二
年
、

朝
日
新
聞
の
輪
転
機
を
動
か
し
始

め
る
の
が
明
治

二
五
年

で
あ

っ
た
。

し
か
し
電
気
が
持

つ
産
業
革
命
と
し
て
の
大
き

な
役
割
は
、
ま
ず
水
力
発
電
と
電
気
鉄
道
と

い
う

動
力
と
輸
送
問
題
に
明
確

に
現
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

琵
琶
湖
疏
水
も
江
戸
期
か
ら
あ

っ
た
運
河
水
運

開
発

の
一
環
と
し
て
最
初

は
構
想
さ
れ
着
工
さ
れ

た
が
、
途
中

で
水
力
発
電

に
タ
ー
ゲ

ッ
ト
が
絞
ら

れ
て
初
め
て
、
明
治
近
代
工
業
の
強
力
な
推
進
力

と
し
て
、
新
風
を
担

っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

「琵
琶
湖
疏
水
工
事
の
効
力
」
と
題
し
た
創
刊
号

そ
の
他

の
記
事

に
よ
れ
ぽ
、
起
工
は
明
治

一
八
年
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『太陽』創刊期に見る科学技術観

(
一
八
八
五
)
で
あ

っ
た
。
こ
の
起
工
式

に
は
天

皇
皇
后
両
陛
下
御
臨
席

の
下
勅
語
を
賜

っ
た
、
明

治
期
最
重
要
な
土
木
工
事
で
あ

っ
た
。

し
か
も
従

来

の
工
事
と
異
な
り
、
お
雇
外
国
人
の
設
計
監
督

な
し
の
日
本
人

の
手

に
な
る
も

の
で
あ

っ
た
。
遷

都
後

の
京
都
の
商
工
業
振
興
策

の

一
環

で
あ
り
、

こ
の
当
時
は

「我
国
の
工
業
未
た
発
達

せ
す
、
鉄

道

の
延
長
は
全
国
を
通
し
て
百
哩
に
満

た
す
、
工

場

の
煙
突
も
僅
に
指
を
屈
し
て
数

ふ
べ
き

の
時

に

て
あ
り
き
。
」
と
あ
る
よ
う
に
身

に
余

る
大
工
事

で
あ

っ
た
。

当
時

の
京
都
は
、
鴨
川
二
条

の
東
は
畑
で
、
東

山
と
南
禅
寺

の
松
林
が

一
望

で
き
る
人

口
二
〇
万

の
都
市

で
あ

っ
た
。
な
に
し
ろ

「長
さ

一
千
三
百

余
間

の
日
本
未
曾
有
の
長
隧
道
あ
り
」

や
、
大
津

市
取
水

口
の
わ
が
国
最
初

の
煉
瓦
造
閘
門
、
ま
た

京
都
蹴
上
に
は
空
前

の
運
河
イ
ン
ク
ラ
イ
ソ
な
ど

の
卓
絶
し
た
難
工
事
が
あ
り
、
技
術
的

に
そ
の
首

尾
を
危
ぶ
む
声
も
あ

っ
た
。
そ
う
い
う
中

で
明
治

二

一
年

に
至
り
、
水
力
発
電
構
想
が
追
加
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

疏
水
の
当
初

の
計
画
で
は
、
山
科

・
京
都

の
平

野

の
灌
漑
、
京
都

・
大
津
間

の
水
運
の
ほ
か
、
南

禅
寺
か
ら
鹿

ヶ
谷
ま
で
を
通
船
運
河
と
す
る
こ
と

に
な

っ
て
い
た
だ
け
で
、
当
時
は
世
界
の
ど
こ
に

も
水
力
発
電
施
設
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
よ
う

や
く
ア
メ
リ
カ
の
ア
ス
ペ
ソ
鉱
山

に
設
け
ら
れ
た

ペ
ル
ト
ソ
式

一
五
〇
馬
力

(手
動
速
度
調
節
式
)

