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ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
博
物
学
者
カ
ー
ル
・
ツ
ン
ベ
ル
ク
（C

arl Peter T
hunberg, 

1743‒1828

）
は
日
欧
交
流
史
に
お
い
て
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
人
物
で

あ
る
︒
日
本
に
お
い
て
、
彼
は
エ
ン
ゲ
ル
ベ
ル
ト
・
ケ
ン
ペ
ル
や
フ
ィ
リ
ッ

プ
・
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト
と
並
び
、
鎖
国
の
時
代
に
日
本
の

知
識
人
と
知
的
交
流
を
持
っ
た
「
出
島
の
三
学
者
」
の
一
人
と
さ
れ
て
い
る
︒

彼
と
交
流
を
持
っ
た
人
物
と
し
て
、
長
崎
の
大
通
詞
を
務
め
、
西
洋
医
学
の

家
塾
を
開
き
、
千
人
ほ
ど
の
塾
生
を
指
導
し
た
吉
雄
耕
牛
や
、
ツ
ン
ベ
ル
ク

が
来
日
す
る
前
の
年
に
出
版
さ
れ
、
西
洋
の
学
問
を
日
本
へ
導
入
す
る
う
え

で
先
駆
的
な
役
割
を
果
た
し
た
、
解
剖
に
関
す
る
書
物
﹃
解
体
新
書
』

（
一
七
七
四
年
）
の
制
作
に
関
わ
っ
た
二
人
の
医
師
、
桂
川
甫
周
お
よ
び
中
川

淳
庵
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
ツ
ン
ベ
ル
ク
は
、
限
ら
れ
た
人
し
か
来
日
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
時
代
に
、
博
物
学
だ
け
で
は
な
く
文
化
お
よ
び
社
会

の
視
点
か
ら
も
、
日
本
の
紹
介
に
携
わ
っ
た
数
少
な
い
人
物
の
一
人
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
時
代
に
広
く
流
布
し
た
、
こ
の
主
題
に
関
す
る
彼
の

最
も
重
要
な
著
書
は
、
八
一
二
種
の
日
本
の
植
物
に
つ
い
て
ラ
テ
ン
語
で
書

か
れ
た
﹃
日
本
植
物
誌
』（
一
七
八
四
年
）
や
、
一
七
八
八
年
か
ら
一
七
九
三

年
ま
で
の
間
に
最
初
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
で
出
版
さ
れ
、
そ
の
後
五
か
国
語

以
上
に
訳
さ
れ
た
﹃
旅
行
記
』
で
あ
る
︒

　
ツ
ン
ベ
ル
ク
と
日
本
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
お
よ
び
日
本

に
お
け
る
研
究
成
果
を
集
成
し
た
﹃
ツ
ュ
ン
ベ
リ
ー
研
究
資
料
』（
一
九
五
三

年
）
や
、﹃
旅
行
記
』
の
中
の
日
本
に
関
す
る
箇
所
の
山
田
珠
樹
に
よ
る
邦
訳

書
評マ

リ
ー=

ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
・
ス
キ
ュ
ン
ケ

『
カ
ー
ル
・
ペ
ー
テ
ル
・
ツ
ン
ベ
ル
ク
―
―
植
物
学
者
に
し
て
医
師
、 

十
八
世
紀
に
お
い
て
大
洋
を
越
え
た
経
歴
の
構
築
』
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（
一
九
二
八
年
）、
そ
し
て
高
橋
文
に
よ
る
邦
訳
（
一
九
九
四
年
）、
あ
る
い
は
さ

ら
に
最
近
で
は
、
同
じ
箇
所
の
タ
イ
モ
ン
・
ス
ク
リ
ー
チ
（
二
〇
〇
五
年
）
に

よ
る
英
訳
版
で
詳
し
く
研
究
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
、（
一
七
七
五
年
八
月
か

