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最
も
古
く　

最
も
輝
し
い
歴
史
を
持
つ
日
本

　
　
　
　
　

調
和
・
平
和
・
大
和
の
心
が
世
界
を
救
う

宿
谷
直
晃

日
本
語
は
性
格
を
穏
や
か
に
す
る

　

モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
大
学
日
本
語
学
科
長
と
し
て
、
20
余
年
に
わ

た
り
カ
ナ
ダ
人
学
生
に
日
本
語
を
教
え
て
き
た
金
谷
武
洋
氏
に
は

『
日
本
語
が
世
界
を
平
和
に
す
る
こ
れ
だ
け
の
理
由
』
の
著
書
が

あ
り
ま
す
。そ
の
中
で
目
か
ら
ウ
ロ
コ
の
話
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
「
過
去
２
０
０
～
３
０
０
人
の
教
え
子
を
日
本
に
送
り
込
み
、

日
本
語
の
学
習
を
さ
せ
て
き
た
。
カ
ナ
ダ
に
帰
っ
て
来
る
と
殆
ど

の
学
生
が
優
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
な
ん
と
日
本
語
を
話
し
日
本

敷
島
の
　
大
和
心
を
　
人
問
は
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
朝
日
に
匂
う
　
山
桜
花

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

　
　
本
居
宣
長

大
和
魂
と
は
調
和
の
精
神　

　

親
子
一
体
、
夫
婦
一
体
、
君
臣
一
体
、
国
家
と
国
民
が
一
体
、
労
使
一
体
、
こ
の
調
和
の
精
神

こ
そ
日
本
人
本
来
の
特
性
で
あ
り
、
大
和
の
国
と
も
称
さ
れ
て
き
た
所
以
で
あ
り
ま
す
。
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で
生
活
す
る
と
本
人
が
気
づ
か
な
い
う
ち
に
性
格
が
変
わ
っ
て
し

ま
う
の
で
す
。
話
し
方
も
変
わ
り
ま
す
。
声
が
変
わ
り
ま
す
。
静

か
な
声
で
話
し
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
攻
撃
的
な
性
格

が
姿
を
消
し
ま
す
…
」
と
。
カ
ナ
ダ
人
学
生
が
日
本
語
を
使
っ
て

生
活
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
ぞ
っ
て
性
格
が
変
わ
っ
て
調
和
の

心
を
持
つ
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
か
ら
驚
き
で
す
。
そ
の
原
因
は

何
処
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

和
の
心
を
醸
し
出
す
日
本
の
言
葉

　

金
谷
教
授
は
そ
の
著
書
の
中
で
「
日
本
語
は
共
感
の
言
葉
、
英

語
は
自
己
主
張
と
対
立
の
言
葉
」
で
あ
る
こ
と
を
詳
述
さ
れ
、
構

文
上
人
称
名
詞
を
必
要
と
し
な
い
日
本
語
に
反
し
、
英
語
は
必
ず

主
語
や
目
的
語
を
明
確
に
表
現
す
る
の
で
、
自
ず
か
ら
対
立
関
係

が
生
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
自
己
主
張
性
の
希
薄
な
日
本
語
を
学

習
し
使
う
よ
う
に
な
る
と
、
学
習
者
の
世
界
観
が
競
争
か
ら
共
同

へ
、
直
視
か
ら
共
視
へ
、
抗
争
か
ら
共
存
へ
変
わ
る
と
説
か
れ
て

い
ま
す
。

　

日
本
語
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
の
中
に
自
己
主
張
に
ブ
レ
ー
キ

を
か
け
る
仕
組
み
が
潜
ん
で
い
る
と
言
う
の
で
す
。「
だ
か
ら
、

日
本
語
が
世
界
を
平
和
に
す
る
！
」
と
結
ん
で
い
ま
す
。

　

日
本
語
が
「
平
和
を
も
た
ら
す
言
語
で
あ
る
」
こ
と
に
関
し
光

透
波
理
論
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
と
、
更
に
も
っ
と
根
源
的
な
理

由
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。そ
れ
は
日
本
語
は
世
界
で
唯
一
、

母
音
中
心
の
言
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
英
語
を
初
め
と
す

る
欧
米
の
言
語
も
、
中
国
語
や
朝
鮮
語
等
の
ア
ジ
ア
諸
国
の
言
語

も
、
そ
の
他
の
世
界
の
各
国
・
各
民
族
で
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
は

総
て
子
音
中
心
の
言
語
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
母
音
中
心
の

言
語
で
あ
る
と
こ
ろ
に
調
和
の
心
を
醸
し
出
す
原
因
が
あ
る
と
推

論
さ
れ
ま
す
。

　

母
音
中
心
の
日
本
語
は
母
の
響
き
、
和
と
包
容
力
に
富
ん
だ
波

動
を
生
み
出
す
言
葉
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
我
が
国
独
特
の

調
和
の
心
、
和
の
文
化
が
築
か
れ
た
素
地
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
す
。
一
方
、
子
音
中
心
の
言
語
は
一
音
一
音
の
独
立
性
が

強
く
、
自
か
ら
利
己
性
や
競
争
性
の
波
動
が
強
く
出
て
く
る
よ
う

で
す
。
日
本
人
の
穏
や
か
で
調
和
に
富
ん
だ
民
族
性
の
奥
に
は
、

こ
の
母
音
中
心
の
日
本
語
の
パ
ワ
ー
が
脈
打
っ
て
い
る
の
で
す
。

前
掲
の
カ
ナ
ダ
人
日
本
語
留
学
生
の
話
は
こ
の
こ
と
を
端
的
に
裏

付
け
て
い
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

今
、
日
本
語
は
危
機
に
瀕
し
て
い
ま
す

　