が
、

一
八
八
八
年

(明
治
二

一
)
に
落
成
し
た
の

で
あ
る
。
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
が
設
計
変
更

の
き

っ
か

け

に
な

っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
難
題
に
も
め
げ
ず
、

現
地
視
察
に
飛
ん
で
そ
の
技
術
導
入
に
成
功
す
る

技
師
長
田
辺
朔
郎

の
働
き
に
よ

っ
て
、
発
電
設
備

を
備
え
た
琵
琶
湖
疏
水
全
体
は
、
予
算
額
以
内
、

予
定
期
日
よ
り
も
短
く
、
明
治

二
一二
年
に
完
工
し

た
の
で
あ
る
。
田
辺
は
こ
の
功
績
が
海
外
で
も
評

価
さ
れ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
建
設
技
師
協
会
か
ら
名

誉
あ

る
テ
ル
フ
ォ
ー
ド

・
メ
ダ
ル
を
受
賞
し
た
。

「電
動
力
を
蒸
気
力

に
比
す
れ
ぽ
安
価
に
し
て
取

扱

い
容
易
な
る
か
故
に
電
気
水
力
の
発
達
す
る
は

当
然

の
事
な
り
。
」
と
記
者

は
い
う
。
疏
水
水
路

は
、
大
津
に
お
い
て
琵
琶
湖
よ
り

一
秒
間

に
三
〇

〇
立
方
尺

の
水
を
疏
水
し
、
そ
の
八
割
強
は
水
力

発
電

に
宛
て
ら
れ
た
。
南
禅
寺
門
前

の

「
イ
ン
ク

ラ
イ
ン
」
麓
近
く
に
蹴
上
発
電
所
が
設
立
さ
れ
た

の
で
あ

る
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
わ
が
国
最
初

の
水
力
発
電
所

で
あ
る
が
、
水
は
、
蹴
上
船
溜
り
の
近
く
か
ら
内

経
三
六
イ
ン
チ
の
水
管

二
本
で
導

か
れ
、
工
場
内

の
部
分
も
併
せ
て
水
管

の
全
長

一
四
八
六
尺
に
達

す
る
と
い
う
。
工
場
は
取
水
口
か
ら

一
二
〇
尺
低

い
位
置

に
あ
り
、
各

一
二
〇
馬
力

の
ペ
ル
ト
ン
水

車
二
〇
台
を
備
え
て
、
合
計
二
四
〇
〇
馬
力

の
原

動
力
を
生
ず
る
予
定
だ
が
、
当
時

は
ま
だ
全
数
の

設
置
は
な
く
、
需
用
を
見
て
残
部
を
据
え
付
け
る

予
定

に
な

っ
て
い
た
。
さ
ら

に
こ
の
水
車
で
発
電

機
を
動

か
し
、
市
内
各
工
場

に
配
電
す
る
の
だ
が
、

竣
工
当
時
は
ま
だ
運
河
イ
ソ
ク
ラ
イ
ン
運
転

の
電

力
用
の
み
で
あ

っ
た
も

の
の
、
ま
も
な
く
京
都
電

灯
会
社
が
、

つ
い
で
藤
井
紡
績
所
そ

の
他

の
会
社

が
工
場
動
力
に
電
動
機
を
採
用
し
始
め
た
。

こ
の

『太
陽
』

の
記
事
に
よ
る
と
、
明
治
二
七

年

の
時
点
で

「
現
に
使
用
し
及
使
用
を
申
込
た
る

者
」

は
、
京
都
電
灯
会
社

(五

一
五
馬
力
)
、
京

都
織
物
会
社

(
一
四
九
馬
力
)
、
京
都
電
機
鉄
道

会
社

(二
〇
〇
馬
力
)、
京
都
紡
績
会
社

(
一
〇