ら
一
七
七
六
年
十
一
月
ま
で
）
日
本
で
過
ご
し
た
そ
の
十
五
か
月
間
は
、
た
と

え
そ
れ
が
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
は
い
え
、
ツ
ン
ベ
ル
ク

の
長
く
、
実
り
豊
か
な
経
歴
の
ご
く
一
部
に
過
ぎ
な
い
︒
ヨ
ン
セ
ル
（Jonsell

）

や
ノ
ー
デ
ン
ス
タ
ム
（N

ordenstam

）
に
よ
る
研
究
の
よ
う
な
、
植
物
に
関
す

る
彼
の
著
作
に
つ
い
て
の
研
究
も
存
在
す
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
残
念
な

が
ら
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
の
み
で
行
な
わ
れ
て
い
る
︒

　
マ
リ
ー=

ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
・
ス
キ
ュ
ン
ケ
が
本
書
で
我
々
に
提
起
し
て

い
る
の
は
、
ツ
ン
ベ
ル
ク
に
関
す
る
、
今
日
ま
で
行
な
わ
れ
て
き
た
も
の
の

な
か
で
最
も
充
実
し
た
個
別
研
究
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
三
つ
の
大
陸
で
の
九

年
間
（
一
七
七
一
〜
七
九
年
）
の
旅
行
に
加
え
、
ウ
プ
サ
ラ
大
学
で
の
長
期
の

仕
事
（
一
七
七
九
〜
一
八
二
八
年
）
を
継
続
し
て
い
た
半
世
紀
を
、
こ
の
本
は

取
り
扱
っ
て
い
る
︒
と
り
わ
け
、
獲
得
し
た
知
識
、
採
取
し
た
標
本
、
旅
行

中
に
得
た
繫
が
り
を
総
動
員
で
き
た
こ
と
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
博
物
学
に
お

い
て
見
過
ご
せ
な
い
人
物
と
な
り
、
ま
た
、
師
で
あ
る
リ
ン
ネ
の
講
座
を
引

き
継
い
だ
、
彼
の
若
手
教
員
と
し
て
の
最
後
の
十
年
（
一
七
七
九
〜
八
七
年
）

を
、
こ
の
本
は
集
中
的
に
取
り
扱
っ
て
い
る
︒

　
マ
リ
ー=

ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
・
ス
キ
ュ
ン
ケ
は
、
ツ
ン
ベ
ル
ク
の
こ
の
よ

う
な
豊
か
な
経
歴
か
ら
、
十
八
世
紀
の
博
物
学
に
携
わ
っ
た
研
究
者
た
ち
の

社
会
慣
行
に
関
す
る
研
究
を
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
で
提
起
し
て
い
る
︒
読

み
進
め
る
に
つ
れ
て
多
数
の
人
物
・
場
所
・
標
本
が
出
て
く
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
こ
の
明
確
な
目
的
が
、
こ
の
本
を
読
む
こ
と
を
、
常
に
非
常
に
興
味

深
い
も
の
と
し
て
く
れ
る
︒
彼
女
の
主
要
な
典
拠
は
ツ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
っ
て

書
か
れ
た
著
作
物
で
は
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
ウ
プ
サ
ラ
大
学
の
図
書
館
に
所

蔵
さ
れ
て
い
る
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
・
オ
ラ
ン
ダ
語
・
ラ
テ
ン
語
・
フ
ラ
ン

ス
語
・
英
語
で
書
か
れ
た
三
十
八
冊
も
の
膨
大
な
書
簡
集
を
も
、
彼
女
は
典

拠
と
し
て
い
る
︒
十
八
世
紀
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
そ
れ
以
外
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
国
々
の
間
の
文
化
交
流
史
の
高
名
な
専
門
家
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
い

く
つ
も
の
言
語
を
解
す
る
マ
リ
ー=

ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
・
ス
キ
ュ
ン
ケ
の
能

力
が
、
こ
の
本
を
書
き
上
げ
る
う
え
で
少
な
か
ら
ず
必
要
で
あ
っ
た
︒
日
本

の
よ
う
な
最
も
遠
く
離
れ
た
地
域
の
こ
と
を
知
る
た
め
に
、
彼
女
は
ま
た
松

田
清
や
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ミ
ヒ
ェ
ル
と
い
っ
た
大
家
と
知
己
を
得
る
こ
と