古
く
か
ら
営
々
と
日
本
人
の
心
に
引
き
継
が
れ
て
き
た
精
神
的

特
長
は
「
人
と
人
が
調
和
す
る
」「
人
と
自
然
が
調
和
す
る
」「
人

と
神
が
調
和
す
る
」と
こ
ろ
に
あ
り
、こ
こ
に
日
本
の「
和
の
文
化
」

を
生
み
出
し
て
き
た
源
泉
が
あ
る
よ
う
で
す
。
こ
の
こ
と
を
裏
付

け
る
判
り
や
す
い
事
例
と
し
て
、
日
本
に
は
１
０
０
年
、
２
０
０

年
、
そ
れ
以
上
続
く
長
寿
企
業
が
世
界
的
に
見
て
も
圧
倒
的
に
多

く
、
世
界
最
古
の
企
業
ラ
ン
キ
ン
グ
の
上
位
が
皆
日
本
企
業
で
あ

り
、
首
位
の
寺
社
建
設
で
有
名
な
金
剛
組
に
至
っ
て
は
、
な
ん
と

聖
徳
太
子
の
時
代
か
ら
継
承
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
と
の
こ
と

で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
営
々
と
続
く
長
寿
企
業
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、

そ
こ
に
和
の
心
が
強
く
働
い
て
い
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
ま
す
。

そ
の
根
本
的
原
因
が
母
音
中
心
の
和
の
波
動
を
生
み
出
す
日
本
語

に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
今
日
、
悲
し
い
こ

と
に
こ
の
素
晴
ら
し
い
日
本
語
が
大
き
く
崩
れ
出
し
て
い
ま
す
。

意
味
不
明
な
外
来
語
や
カ
タ
カ
ナ
語
が
年
を
追
う
ご
と
に
増
え
氾

濫
し
て
い
ま
す
。
学
校
の
授
業
や
企
業
で
も
英
語
が
重
視
さ
れ
つ

つ
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
小
学
校
低
学
年
か
ら
の
英
語
教
育
の
義
務

化
に
よ
り
、
日
本
語
を
し
っ
か
り
習
熟
出
来
な
い
ま
ま
に
育
つ
言

語
的
無
国
籍
人
化
が
加
速
度
的
に
進
行
し
つ
つ
あ
る
よ
う
で
す
。

　

こ
の
こ
と
は
日
本
語
を
母
語
に
す
る
日
本
人
本
来
の
心
が
崩
れ

る
こ
と
に
繋
が
り
ま
す
か
ら
、
日
本
の
国
に
と
り
日
本
民
族
に
と

り
最
大
の
危
機
が
迫
り
つ
つ
あ
る
と
も
言
え
る
の
で
す
。

　

平
和
を
も
た
ら
す
母
音
中
心
の
日
本
語
が
醸
し
出
す
日
本
の
和

の
心
こ
そ
、
世
界
を
平
和
共
存
へ
と
導
く
活
路
で
あ
る
こ
と
に
気

付
く
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

転
覆
闘
争
を
繰
り
返
す
世
界
の
国
々

　

日
本
の
国
は
、
今
日
殆
ど
使
用
さ
れ
て
い
な
い
皇
紀
に
よ
れ
ば

二
千
六
百
八
十
年
間
に
わ
た
り
営
々
と
続
い
て
き
た
国
柄
で
す
。
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二
百
程
あ
る
世
界
の
国
家
の
中
で
最
も
古
い
歴
史
を
有
す
る
国
家

で
す
。
そ
の
根
底
に
は
大
和
の
心
が
脈
打
っ
て
い
た
と
思
考
で
き

る
の
で
す
。

　

エ
ジ
プ
ト
・
ギ
リ
シ
ャ
・
チ
ャ
イ
ナ
・
イ
ン
ド
、
そ
の
他
の
国
々

も
、
皆
、
元
の
国
を
継
承
し
て
い
る
国
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
メ
ソ

ポ
タ
ミ
ア
・
ロ
ー
マ
・
ユ
ダ
ヤ
王
国
・
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
・
マ

ヤ
・
イ
ン
カ
等
の
文
化
的
に
繁
栄
を
誇
っ
た
国
々
も
、
皆
、
長
い

歴
史
の
流
れ
の
中
で
消
滅
し
て
い
ま
す
。

　

中
国
五
千
年
の
歴
史
と
豪
語
し
て
い
ま
す
が
、
易
姓
革
命
の
国

で
あ
り
、
民
族
も
思
想
も
歴
史
も
全
く
異
な
る
力
の
強
い
者
が
入

れ
替
わ
り
立
ち
代
っ
て
強
奪
し
て
、
次
々
と
支
那
中
原
の
地
を
支

配
し
て
い
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
は
継
続
性
や
一
貫
性
は
な

い
の
で
す
。
今
日
の
共
産
中
国
に
至
っ
て
は
僅
か
70
年
程
の
歴
史

し
か
有
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
な
支
那
の
例
に
限
ら
ず
、
日
本
以
外
の
国
々
の
歴
史

は
殆
ど
弱
肉
強
食
、
強
い
者
が
武
力
を
も
っ
て
支
配
す
る
転
覆
闘

争
の
歴
史
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
で
す
。

皇
統
連
綿
と
続
く
日
本
の
国
柄

　