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○
馬
力
)
、
藤
井
紡
績
所

(五

一
馬
力
)
、
第
四
回

内
国
勧
業
博
覧
会

(七
〇
馬
力
)
、
亀
谷
製
針
所

(五
〇
馬
力
)
、
京
都
時
計
製
造
会
社

(二

一
馬

力
)
で
あ
り
、
そ

の
ほ
か
撚
糸
、
板
金
、
製
油
、

温
泉
、
ラ
ム
ネ
、
炭
団
、
器
械
、
組
紐

等
の
電
力

需
用
を
併
せ
る
と
、

=
二
〇
〇
余
馬
力

に
達
す
る
。

こ
の
勢

い
で
増
え
る
と

「全
水
力
を
用

い
尽
す
も

近
き
う
ち
に
あ
る
べ
し
」
と
報
告
し
て
い
る
。
な

お
値
段
は
、

一
〇
〇
馬
力
以
上

の
需
用
者
は
年

に

一
馬
力

に
つ
き
三
三
円
、
五
馬
力
未
満

は
六
六
円
、

一
馬
力
未
満
は

一
〇
〇
円
で
あ

っ
た
。

こ
の
安
価

な
動
力
源
の
提
供
を
始

め
、
電
灯

・
運
賃

の
安
さ
、

干
ぽ

つ
被
害

の
低
減
な
ど
と
い

っ
た
間
接
利
益
を

考
え
る
と
、
コ

ヶ
年
三
十
余
万
円

に
上

れ
り
、

其
水
力
使
用
料
運
河
使
用
料
と
し
て
、
市
に
直
接

収
入
す
べ
き
も
の
丈
け
に
て
も
、
近
く

は
該
事
業

上
に
費
し
た
る
工
業

に
対
し
、
年
八
朱

[
一
朱
は

一
割

の

一
〇
分

の
一
。
す
な
わ
ち
八
%
]

の
純
益

を
得
る

の
見
込
み
あ

る
に
至
れ
り
。
」
と
疏
水
工

事
が
電
力
と
結
び

つ
く
こ
と
で
多
大
な
利
益
を
生

む
こ
と
に
な

っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
記
事

に
は

最
後
に
、
「記
者
曰
く
」
が

つ
い
て
い
て
、
「本
工

事
沿
線
景
況
の
写
真
銅
版
四
面
を
田
辺
工
学
博
士

に
借
り
た
る
も
余
白
な
く
し
て
之
を
省
け
り
」
と

注
記
し
て
い
る
。

起
工
当
時
、
京
都
市
内

の
工
業
会
社
の
数
は

一

〇
〇
九
箇
所
、
蒸
気
機
関

の
数
は
四
二
五
台
で
三

六
三
三
馬
力
、
水
車
数
五
三
九
台
で
九
九
〇
馬
力
、

職
工
七
万
五
〇
〇
〇
人
、
雇
人
二
〇
万
六
〇
〇
〇

(7
)

人
で
あ
る
。

世
界
的

に
も
、
電
気
を
動
力
と
す
る
交
通
機
関

が
登
場
す
る
の
は

一
九
世
紀
の
第
四
四
半
期
に
入

っ
て
か
ら
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
ド
イ
ツ

の
ジ
ー
メ
ン
ス
が

一
八
七
九
年

(明
治

一
二
)

に

電
池
を
電
源
に
す
る
第
三
軌
条
方
式

の
電
車
を
発

明
す
る
。

エ
ジ

ソ
ン
が
そ
れ
に
続

い
た
。
こ
と
に

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、

一
八
八
八
年

(明
治
二

一
)
に
ス
プ

レ
ー
グ
考
案
の
電
車
が

リ
ッ
チ
モ
ン

ド

で
市
街
を
走

り
好
評
を
博

し
、

一
八
九
三
年

(明
治

二
六
)