が
で
き
た
︒

　
残
念
な
が
ら
ま
だ
日
本
語
に
は
訳
さ
れ
て
い
な
い
こ
の
著
作
の
大
綱
を
、

こ
こ
か
ら
書
い
て
い
き
た
い
︒
こ
の
本
の
中
心
的
な
概
念
は
、
こ
の
時
代
に

博
物
学
者
た
ち
の
繫
が
り
の
原
動
力
で
あ
っ
た
「
交
換
関
係
」
で
あ
る
︒
学

生
生
活
を
終
え
た
頃
、
す
な
わ
ち
そ
の
経
歴
に
お
け
る
非
常
に
早
い
段
階
で
、

ツ
ン
ベ
ル
ク
は
博
物
学
の
標
本
が
、
知
的
対
象
と
し
て
の
富
で
あ
る
だ
け
で

は
な
く
、
そ
れ
ら
の
標
本
を
売
っ
て
単
に
お
金
を
稼
ぐ
だ
け
で
も
な
く
、
と

り
わ
け
、
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
を
得
て
、
そ
の
経
歴
を
発
展
さ
せ
る
た
め
の
通
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貨
の
よ
う
な
も
の
で
も
あ
る
と
、
オ
ラ
ン
ダ
の
支
援
者
た
ち
か
ら
学
ん
だ
︒

彼
自
身
は
こ
の
時
期
に
は
、
博
物
学
と
医
学
の
知
識
を
た
だ
持
っ
て
い
る
だ

け
で
あ
っ
た
が
、
採
取
の
仕
事
と
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
に
よ
っ
て
、

実
際
に
学
術
界
で
成
功
を
収
め
て
い
く
︒
彼
は
、
動
植
物
・
鉱
物
の
全
体
を

分
類
し
、
命
名
す
る
こ
と
を
計
画
し
て
い
た
、
師
リ
ン
ネ
の
関
心
を
引
き
付

け
る
︒
さ
ら
に
リ
ン
ネ
だ
け
で
は
な
く
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
植
物
園
に
展
示

す
る
た
め
に
外
国
種
の
植
物
を
探
し
て
い
た
オ
ラ
ン
ダ
の
植
物
学
者
ニ
ー

コ
ー
ラ
ー
ス
・
ブ
ル
マ
ン
な
ど
、
様
々
な
関
心
を
持
つ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
や

オ
ラ
ン
ダ
の
六
人
ほ
ど
の
支
援
者
た
ち
の
関
心
も
得
る
︒
彼
ら
の
要
請
に
応

じ
て
、
ツ
ン
ベ
ル
ク
は
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
、
バ
タ
ヴ
ィ
ア
︹
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
旧

称
：
以
下
︹
　
︺
内
は
訳
者
に
よ
る
注
釈
︺、
セ
イ
ロ
ン
︹
ス
リ
ラ
ン
カ
の
旧
称
︺

な
ど
の
植
民
地
や
、
日
本
の
出
島
と
い
っ
た
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の

管
轄
地
域
に
赴
き
、
希
少
標
本
を
採
取
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
こ
の
本
の
最
初
の
三
章
は
、
こ
の
途
方
も
な
い
旅
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
︒

想
像
さ
れ
る
よ
う
に
、
ツ
ン
ベ
ル
ク
が
現
地
で
出
会
っ
た
人
々
と
の
結
び
付

き
が
、
こ
れ
ら
の
章
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
︒
彼
は
医
療
を

提
供
し
た
り
、
サ
ト
ウ
キ
ビ
や
マ
ツ
の
木
な
ど
の
栽
培
と
い
っ
た
商
業
計
画

に
加
わ
っ
た
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
旅
行
の
道
程
で
手
に
入
れ
て
き
た
標
本
お

よ
び
品
物
を
寄
贈
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
植
民
地
の
支
配
階
層
か
ら
す
ぐ
に