と
こ
ろ
が
、
日
本
の
国
は
神
武
東
征
後
の
建
国
以
来
、
天
皇
を

中
心
と
し
た
国
柄
を
継
承
し
続
け
て
い
る
国
で
す
。
こ
の
度
ご
即

位
な
ら
れ
た
令
和
天
皇
は
１
２
６
代
目
の
天
皇
に
な
る
わ
け
で

す
。
日
本
の
国
の
天
皇
の
地
位
は
不
動
で
あ
り
、
武
力
で
ス
メ
ラ

ミ
コ
ト
よ
り
勝
っ
た
者
が
実
権
を
握
っ
た
と
し
て
も
安
泰
だ
っ
た

の
で
す
。
こ
こ
に
我
が
国
の
我
が
国
た
る
所
以
が
あ
る
の
で
す
。　

　

遠
く
は
権
勢
を
恣
（
ほ
し
い
ま
ま
）
に
し
た
藤
原
氏
を
初
め
、

平
清
盛
、
源
頼
朝
、
北
条
時
宗
、
足
利
尊
氏
、
織
田
信
長
、
明
智

光
秀
、
豊
臣
秀
吉
、
徳
川
家
康
…
等
々
の
権
力
者
た
ち
は
、
皆
、

太
政
大
臣
・
関
白
・
征
夷
大
将
軍
・
執
権
な
ど
と
天
皇
＝
ス
メ
ラ

ミ
コ
ト
の
臣
下
と
し
て
、
こ
の
国
の
政
治
を
代
行
し
主
導
権
を
一

時
的
に
握
っ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
我
が
国
の

歴
史
上
に
輝
く
英
傑
た
ち
の
中
に
は
、
武
力
的
に
は
天
皇
の
地
位

を
廃
絶
さ
せ
る
力
を
有
し
て
い
た
者
も
い
た
の
で
す
が
皆
、
己
の

分
を
弁
え
天
皇
の
権
威
を
畏
敬
し
皇
位
を
脅
か
す
こ
と
は
な
か
っ

た
の
で
す
。

　

京
都
御
所
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
が
住

ま
い
す
る
御
所
は
塀
ひ
と
つ
で
区
画
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
堀

や
城
壁
で
堅
固
に
守
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
天
皇

を
襲
撃
し
よ
う
と
す
れ
ば
盗
賊
・
山
賊
の
類
で
も
可
能
で
あ
っ
た

筈
で
す
。
こ
の
無
防
備
に
等
し
き
御
所
に
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
は
世
々

住
ま
わ
れ
て
い
た
の
で
す
。
し
か
も
三
千
年
近
く
も
の
長
い
歳
月

を
…
…
、
他
国
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
な
の
で
す
。

　

日
本
人
は
等
し
く
こ
の
間
、
天
子
様
と
崇
め
誰
一
人
と
し
て
天

皇
の
地
位
を
脅
か
す
者
は
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
例
外
的
に
蘇
我

氏
や
弓
削
の
道
鏡
な
ど
が
天
皇
の
地
位
を
簒
奪
し
よ
う
と
し
た
事

例
は
あ
り
ま
す
が
、
彼
ら
は
渡
来
人
で
あ
り
、
純
然
た
る
大
和
の

民
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
我
が
国
が
神
国
と
称
さ
れ
て

き
た
所
以
の
一
つ
は
、
天
皇
の
地
位
を
奪
お
う
と
す
る
彼
ら
の
目

論
見
は
、
こ
と
ご
と
く
失
敗
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ
こ
に
日
本

の
国
柄
、
日
本
の
日
本
た
る
特
長
が
あ
る
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の

奥
に
は
大
和
の
心
が
脈
打
っ
て
い
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で

す
。

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
占
領
政
策
で
本
来
の
国
柄
・
精
神

を
喪
失

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
世
界
に
比
類
な
い
素
晴
ら
し
い
日
本
の
国
柄

は
、
先
の
大
東
亜
戦
争
の
敗
戦
に
よ
っ
て
進
出
し
て
き
た
連
合
国

軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
の
占
領
政
策
に
よ
っ
て
、

根
底
か
ら
崩
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
の
実
行

京都御所
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者
は
日
本
の
占
領
政
策
を
実
質
的
に
牛
耳
っ
て
い
た
ア
メ
リ
カ
の

ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ラ
ー
と
い
う
ユ
ダ
ヤ
系
の
共
産
思
想
の
グ
ル
ー
プ

で
し
た
。

　

有
名
な
ウ
ォ
ー
・
ギ
ル
ト
・
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
グ

ラ
ム
や
東
京
軍
事
裁
判
、
そ
の
他
の
日
本
の
弱
体
化
の
政
策
に
よ

り
戦
争
に
つ
い
て
の
罪
悪
感
を
日
本
人
の
心
に
植
え
つ
け
、
日
本

人
の
精
神
・
魂
を
崩
壊
さ
せ
る
宣
伝
工
作
が
強
烈
に
進
め
ら
れ
て

い
っ
た
の
で
す
。

　

彼
ら
は
敗
戦
後
の
シ
ョ
ッ
ク
で
精
神
的
空
白
状
態
に
陥
っ
た
日

本
人
を
強
烈
に
マ
イ
ン
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
階
級
闘
争
に
執
着

す
る
日
本
共
産
党
や
日
教
組
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
共
産
主
義
思
想

や
、
多
数
決
原
理
と
自
由
・
平
等
を
鼓
吹
す
る
民
主
主
義
思
想
を

植
え
込
ん
で
い
っ
た
の
で
す
。
そ
の
結
果
、
日
本
は
精
神
的
分
裂

症
、
抜
け
殻
状
態
に
な
り
、
本
来
の
輝
か
し
い
日
本
精
神
を
失
っ

て
今
日
の
腑
抜
け
た
精
神
的
混
迷
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

の
で
す
。

　

か
つ
て
の
日
本
人
の
精
神
性
の
高
さ
は
、
本
稿
末
に
紹
介
し
て

あ
る
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
や
リ
シ
ャ
ー
ル
の
言
葉
の
よ
う
に
、
世