に
は
電
気
鉄
道

の
数
六
〇
〇
、
延

長
六
〇
〇
〇

マ
イ

ル
、

一
八
九
五
年

(明
治
二

八
)
に
は
延
長

一
万
三
〇
〇
余

マ
イ
ル
に
達
し
て

い
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も

一
八
九
三
年
で
三
八
○

余

マ
イ
ル
で
あ

っ
た
。

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
東
京
上
野
公
園
で
明
治

二
一二
年

に
開
か
れ
た
第
三
回
内
国
勧
業
博
覧
会

に

お
い
て
、
東
京
電
灯
会
社
が
会
場
内

で
ス
プ

レ
ー

グ
式
電
車
二
台
を
走
ら
せ
た
の
が
最
初
で
あ
る
が
、

実
用
に
な

っ
た
の
は
明
治
二
五
、
六
年
に
足
尾
銅

山
で
構
内
用
に
敷
設
し
た
の
が
最
初

で
あ
る
。
し

か
し

一
般
交
通
用
機
関
と
し
て
動
き
出
し
た
の
は
、

琵
琶
湖
疏
水
に
よ
る
電
力
を
も

つ
京
都
市
街

の
電

気
鉄
道
で
、
明
治
二
八
年

二
月

一
日
で
あ
る
。
そ

の
三
年
後

の
明
治
三

一
年
五
月
名
古
屋
、
三
六
年

八
月
東
京
と
電
気
鉄
道

の
開
業
が
続

い
て
い
く
。

『太
陽
』
第

一
巻
第
九
号

の

「蒸
気
鉄
道
と
電
気

鉄
道
」

で
は
、
電
気
鉄
道

の
優
れ
て
い
る
点
を
三

つ
挙
げ

て
い
る
。
第

一
に
、
簡
単
な
構
造
と
修
理

費
の
安
さ
、
第
二
に
、

一
マ
イ
ル
当
た
り

の
営
業

費

の
安
さ
、
第
三

に
、
運
転
用
電
気
発
動
機
は

一

列
車
に

一
台
あ
れ
ば
好

い
た
め

一
列
車
の
重
量
を

低
減
で
き
消
費
電
力
を
小
さ
く
で
き
る
、
な
ど
。

京
都

の
水
力
発
電
成
功
以
降
、
電
気
鉄
道
だ
け

を
数
え
て
も
、
全
国
二
五

ヵ
所

(東
京
2
、
青
山
、

東
京
野
田
間
、
御
殿
場
大
月
間
、
摂
津
、
摂
津
水

力
、
京
浜
、
横
浜
2
、
横
須
賀
浦
賀
問
、
小
田
原
、
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川
越
、
富
士
山
麓
、
信
州
伊
那
間
、
長
野
須
坂
間
、