評
判
を
得
る
︒
彼
に
物
資
や
時
に
は
金
銭
の
援
助
を
行
な
う
こ
と
の
で
き
た
、

こ
れ
ら
の
非
常
に
影
響
力
の
あ
る
新
た
な
支
援
者
た
ち
は
、
次
第
に
連
絡
す

る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
支
援
者
た
ち
と
少
な
く
と
も

同
じ
く
ら
い
、
彼
に
と
っ
て
有
益
な
存
在
と
な
っ
て
い
く
︒
彼
ら
植
民
地
の

支
援
者
の
な
か
に
は
、
の
ち
に
研
究
仲
間
と
な
っ
た
人
物
も
い
る
︒
例
え
ば
、

バ
タ
ヴ
ィ
ア
芸
術
科
学
協
会
の
創
設
者
で
あ
る
ラ
ー
デ
マ
ー
ヘ
ル

（R
aderm

acher

）
参
事
官
が
そ
う
で
あ
り
、
ツ
ン
ベ
ル
ク
は
帰
国
後
も
彼
と
長

年
に
わ
た
り
交
流
を
続
け
た
︒

　
こ
の
時
期
に
、
ツ
ン
ベ
ル
ク
が
植
民
地
を
一
人
で
探
索
す
る
こ
と
は
稀
で

あ
っ
た
︒
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
さ
ら
に
は
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
あ
っ
た
ア

ン
デ
シ
ュ
・
ス
パ
ル
マ
ン
の
よ
う
な
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
博
物
学
者
た
ち
と
、

た
び
た
び
調
査
に
赴
い
た
︒
こ
れ
ら
の
出
会
い
を
き
っ
か
け
に
、
当
時
、
国

王
の
庇
護
の
下
で
ジ
ョ
ゼ
フ
・
バ
ン
ク
ス
が
先
導
し
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
人

が
独
占
し
始
め
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
博
物
学
研
究
の
状
況
に
つ
い

て
、
目
配
り
を
す
る
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
、
こ
れ
ら
の
連
携
は
、
彼
に
と
っ

て
そ
の
名
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
知
ら
し
め
る
契
機
と
も
な
っ
た
︒

　
イ
ン
ド
科
学
史
の
研
究
者
カ
ピ
ル
・
ラ
ジ
の
表
現
を
借
り
つ
つ
著
者
が
述

べ
た
言
葉
で
は
、「
知
の
担
い
手
た
ち
」
で
あ
る
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
た
ち
と
も
、

ツ
ン
ベ
ル
ク
は
交
流
を
深
め
た
︒
こ
こ
で
言
う
「
知
の
担
い
手
」
た
ち
と
は
、

ツ
ン
ベ
ル
ク
が
旅
を
始
め
た
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
か
ら
、
日
本
及
び
バ
タ
ヴ
ィ
ア

を
経
て
、
彼
が
旅
を
終
え
た
セ
イ
ロ
ン
ま
で
の
間
に
住
む
、
医
師
や
商
人
や

職
人
の
こ
と
で
あ
り
、
彼
ら
は
ツ
ン
ベ
ル
ク
が
標
本
の
取
得
す
る
の
を
助
け

た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
標
本
の
医
療
利
用
の
方
法
を
伝
授
し
た
り
、
ま
た
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各
々
の
言
語
を
教
え
た
り
し
た
︒
ツ
ン
ベ
ル
ク
は
そ
の
著
作
の
中
で
、
こ
れ

ら
の
情
報
に
つ
い
て
何
度
も
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
担
い
手
た
ち
自
身
に
つ

い
て
は
滅
多
に
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
︒
た
だ
し
、
彼
が
日
本
滞
在
中
に
出

会
っ
た
翻
訳
者
と
医
師
に
関
し
て
は
例
外
で
あ
る
︒

　
こ
の
よ
う
な
例
外
を
設
け
た
理
由
と
し
て
、
彼
ら
が
将
軍
や
皇
族
に
仕
え

る
な
ど
し
て
、
し
ば
し
ば
社
会
の
中
で
高
い
地
位
を
占
め
て
い
た
こ
と
か
ら
、

彼
ら
に
つ
い
て
言
及
す
る
だ
け
で
ツ
ン
ベ
ル
ク
の
名
声
を
高
め
る
こ
と
に

な
っ
た
と
い
う
事
実
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
だ
が
、
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
重
要
な