界
を
卓
見
し
て
い
る
外
国
人
の
識
者
の
方
が
、
明
確
に
掴
ん
で
お

り
ま
し
た
。

　

そ
の
一
人
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
長
老
で
あ
る
モ
ル
デ
カ
イ
・
モ
ー

ゼ
と
い
う
人
物
が
お
り
ま
す
。
彼
は
同
胞
の
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
が
、

人
類
史
の
中
で
比
類
な
い
日
本
の
精
神
性
と
国
柄
を
崩
壊
さ
せ
て

し
ま
っ
た
大
き
な
誤
り
に
気
付
き
、『
あ
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
懺
悔
、

日
本
人
に
謝
り
た
い
』
の
自
著
の
中
で
「
日
本
は
万
世
一
系
の
天

皇
を
い
た
だ
く
君
民
共
治
の
鑑
で
あ
っ
た
。
世
界
の
歴
史
を
通
じ

て
こ
の
よ
う
な
国
家
は
決
し
て
存
在
し
な
か
っ
た
し
、
今
後
も
他

の
民
族
は
作
り
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
…
…
」
と
記
し
、

深
く
懺
悔
し
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
モ
ル
デ
カ
イ
・
モ
ー
ゼ
は
、（
か
つ
て
の
日
本
の
よ

う
に
）「『
和
』
の
保
た
れ
た
社
会
に
自
由
・
平
等
を
持
ち
込
む
と
、

ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
？ 

お
そ
る
べ
き
分
裂
現
象
が

起
こ
る
で
あ
ろ
う
。『
和
』は
た
ち
ま
ち
に
破
壊
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

事
実
、
戦
後
の
日
本
は
今
日
に
見
る
如
く
、
世
界
で
最
も
『
和
』

の
な
い
国
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
の
丸
が
象
徴
す
る
言
霊
の
国

　

古
来
、
日
本
の
国
は
日
ノ
本
の
国
、
日
出
ず
る
国
、
惟
神
（
か

ん
な
が
ら
）
の
国
、
言
霊
の
幸
は
う
国
、
神
国
と
も
称
さ
れ
て
き

ま
し
た
。
国
号
も
日
本
と
称
し
、
霊
的
太
陽
を
旗
印
に
し
た
日
の

丸
を
国
旗
と
し
て
い
ま
す
。
国
歌
の
「
君
が
代
」
の
歌
も
古
代
か

ら
歌
い
継
が
れ
て
お
り
、自
然
発
生
的
に
生
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
し
て
天
皇
を
中
心
に
営
々
と
三
千
年
近
い
輝
か
し
い
歴
史
を
有

す
る
こ
と
が
出
来
て
い
ま
し
た
。

敷
島
の
日や
ま
と本

の
国
は　

言
霊
の
幸
は
ふ
国
ぞ　

福さ
き

く
あ
り
と
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柿
本
人
麻
呂

　
「
霊
（
ひ
）
ノ
本
ノ
国
」
と
は
霊
性
＝
精
神
性
の
豊
か
な
本
の

国
と
解
せ
ま
す
。
も
っ
と
言
え
ば
「
霊
」（
＝
霊
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
）

が
因
（
も
と
）
に
あ
っ
て
、そ
の
反
映
と
し
て
「
体
」（
＝
形
・
物
質
）

が
顕
わ
れ
て
く
る
の
が
宇
宙
の
仕
組
み
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
日
本

の
国
は
世
界
の
元
の
国
の
意
味
も
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ

れ
故
に
霊
的
太
陽
を
象
徴
す
る
「
日
の
丸
」
を
国
旗
に
し
て
お
り
、

昔
か
ら
「
霊
ノ
本
ノ
国
」「
神
国
」
と
か
「
惟
神
（
か
む
な
が
ら
）

の
国
」
と
か
「
言
霊
の
国
」
と
称
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。

日
本
の
国
柄
と
本
質
を
読
み
解
く

　

で
は
昔
か
ら
言
霊
の
幸
は
う
国
と
言
わ
れ
て
き
た
日
本
の
国
は

ど
の
よ
う
な
資
質
を
有
し
て
い
る
国
な
の
で
し
ょ
う
か
？  

文
字

の
言
霊
学
・
光
透
波
理
論
の
字
割
で
読
み
解
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

初
め
て
光
透
波
の
字
割
に
接
す
る
方
に
は
難
し
い
と
思
い
ま
す

が
字
割
理
論
で
読
み
解
く
と
、
文
字
の
奥
に
秘
め
ら
れ
た
深
意
・

真
理
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
す
。

　

既
に
本
誌
「
サ
ム
ラ
イ
・
平
和
」
の
発
行
元
・
で
く
の
ぼ
う
出

版
か
ら
一
昨
年
10
月
に
発
行
し
て
い
た
だ
い
た
拙
著
『
光
の
言
葉

で
原
点
回
帰
』
の
中
で
詳
述
し
て
い
ま
す
が
、
再
度
「
日
夲
」
を

読
み
解
い
た
図
解
を
下
記
の
よ
う
に
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。※

光
透
波
と
は
昭
和
32
年
10
月
、
小
田
野
早
秧
女
史
に
よ
っ
て
拓
か

れ
た
新
時
代
の
文
字
の
言
霊
学
。
詳
し
く
は
、
本
誌
発
行
の
「
で

く
の
ぼ
う
出
版
」
か
ら
発
売
さ
れ
て
い
る
『
光
の
言
葉
で
原
点
回

帰　

全
て
の
人
が
救
わ
れ
る
道　

ミ
ロ
ク
の
時
代
を
導
く
光
透
波

理
論
』
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。
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※
天
鏡
図
と
は
言
霊
50
音
の
一
音
一
音
の
真
意
を
映
し
出
し
た
一
覧