陸
羽
、
小
樽
、
阪
神
問
、
大
阪
伏
見
間
、

阪
堺
間
、

摂
播
間
、
渡
良
瀬
川
、
奈
良
、
有
馬
)
で
計
画
中

で
あ
り
、
営
業
中

の
京
都
電
気
鉄
道
会
社

に
続
こ

う
と
し
て
い
た
。
電
灯
会
社
は
は
る
か
に
先
行
し

て
、
東
京

・
大
阪

・
京
都

・
徳
島

・
愛

知

・
広

島

・
函
館

・
仙
台

・
青
森

・
横
浜

・
熱
海

・
八
王

寺

・
堺

・
島
根

・
神
戸

・
高
知
等

で
営
業

さ
れ
、

「到

る
所
不
夜
城
を
現
出
し

つ
つ
あ
り
」

の
状
況

で
あ

っ
た
。
さ
ら
に
電
話
事
業
に
つ
い
て
は
、
こ

の
年
よ
り
政
府
が
公
債
を
発
行
し
て
全
国
敷
設

に

乗
り
出
そ
う
と
し
て
お
り
、
電
信
も
台
湾
を
初
め

と
し
て
全
国

に
延
ば
す
事
業
が
展
開
し
て
い
た
。

マ

マ

「単

に
世
界

の
大
勢

は
電
気

に
向
か

つ
て
去

る
の

み
な
ら
ず
、
内
国
の
事
業
界
は
殊
に
電
気

の
利
用

を
発
達
せ
ん
と
す
」
と
あ
る
。

す
で
に
こ
の
時
代
に
工
業
と
風
致

の
問
題
が
俎

上
に
置

か
れ
て
い
た
こ
と
も
、
『太
陽
』

の
記
事

が
証
言
す
る
。
し
か
し
風
致
を
問
題
に
す

る
も
の

は
守
旧
派

の
汚
名
を
か
ぶ
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

「京
都

の
市
中
を
電
気
鉄
道

に
て
貫
ぬ
き
、
日
光

の
瀑
布
を
水
力
電
気
に
利
用
せ
ん
と
す
る
の
を
見

て
、
偖
も
文
明
と
は
殺
風
景
な
る
も

の
よ
と
、
竊

か
に
眉
を
顰
む
る
者
も
あ
り
た
り
、
現
に
東
京
市

内

の
電
気
鉄
道
は
、
市

の
風
致
を
損
す
る
こ
と

一

の
故
障
原
因
と
し
て
数

へ
ら
る
、
然
れ
ど
も
是
れ

は
唯
だ
心
の
持
ち
方

に
よ
り
て
起

る
故
障
に
過
ぎ

ず
、
行
灯
よ
り
も
ラ
ム
プ
は
雅
味
を
欠
き
、
燭
台

よ
り
も
電
気
灯
は
趣
な
し
と
て
、
未
だ
之
を
擯
斥

す
る
を
聞

か
ず
」
(第

二
巻
第

二
十
号
実
業
欄
)

と
あ
る
。
工
業
化
に
よ
る
自
然
破
壊
を
い
う
者
は

単
に

「守
旧
家
」

の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
て
い
る
。

欧
米
と
違

っ
て
わ
が
国
で
は
、
製
造
業
発
達

の
た

め
に
、
労
働
者
の
需
要
が
急
増
し
、
女
子
で
職

に

就
く
者
も
多
く
、
た
め
に

「新
た
に
娼
妓
鑑
札
を

受
く
る
も

の
を
減
じ
、
又
窃
盗
詐
欺

の
犯
罪
者
を

も
減
じ
た
り
と
云
ふ
」
希
有
な
好
結
果
を
生
ん
で

い
る
こ
と
が
、
「他
国
に
多
く
比
を
見
ざ
る
な
り
」

と
自
賛
さ
れ
て
い
る
。

お
わ
り

に

以
上
、
駆
け
足
で
日
清
戦
争
期
と
そ
の
直
後
二
、

三
年
間
の

『太
陽
』
の
中
か
ら
、
科
学
技
術
観
の

動
向
と
新
興
電
気
産
業
を
併

せ
て
考
察
し
て
き
た
。

当
時

に
お
い
て
も
電
気
力

に
よ
っ
て
産
業
が
抜
本

的

に
変
わ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
し
か
も
そ
の
出
現

が
日
本
に
と

っ
て
願

っ
て
も
な
い
時
期

に
や

っ
て

き
た
、
と
い
う
認
識
が
あ

っ
た
こ
と
も
指
摘
し
た
。

雑
誌

『太
陽
』
が
明
治
期

の
世
論
の
歪
み
な
い
鏡

で
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
別

の
検
討
を
必
要
と
す
る

が
、
少
な
く
と
も
体
制
派
に
近

い
知
識
人
層

の
多

く
が
、
誌
面
を
賑
わ
せ
て
い
る
こ
と
は
間
違

い
な

い
。
科
学
技
術
観
と
い
う
か
ら
に
は
、
科
学
欄

・

産
業
欄

の
多
く

の
短

い
記
事
を
含
む
多
彩
な
ス
ペ

ク
ト
ル
を
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
だ
が
、
与
え
ら

れ
た
紙
数
も
尽
き
た
の
で
、
電
気
を
め
ぐ
る
項
目

(8
)