理
由
と
し
て
、
彼
ら
と
の
交
流
が
豊
か
で
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
他

の
旅
と
は
反
対
に
、
日
本
と
い
う
非
常
に
特
殊
な
場
所
で
、
そ
の
仕
事
を
成

功
さ
せ
る
う
え
で
、
ツ
ン
ベ
ル
ク
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
支
配
階
層
に
も
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
者
に
も
頼
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
て

い
た
︒
出
島
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
厳
し
い
規
則
に
従
わ
さ
れ
な
が
ら
、
彼
は

そ
れ
ゆ
え
完
全
に
日
本
の
「
知
の
担
い
手
た
ち
」
に
頼
る
こ
と
と
な
り
、
そ

れ
ゆ
え
彼
ら
に
対
し
て
ふ
さ
わ
し
い
信
頼
を
、
か
な
り
の
程
度
ま
で
与
え
て

い
た
の
で
あ
る
︒

　
ツ
ン
ベ
ル
ク
の
著
作
や
、
日
本
人
と
の
間
で
オ
ラ
ン
ダ
語
で
書
き
交
わ
さ

れ
た
手
紙
や
、
別
の
日
本
語
文
献
も
用
い
な
が
ら
、
著
者
は
、
カ
ピ
ル
・
ラ

ジ
が
同
時
期
に
カ
ル
カ
ッ
タ
に
関
し
て
行
な
っ
た
研
究（

1
）

と
同
様
の
試
み
を
行

な
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
出
島
と
長
崎
屋
︹
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会

社
の
日
本
に
お
け
る
最
高
責
任
者
の
商
館
長
で
あ
る
カ
ピ
タ
ン
の
一
行
が
、
江
戸

を
訪
れ
た
際
に
定
宿
と
し
て
い
た
商
屋
︺
と
い
う
二
つ
の
文
化
の
間
で
の

「
接コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン

触
領
域
」
に
お
け
る
交
流
の
成
功
と
限
界
を
描
き
出
す
こ
と
で
あ
る
︒
彼

女
は
次
の
よ
う
に
成
功
の
例
を
挙
げ
て
い
る
︒
ツ
ン
ベ
ル
ク
が
大
通
詞
の
吉

雄
に
梅
毒
の
薬
を
伝
え
た
こ
と
に
よ
り
、
吉
雄
は
多
く
の
塾
生
を
集
め
る
こ

と
が
で
き
た
︒
そ
の
お
礼
と
し
て
吉
雄
が
ツ
ン
ベ
ル
ク
に
日
本
の
珍
し
い
通

貨
の
収
集
品
を
寄
贈
し
た
と
こ
ろ
、
ツ
ン
ベ
ル
ク
は
そ
の
通
貨
を
後
に
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
国
王
に
譲
渡
す
る
こ
と
で
、
死
ぬ
ま
で
そ
の
援
助
を
受
け
ら
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
︒
し
か
し
彼
女
は
ま
た
、
次
の
よ
う
に
限
界
に
つ
い
て
も

強
調
し
て
い
る
︒
ツ
ン
ベ
ル
ク
の
著
作
の
な
か
に
は
、
東
洋
の
学
問
に
対
す

る
彼
の
偏
見
や
、
東
洋
の
学
問
の
い
わ
ゆ
る
非
合
理
性
や
、
は
た
ま
た
東
洋

人
と
西
洋
人
に
と
っ
て
、
単
純
な
技
術
交
流
を
越
え
て
、
双
方
の
学
問
の
基

礎
に
関
す
る
、
よ
り
理
論
的
な
議
論
を
行
な
う
こ
と
の
不
可
能
性
が
読
み
取

れ
る
の
で
あ
っ
た
︒

　
お
そ
ら
く
ツ
ン
ベ
ル
ク
に
と
っ
て
は
、
現
地
で
の
関
係
よ
り
、
距
離
が

あ
っ
た
に
し
て
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
支
援
者
た
ち
と
の
関
係
を
維
持
す
る
こ
と