表
で
す
。
小
田
野
早
秧
女
史
が
、
４
年
４
か
月
に
わ
た
る
断
食
す

れ
す
れ
の
探
究
生
活
を
し
て
読
み
解
か
れ
た
も
の
で
す
。
こ
の
天

鏡
図
を
ベ
ー
ス
に
光
透
波
の
字
割
は
行
わ
れ
、
文
字
の
奥
に
秘
め

ら
れ
た
宇
宙
の
真
理
を
読
み
解
く
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
の

で
す
。

【
解　

説
】

「
日
夲
」
の
読
み
は
「
ニ
ホ
ン
」。

「
ニ
」
は
天
鏡
図
で
は
「
兒
」
の
字
が
出
て
き
ま
す
。「
兒
」

は
「
臼
」「 

ノ
」「
Ｌ
」
の
パ
ー
ツ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。「
臼

＝
ウ
ス
」→
「 

宇
宙
の
主
」→
「
創
造
主
」。「
ノ
」は
「
能
」。

「
Ｌ
」
は
「
開
く
」
意
味
。

し
た
が
っ
て
「
兒
」
と
は
「
創
造
主
の
能
（
は
た
ら
）
き
が

開
か
れ
る
」
意
味
に
な
り
ま
す
。

「
ホ
」
は
天
鏡
図
に
当
て
嵌
め
る
と
「
甫
＝
初
め
」。「
ン
」

は
天
鏡
図
に
当
て
嵌
め
る
と
「
云
」。

　
し
た
が
っ
て
「
ニ
ホ
ン
」
の
国
と
は

① 

「
始
め
の
創
造
主
の
能
（
は
た
ら
）
き
が
開
き
運
ば
れ

た
国
」
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
「
日
夲
」の
「
本
」の
字
を
昔
は
「
夲
」の
字
を
使
っ

て
い
ま
し
た
の
で
、
こ
の
旧
字
を
ベ
ー
ス
に
読
み
解
い
て
ゆ
く

こ
と
に
し
ま
す
。

「
日
」
を
字
割
す
る
と
「
口
」
と
「
一
」
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

「
夲
」
の
字
は
「
大
」
と
「
十
」。

「
一
」
→
「
ヒ
」
→
秘
密
の
「
秘
」。「
十
」
は
「
ト
」
と
読

め
ま
す
の
で
「
ト
」→
「
答
」。「
一
十
」は
「
秘
密
の
答
え
」。

ま
た
「
ヒ
ト
」
と
読
め
ま
す
の
で
「
ヒ
ト
」
→
「
人
」。

　
そ
し
て
「
口
」「
大
」
の
部
分
を
前
図
の
よ
う
に
組
み
合
わ

せ
る
と
「
因
」
の
字
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
ら
を
纏
め
て
意

味
を
取
り
ま
す
と

②
「
日
夲
」の
国
と
は
秘
め
ら
れ
た
答
え
の
因
（
素
）の
国
。

③
「
日
夲
」の
国
は
「
人
」の
因
（
素
）に
な
っ
て
い
る
国
。

　

こ
の
よ
う
に
「
日
本
」
と
い
う
文
字
か
ら
①
②
③
と
読
み
解
け

て
き
ま
す
。
で
す
か
ら
日
本
の
国
は
こ
れ
ら
を
統
合
し
た
意
味
合

い
を
持
つ
国
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。

　
「
日
本
と
は
宇
宙
の
創
造
主
の
能
き
が
初
め
て
開
か
れ
た
国
で

あ
り
、
人
が
生
ま
れ
出
た
元
の
国
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
光
透
波
理
論
に
も
と
づ
い
て
字
割
す
る
と
「
日
本

国
」
の
本
質
が
明
ら
か
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
す
。

他
国
と
比
べ
る
と
穏
や
か
で
あ
っ
た
日
本

　

こ
の
よ
う
な
国
柄
の
日
本
の
国
で
す
が
、
そ
れ
で
も
長
い
歴
史

の
流
れ
の
中
で
は
戦
国
時
代
に
代
表
さ
れ
る
戦
乱
の
時
代
も
幾
た

び
か
あ
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
世
界
中
の
国
で
し
ば
し
ば
起
き
て
い
る
国
民
や
領
民

を
皆
殺
し
に
す
る
よ
う
な
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
、
残
虐
な
戦
は
有
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
一
般
農
民
や
領
民
た
ち
が
多
数
殺
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
は
殆
ど
無
か
っ
た
の
で
す
。
戦
い
に
敗
れ
た
大
将
や
重
臣
た

ち
が
切
腹
す
る
こ
と
で
納
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で

す
。
世
界
の
国
々
で
度
々
起
き
て
い
た
絶
滅
に
近
い
凄
惨
な
戦
禍

と
比
べ
る
と
、
日
本
は
桁
違
い
に
温
和
な
歴
史
を
辿た
ど

っ
て
き
た
国

と
言
え
ま
し
ょ
う
。

全
て
は
波
動
で
成
り
立
っ
て
い
る

　

そ
の
原
因
が
母
音
中
心
の
日
本
語
の
波
動
に
あ
る
こ
と
は
既
に

記
し
て
き
ま
し
た
。こ
の
こ
と
を
更
に
理
解
し
て
い
た
だ
く
為
に
、

「
全
て
は
波
動
に
よ
っ
て
成
り
た
っ
て
い
る
」
と
い
う
現
代
科
学

の
観
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
全
て
の
物
質
も
、
私

達
の
肉
体
も
、
地
球
も
、
宇
宙
も
、
総
て
は
波
動
・
エ
ネ
ル
ギ
ー

に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
現
代
科
学
の
前
提
で

す
。

　