名

の
一
覧
だ
け
を
付
記
し
て
お
く
に
と
ど
め
る
。

注
(1
)

『明

治

工
業
史

造

船
篇

』
、

日
本

工
学
会

、

大

正

一
四
年

、

四
九
ー

五

一
頁

。

(2
)

『明

治

工
業
史

火

兵
篇

』
、

日
本

工
学
会

、

昭
和

四
年

、

一
二
六
-

一
二
九
頁
。

(3
)

同
右

、

五

四
頁

。

(4
)

同
右

、

二
七

五
頁
。
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(5
)

『日
本
科
学
技
術
史
体
系
』
第
二
巻

(通
史
¶

二
)、
昭
和
四
二
年
の

「総
説
」
九
-

一
三
頁
。

(6
)

『日
本
科
学
技
術
史
体
系
』
第
二
巻

(通
史

二
)、
六
七
頁
。

(7
)

『明
治
工
業
史

土
木
篇
』、
昭
和
四
年
、
六

七
八
頁
。

(8
)

電
気
記
事
に
つ
い
て
の
み
記
す
。

1

(第

一
巻
)
丸
の
数
字
は
号
数
。

④
電
気
応
用
製
品

(電
信

・
電
話

・
火
災
報

知

・
電
鈴

・
電
気
治
療

・
電
気
鍍
金

・
電
型

・

地
雷
と
水
雷

・
電
気
破
砕

・
電
気
精
錬

・
電
気

溶
接

・
電
気
灯

・
電
気
鉄
道

・
電
力
)
、
④
工

業
界
近
事

(電
気
鉄
道

・
京
都
の
電
気
と
琵
琶

湖
疏
水
と
水
力
発
電
計
画
)、
⑤
東
京
市
内
電

気
鉄
道
敷
設
法
、
⑤
京
都
博
覧
会
、
⑥
鉄
道
事

務
員
養
成
、
⑦
琵
琶
湖
疏
水
の
利
沢
、
⑨
電
気

鉄
道
の
競
争
、
④
台
湾
の
電
信
、
⑩
足
尾
銅
山

(水
車
大
規
模
発
電
)、
⑩
欧
州
諸
国
の
電
気
鉄

道
、
⑪
⑫
水
力
発
電
法

H

(第
二
巻
)

②
電
気
事
業
、
②
電
話
新
聞
、
②
欧
州
電
車
鉄

道
の
種
類
、
⑦
人
体
内
部
写
真
術
、
⑨
電
気
仕

掛
サ
イ
ク
ロ
ラ
マ
、
⑪
水
力
利
用
の
発
電
所
に

就
て
小
木
博
士
の
談
、
⑫
東
京
市
内

の
独
占
事

業

(馬
車
鉄
道
及
電
灯
と
瓦
斯
)
、
⑬
米
国
の

電
気
鉄
道

(小
木
虎
次
郎
)、
⑬
X
光
線
撮
影

の

一
新
法
、
⑭
米
国

の
電
気
事
業

(其
二
)、

⑭
日
米
問

の
海
底
電
線

(玉
木
弁
次
郎
君
の

談
)、
⑭
東
京
市
内
の
電
気
鉄
道
、
⑭
そ
の
他

雑
報

(X
光
線
と
擬
造
酒
、
電
線
と
樹
木
、
世

界
電
信
線
の
長
さ
、
蒸
気
車
の
詩
ほ
か
)、
⑮

東
京
大
阪
間
の
電
話
交
換
、
⑱
理
科
雑
俎

(ナ

ン
セ
ソ
博
士
、
球
電
の
実
験
、
電
信
及
電
話
の

発
達
ほ
か
)、
⑳
郵
便
及
電
信
料
を
低
減
す
べ

し

(坪
谷
善
四
郎
)
、
⑳
海
中
電
気
鉄
道
、
⑳

X
放
射
線
の
害
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