が
、
や
は
り
重
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
続
け
て
い
た
︒
そ
れ
に
は
も
ち
ろ

ん
金
銭
的
な
理
由
も
あ
っ
た
︒
ツ
ン
ベ
ル
ク
は
慎
ま
し
や
か
な
家
庭
の
出
で

あ
り
、
旅
を
継
続
す
る
た
め
に
、
人
が
彼
に
約
束
し
た
資
金
を
当
て
に
し
て

い
た
の
で
あ
る
︒
だ
が
、
資
金
を
送
っ
て
も
ら
う
に
は
、
標
本
を
確
実
に
受

け
取
る
こ
と
が
引
き
換
え
条
件
と
な
っ
て
い
た
の
で
、
現
地
で
は
た
と
え
借

金
し
て
で
も
、
常
に
少
し
で
も
多
く
の
人
脈
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒
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ま
た
、
ア
フ
リ
カ
の
動
物
や
、
ジ
ャ
ワ
島
の
病
気
や
、
日
本
の
役
人
と
い
っ

た
現
地
で
の
問
題
に
立
ち
向
か
い
な
が
ら
、
標
本
を
採
取
す
る
だ
け
で
は
十

分
で
な
か
っ
た
︒
そ
れ
に
加
え
、
多
く
の
生
き
た
植
物
も
含
め
た
標
本
を
支

援
者
た
ち
に
、
う
ま
く
送
り
届
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
す

べ
て
の
物
が
確
実
に
宛
先
へ
届
く
よ
う
に
す
る
に
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
組

織
網
が
必
要
で
あ
り
、
ツ
ン
ベ
ル
ク
は
植
民
地
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
を
経
由
す

る
様
々
な
会
社
の
船
長
や
仲
介
者
と
繫
が
り
を
持
ち
な
が
ら
、
物
資
の
複
雑

な
輸
送
を
行
な
っ
た
︒
箱
が
海
に
消
え
た
り
、
悪
意
の
あ
る
仲
介
者
に
よ
り

盗
ま
れ
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
彼
の
支
援
者
た
ち
か
ら
、
た
だ

ち
に
抗
議
の
手
紙
が
届
い
た
も
の
で
あ
っ
た
︒

　
こ
の
こ
と
に
加
え
、
ツ
ン
ベ
ル
ク
に
は
、
同
じ
物
を
欲
し
が
り
な
が
ら
も
、

様
々
な
形
で
援
助
を
行
っ
て
い
た
多
く
の
支
援
者
た
ち
を
満
足
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
も
あ
る
︒
オ
ラ
ン
ダ
人
た
ち
は
一
般
的
に
彼

に
お
金
を
送
っ
た
が
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
た
ち
は
様
々
な
方
法
で
、
彼
の
経

歴
を
発
展
さ
せ
る
た
め
の
手
助
け
を
し
た
︒
彼
は
旅
の
最
中
で
あ
っ
た
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
博
物
学
者
の
間
で
の
名
声
を
高
め
る
た
め
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
学
会
で
研
究
の
成
果
を
公
表
す
る
必
要
が
あ
っ
た
︒
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
雑
誌
に
次
々
に
掲
載
さ
れ
た
手
紙
や
記
事
を
通
じ
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

国
王
を
含
め
た
影
響
力
の
あ
る
人
物
に
、
そ
の
特
別
な
旅
に
つ
い
て
知
っ
て

も
ら
う
必
要
も
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
、
師
リ
ン
ネ
が
退
官
間
際
で
あ
り
、
ツ
ン

ベ
ル
ク
よ
り
優
秀
で
は
な
い
自
分
の
息
子
を
そ
の
後
釜
に
据
え
よ
う
と
も
く

ろ
ん
で
い
た
た
め
、
ウ
プ
サ
ラ
大
学
の
近
し
い
人
物
た
ち
が
彼
の
応
募
を
手

助
け
し
て
く
れ
る
必
要
も
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
の
間
に
お