こ
こ
に
視
点
を
置
い
て
言
葉
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
言
葉
は
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音
で
す
。
音
は
１
分
間
に
20
ヘ
ル
ツ
か
ら
２
万
ヘ
ル
ツ
の
振
動
音

で
す
。
こ
の
振
動
数
＝
周
波
数
が
大
き
く
な
る
に
従
い
各
種
の
電

波
・
各
種
の
光
・
各
種
の
放
射
能
…
…
、
と
掲
載
図
の
よ
う
に
性

質
を
違
え
た
も
の
に
な
っ
て
ゆ
き
ま
す
。

　

そ
し
て
現
代
の
科
学
で
は
捉
え
る
こ
と
が
出
来
て
い
な
い
匂
い

に
し
て
も
、
心
に
し
て
も
、
命
に
し
て
も
、
そ
の
他
、
総
て
の
も

の
は
皆
、
波
動
・
周
波
数
の
違
い
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
も

の
と
推
理
さ
れ
て
き
ま
す
。

　

言
葉
＝
振
動
音
を
広
義
に
波
動
と
置
き
換
え
ま
す
と
、「
全
て

は
波
動
」
と
す
る
現
代
科
学
の
見
解
と
見
事
に
一
致
す
る
有
名
な

言
葉
が
あ
り
ま
す
。　

言
葉
が
神
？　

信
じ
ら
れ
ま
す
か

　

そ
れ
は
、
今
か
ら
二
千
年
程
前
か
ら
伝
わ
っ
て
い
る
新
約
聖
書

の
ヨ
ハ
ネ
伝
福
音
書
、
第
一
章
の
言
葉
で
す
。

「
初
め
に
言
葉
が
あ
っ
た
。

言
葉
は
神
と
共
に
あ
っ
た
。

言
葉
は
神
で
あ
っ
た
。

こ
の
言
葉
は
、
初
め
に
神
と
共
に
あ
っ
た
。

万
物
は
言
葉
に
よ
っ
て
成
っ
た
。

成
っ
た
も
の
で
言
葉
に
よ
ら
ず
に
成
っ
た
も
の
は

何
一
つ
無
か
っ
た
…
…
」

　

こ
の
聖
書
の
文
言
を
素
直
に
読
み
解
く
と
、
言
葉
に
は
凄
い
一

面
が
あ
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
私
達
が
日
頃
、

道
具
の
一
つ
ぐ
ら
い
に
し
か
認
識
し
な
い
で
使
っ
て
い
る
言
葉

が
、
宇
宙
や
神
に
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
…
、
信
じ
ら
れ
な
い
内

容
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
言
葉
は
音
、
音
は
波
動
、
こ
の
波

動
が
絶
対
的
な
力
を
も
っ
て
森
羅
万
象
を
生
成
流
転
さ
せ
て
い
る

こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
「
言
葉
の
神
性
」
に
関
し
て
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル

の
世
界
で
は
し
ば
し
ば
説
か
れ
て
き
て
い
る
の
で
す
。
心
あ
る

人
々
に
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
岡
本
天
明
の
日
月
神
示
に
は
「
言

波
は
神
な
り
」
と
明
言
さ
れ
て
お
り
、
空
海
や
出
口
王
仁
三
郎
等

の
教
え
や
、宇
宙
の
意
識
体
か
ら
降
ろ
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
啓
示
・

霊
言
・
神
言
・
御
筆
先
等
の
中
に
も
数
々
書
か
れ
て
あ
り
ま
す
。

　

量
子
力
学
を
根
拠
に
置
く
現
代
科
学
の
見
解
と
精
神
世
界
で
説

か
れ
て
い
る
内
容
が
、
奇
し
く
も
「
波
動
＝
言
葉
＝
神
」
で
一
致

し
て
く
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
「
言
霊
の
国
」
日
本
に

宇
宙
的
必
然
の
下
に
出
現
し
た
文
字
の
言
霊
学
＝
光
透
波
の
理
論

に
立
て
ば
至
極
妥
当
な
も
の
と
理
解
で
き
て
く
る
の
で
す
。
命
波

学
（
光
透
波
理
論
）
に
立
て
ば
、
全
て
の
波
動
の
中
で
最
高
究
極

の
波
動
が
光
速
の
無
限
乗
の
超
々
速
度
の
世
界
の
「
光
」
の
「
透
」

明
な
「
波
」
動
、
す
な
わ
ち
「
光
透
波
」
→
「
コ
ト
ハ
」
→
「
言

波
」
の
波
動
と
い
う
見
解
を
と
っ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
人
類
は
有
史
以
来
、
こ
の
言
葉
の
真
髄
と
神
性
に
気

付
く
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
言
葉
を
道
具
の
一
つ

ぐ
ら
い
に
し
か
認
識
せ
ず
、
嘘
言
っ
た
り
、
駄
洒
落
言
っ
た
り
、

悪
い
言
葉
を
乱
発
し
続
け
て
き
ま
し
た
。
そ
の
言
葉
の
乱
れ
が
、

波
動
を
乱
し
、
心
を
乱
し
、
世
の
乱
れ
の
根
本
原
因
に
な
っ
て
い

る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
す
。

日
本
語
だ
け
が
母
音
中
心
の
言
語

　

重
複
し
ま
す
が
大
和
の
心
に
通
じ
る
日
本
人
の
心
根
は
、
遥
か

縄
文
時
代
以
前
か
ら
培
わ
れ
て
き
た
母
音
中
心
の
日
本
語
に
起
因

し
て
い
る
と
推
理
さ
れ
ま
す
。「
言
葉
の
原
点
」
で
あ
る
「
音
」

に
視
点
を
置
い
て
考
え
ま
す
と
、
言
霊
の
国
・
大
和
の
国
の
本
質

が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
す
。
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言
語
学
者
の
説
に
よ
る
と
世
界
に
は
６
５
０
０
か
ら
７
０
０
０