い
て
す
ら
競
合
関
係
が
あ
り
、
ツ
ン
ベ
ル
ク
は
少
し
ず
つ
標
本
を
配
り
な
が

ら
、
そ
の
関
係
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
最
後
に
、
彼
は
ま
た

自
分
自
身
と
自
分
の
研
究
の
た
め
に
、
そ
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
戻
っ
た
際

に
、
彼
を
助
け
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
人
々
の
た
め
に
、
標
本
を
少
し

取
っ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
︒

　
あ
ら
ゆ
る
努
力
は
ど
う
に
か
報
わ
れ
、
ツ
ン
ベ
ル
ク
は
リ
ン
ネ
の
息
子
の

下
で
、
ウ
プ
サ
ラ
大
学
の
実
験
教
授
の
職
を
初
め
て
得
る
こ
と
に
な
る
︒
第

四
章
は
こ
の
二
人
の
人
物
の
間
で
の
軋
轢
に
つ
い
て
書
か
れ
て
は
い
る
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
ツ
ン
ベ
ル
ク
が
そ
の
仕
事
を
認
め
て
も
ら
い
、
上
層

部
の
支
持
を
得
て
、
よ
う
や
く
望
ん
で
い
た
職
に
就
く
た
め
に
行
な
っ
た
涙

ぐ
ま
し
い
努
力
に
つ
い
て
も
、
書
か
れ
て
い
る
︒
植
民
地
の
政
治
機
構
に
関

す
る
細
か
い
記
述
に
続
い
て
、
そ
の
時
代
の
学
術
界
の
見
過
ご
し
て
は
な
ら

な
い
制
度
に
関
す
る
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
理
事
会
も
含
め
た
大
学
そ
の

も
の
や
、
大
学
の
選
考
過
程
や
内
部
機
構
だ
け
で
は
な
く
、
ま
た
ツ
ン
ベ
ル

ク
の
評
判
を
確
立
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
く
れ
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
の

幅
広
い
人
々
を
対
象
と
し
た
学
会
、
出
版
社
、
雑
誌
に
つ
い
て
も
述
べ
ら
れ

て
い
る
︒
ス
キ
ュ
ン
ケ
女
史
は
こ
こ
で
、
十
九
世
紀
の
転
換
期
に
お
け
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
識
人
の
生
活
に
関
わ
る
制
度
に
つ
い
て
優
れ
た
紹
介
を
行

な
っ
て
い
る
︒
参
考
文
献
一
覧
に
記
さ
れ
た
本
を
読
む
こ
と
で
、
そ
の
紹
介
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を
補
完
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒

　
彼
女
は
ま
た
、
あ
る
属
や
種
が
誰
か
へ
の
敬
意
を
込
め
て
名
付
け
ら
れ
る

こ
と
を
例
に
、
そ
の
時
代
の
博
物
学
者
た
ち
が
、
ど
の
よ
う
に
、
自
分
た
ち

の
学
術
研
究
を
個
人
的
な
目
的
に
利
用
し
て
い
た
か
、
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
な

が
ら
我
々
に
示
し
て
い
る
︒
弟
子
の
ホ
ル
ン
シ
ュ
テ
ッ
ト
（C

. F. H
ornstedt

）

の
た
め
に
、
一
七
八
一
年
に
執
筆
し
た
論
文
に
添
え
ら
れ
た
、D

eutzia

、

B
ladhia

、W
urm

bea

︹
ウ
ツ
ギ
属
・
ヤ
ブ
コ
ウ
ジ
属
・
ヴ
ル
ン
ベ
ア
属
の
こ
と
か
︺

と
ツ
ン
ベ
ル
ク
が
名
付
け
た
日
本
の
三
種
類
の
植
物
の
挿
し
絵
が
二
〇
五
頁

に
転
載
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
、
そ
の
同
じ
箇
所
で
彼
女
は
、
そ
の
時
代
に

ツ
ン
ベ
ル
ク
が
ホ
ル
ン
シ
ュ
テ
ッ
ト
を
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
派
遣
す
る
た
め
、
ア