も
の
言
語
が
あ
る
よ
う
で
す
。
そ
し
て
日
本
語
を
除
く
と
全
て
の

言
語
が
子
音
中
心
の
言
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら

日
本
語
が
如
何
に
特
異
な
言
語
で
あ
る
か
が
理
解
で
き
て
く
る
の

で
す
。

　

母
音
は
母
な
る
波
動
、
す
な
わ
ち
子
供
を
包
容
す
る
大
い
な
る

愛
の
心
の
波
動
を
有
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
故
に
日
本
語
は
自
然
と

宇
宙
と
調
和
し
、
大
和
の
心
を
醸
し
出
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
揮
す

る
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
方
、
子
音
の
波
動

は
お
互
い
が
競
い
合
い
、
独
立
し
て
、
自
身
の
存
在
を
保
持
し
よ

う
と
競
い
合
う
波
動
を
出
す
の
で
す
。
そ
れ
故
に
エ
ゴ
の
心
を
醸

し
出
す
音
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
母

音
と
子
音
の
違
い
、
そ
こ
に
は
大
き
な
大
き
な
開
き
が
出
て
来
る

の
で
す
。

　

日
本
民
族
に
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
母
音
中
心
の
言
葉
、
こ

の
波
動
に
よ
っ
て
大
和
の
心
が
生
み
出
さ
れ
、
他
に
比
類
な
い
輝

か
し
い
歴
史
と
和
の
精
神
性
を
日
本
の
文
化
は
育
む
こ
と
が
で
き

て
き
た
と
言
う
訳
で
す
。

謀
略
的
な
言
語
操
作
で
魂
を
失
っ
た
日
本

　

と
こ
ろ
が
現
代
の
殆
ど
の
日
本
人
は
大
和
の
心
を
失
わ
さ
れ
て

い
ま
す
。
戦
後
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
占
領
政
策
に
よ
っ
て
押
し
与
え
ら
れ

た
罪
悪
史
観
や
、
ソ
連
の
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
や
、
チ
ャ
イ
ナ

の
毛
沢
東
な
ど
の
共
産
思
想
、
さ
ら
に
近
年
で
は
近
隣
国
の
○
○

や
○
○
の
思
想
的
謀
略
に
よ
り
多
く
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
影
響
下

に
置
か
れ
、
そ
れ
ら
の
操
作
さ
れ
た
報
道
に
よ
っ
て
殆
ど
の
国
民

は
洗
脳
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
た
め
現
代
日
本
人

の
多
く
は
武
士
道
に
代
表
さ
れ
る
本
来
の
誇
り
高
い
精
神
性
を
喪

失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
物
・
金
・
エ
ゴ
中
心
の

拝
金
主
義
に
陥
っ
て
、
日
本
本
来
の
魂
を
失
っ
て
い
る
の
で
す
。

「
令
和
」
＝
霊
性
と
和
す
新
た
な
時
代
の
幕

開
け

　

今
年
は
先
の
戦
争
が
終
わ
っ
て
75
年
目
を
迎
え
ま
す
。
年
号
が

「
令
和
」
＝
「
霊
性
と
和
す
」
の
意
味
を
持
つ
時
代
に
入
っ
て
２

年
目
の
年
で
あ
り
ま
す
。
干
支
で
言
え
ば
「
子
の
年
」
始
ま
り
の

年
で
あ
り
、「
子
＝
ネ
＝
音
」
か
ら
始
ま
る
新
た
な
幕
開
け
の
年

と
言
え
ま
し
ょ
う
。

　

い
よ
い
よ
「
体
主
霊
従
」
か
ら
「
霊
主
体
従
」
に
大
き
く
転
換

す
る
令
和
の
時
代
の
実
質
的
な
ス
タ
ー
ト
の
年
と
言
え
る
の
で

す
。

　

遅
き
に
逸
し
て
い
ま
す
が
…
で
も
今
か
ら
で
も
間
に
合
う
と
信

じ
、
私
達
は
我
が
国
の
混
迷
と
世
界
の
平
和
実
現
に
向
か
っ
て
、

日
本
人
本
来
の
調
和
の
心
、
平
和
の
心
、
日
本
精
神
に
立
ち
返
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
同
時
に
並
行
し
て
言
葉
の
乱
れ
を

正
す
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

大
震
災
時
に
発
露
さ
れ
た
日
本
の
心

　

戦
後
、
日
本
人
の
精
神
性
は
地
に
落
ち
て
い
る
の
で
す
が
、
そ

れ
で
も
日
本
人
本
来
の
精
神
性
の
高
さ
が
発
揮
さ
れ
た
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
れ
は
９
年
前
の
東
日
本
大
震
災
の
時
で
す
。
東
北

の
各
被
災
地
で
家
も
財
も
家
族
も
失
っ
た
人
々
の
群
れ
が
、
列
を

つ
く
り
配
給
の
食
糧
を
受
け
取
っ
て
い
ま
し
た
。
飢
え
て
い
る
の

に
、
争
わ
ず
、
人
の
礼
を
守
っ
て
。
飢
え
て
い
て
も
譲
り
合
う
心

「
礼
」。
飢
え
て
い
て
も
相
手
を
思
い
や
る
心
。
そ
し
て
被
災
現
場

の
崩
壊
し
た
家
な
ど
か
ら
持
ち
主
不
明
の
遺
失
物
と
し
て
金
庫
な

ど
23
億
円
の
お
金
が
届
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
こ
そ

日
本
人
の
大
和
心
の
発
露
の
な
に
も
の
で
も
な
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
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世
界
中
の
メ
デ
ィ
ア
が
、
悲
惨
な
災
害
現
場
の
中
で
も
秩
序
を