ム
ス
テ
ル
ダ
ム
のD

eutz

と
い
う
人
の
金
銭
的
援
助
を
受
け
て
、
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
東
イ
ン
ド
会
社
のB

ladh

と
い
う
人
の
船
に
乗
せ
、
バ
タ
ヴ
ィ
ア
協
会

のvon W
urm

b

氏
と
い
う
人
に
託
す
と
い
う
計
画
を
立
て
て
い
た
こ
と
を
説

明
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
、
ス
キ
ュ
ン
ケ
の
研
究
の
成
果
に
よ
り
、
一
見

す
る
と
学
術
的
で
客
観
的
な
記
述
と
思
わ
れ
て
い
た
も
の
が
、
実
は
ツ
ン
ベ

ル
ク
の
情
報
網
お
よ
び
計
画
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
︒

　
最
後
に
第
五
章
で
は
、
彼
の
最
も
長
い
残
り
の
経
歴
に
つ
い
て
検
討
し
て

い
る
︒
例
え
ば
ツ
ン
ベ
ル
ク
が
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
か
ら
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に

ま
た
が
る
三
つ
の
大
陸
の
六
十
以
上
も
の
学
会
の
会
員
に
い
か
に
し
て
な
っ

た
か
、
時
代
の
流
れ
に
沿
っ
て
書
か
れ
て
い
る
︒
ま
た
、
大
学
へ
の
寄
贈
や
、

収
集
品
を
迎
え
る
た
め
の
新
し
い
建
物
の
建
設
に
よ
り
、
博
物
学
の
収
集
品

が
定
着
す
る
過
程
に
つ
い
て
も
考
察
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
、
ツ
ン
ベ
ル
ク

の
﹃
旅
行
記
』
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
翻
訳
と
編
纂
と
い
う
困
難
な
作
業
に
加

え
、
十
九
世
紀
の
前
半
に
、
博
物
学
お
よ
び
科
学
一
般
の
新
し
い
方
法
論
が

出
て
き
た
こ
と
を
背
景
に
、
ツ
ン
ベ
ル
ク
の
影
響
が
次
第
に
凋
落
し
て
い
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒

　
日
本
を
旅
し
て
か
ら
五
十
年
後
、
滞
在
中
に
交
流
し
て
い
た
通
詞
の
息
子

で
あ
る
茂
伝
之
進
か
ら
ツ
ン
ベ
ル
ク
が
二
通
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
際
の
、

晩
年
の
こ
と
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
彼
と
日
本
と
の
関
係
に
再
び
言
及
す
る

こ
と
で
、
こ
の
著
作
は
感
動
的
な
仕
方
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
︒
一
通
目

の
手
紙
は
ツ
ン
ベ
ル
ク
に
、
彼
の
思
い
出
は
長
崎
に
今
で
も
残
っ
て
い
る
こ

と
を
伝
え
て
お
り
、
お
そ
ら
く
彼
の
死
後
に
届
い
た
二
通
目
の
手
紙
は
、
彼

の
子
孫
た
ち
が
い
つ
で
も
茂
の
家
族
の
友
情
に
頼
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
請

け
合
っ
て
い
る
︒
こ
の
手
紙
は
、
大
陸
を
越
え
て
知
識
を
普
及
さ
せ
る
べ
く
、

ツ
ン
ベ
ル
ク
が
生
涯
を
通
じ
て
行
な
っ
た
仕
事
を
強
く
象
徴
し
て
お
り
、
ま

た
こ
れ
ら
の
交
流
が
単
に
純
粋
に
実
益
中
心
の
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
人

間
的
な
も
の
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
て
く
れ
る
︒
こ
の
手
紙
は
花
が

描
か
れ
た
和
紙
に
書
か
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
こ
の
本
の
カ
バ
ー
に
転
載
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
著
作
は
非
常
に
野
心
的
で
は

あ
る
が
、
ユ
ー
モ
ア
や
優
し
さ
を
欠
い
て
は
お
ら
ず
、
内
容
豊
富
で
は
あ
る

も
の
の
、
理
解
し
や
す
く
、
非
常
に
見
栄
え
良
く
挿
し
絵
が
添
え
ら
れ
て
い

る
と
言
え
よ
う
︒
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