守
り
助
け
合
う
日
本
人
の
和
の
行
動
を
報
道
し
、「
日
本
人
は
違

う
」と
称
賛
の
声
が
世
界
の
各
地
か
ら
湧
き
上
が
っ
た
の
で
し
た
。

　

人
と
人
、
人
と
自
然
、
人
と
宇
宙
が
共
振
共
鳴
す
る
母
音
中
心

の
日
本
語
の
響
き
か
ら
生
ま
れ
る
根
っ
子
に
あ
た
る
和
の
精
神
が

辛
う
じ
て
残
っ
て
発
揮
さ
れ
た
か
ら
で
し
た
。
こ
の
調
和
と
平
和

の
生
き
方
こ
そ
、
今
日
の
地
球
人
類
が
最
も
必
要
と
す
る
も
の
な

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

和
の
波
動
を
生
み
出
す
日
本
語
と
そ
の
文
化
に
、
現
代
日
本
人

は
目
覚
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
Ｇ
Ｈ

Ｑ
の
占
領
政
策
を
初
め
と
す
る
諸
外
国
の
謀
略
的
思
想
や
言
語
操

作
に
よ
り
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
日
本
本
来
の
精
神
・
大
和
の
心
に

回
帰
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

　

そ
の
意
味
で
宇
宙
的
必
然
性
の
も
と
に
生
ま
れ
た
文
字
の
言
霊

学
・
光
透
波
を
学
ぶ
意
義
は
大
き
な
も
の
が
あ
る
の
で
す
。
何
故

な
ら
光
透
波
は
言
葉
の
奥
に
秘
め
ら
れ
た
真
理
を
読
み
解
く
哲
理

で
あ
る
か
ら
で
す
。（
詳
し
く
は
『「
光
の
言
葉
」
で
原
点
回
帰　

全
て
の
人
が
救
わ
れ
る
道
』
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。）

　
「
初
め
に
コ
ト
バ
、
言
波
は
神
な
り
」、
人
々
が
長
き
に
わ
た
り

気
づ
か
な
か
っ
た
こ
の
宇
宙
を
貫
く
真
理
こ
そ
が
、
混
迷
の
時
代

を
導
く
道
標
（
み
ち
し
る
べ
）
に
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　

◇　
　
　

◇　
　
　

◇

日
本
の
使
命
を
伝
え
る
二
人
の
外
国
人
の
英

哲

　

引
き
続
い
て
日
本
の
国
の
本
質
と
使
命
を
理
解
し
て
頂
く
た
め

に
、
炯
眼
を
有
し
た
二
人
の
外
国
人
の
言
葉
を
紹
介
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
ょ
う
。

　

明
治
・
大
正
の
時
代
、
国
力
を
急
速
に
進
展
さ
せ
た
日
本
は
彗

星
の
如
く
世
界
の
表
舞
台
に
踊
り
出
た
時
代
と
も
言
え
る
よ
う
で

す
。
そ
の
我
が
国
が
歩
ん
で
き
た
輝
か
し
い
足
跡
に
着
目
し
、
日

本
の
歴
史
・
伝
統
・
文
化
を
考
究
さ
れ
て
日
本
の
本
質
を
喝
破
さ

れ
た
言
葉
で
す
。

　

一
人
目
は
詩
人
で
あ
り
、
神
学
者
で
あ
り
、
弁
護
士
で
も
あ
っ

た
フ
ラ
ン
ス
人
の
ポ
ー
ル
・
リ
シ
ャ
ー
ル
で
す
。
大
正
５
年
に
来

日
し
て
同
６
年
に
世
に
出
さ
れ
た
『
告
日
本
國
』
と
い
う
本
の
一

文
で
す
。

　

二
人
目
は
大
正
11
年
に
来
日
し
て
い
る
相
対
性
原
理
で
有
名
な

世
界
的
な
科
学
者
、
ア
ル
バ
ー
ト
・
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
博
士
の

有
名
な
言
葉
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　

◇　
　
　

◇　
　
　

◇

ポ
ー
ル
・
リ
シ
ャ
ー
ル
の
言
葉

曙
の
児
等
よ
、
海
原
の
児
等
よ 

花
と
焔
と
の
国
、
力
と
美
と
の
国
の
児
等
よ 

聴
け
、
涯
し
な
き
海
の
諸
々
の
波
が 

日
出
づ
る
諸
子
の
島
々
を
讃
ふ
る
栄
誉
の
歌
を 

諸
子
の
国
に
七
つ
の
栄
誉
あ
り 

故
に
ま
た
七
つ
の
大
業
あ
り 

さ
ら
ば
聴
け
、
其
の
七
つ
の
栄
誉
と
七
つ
の
使
命
と
を

独
り
自
由
を
失
は
ざ
り
し
亜
細
亜
（
ア
ジ
ア
）
の
唯
一
の
民
よ 

貴
国
こ
そ
亜
細
亜
に
自
由
を
与
ふ
べ
き
も
の
な
れ 

曾
（
か
つ
）
て
他
国
に
隷
属
せ
ざ
り
し
世
界
で
唯
一
の
民
よ 

一
切
の
世
界
の
隷
属
の
民
の
た
め
に
起
つ
は
貴
国
の
任
な
り 

曾
て
滅
び
せ
ざ
り
し
唯
一
の
民
よ 

一
切
の
人
類
幸
福
の
敵
を
亡
ぼ
す
は
貴
国
の
使
命
な
り 

新
し
き
科
学
と
旧
き
知
慧
と
、
欧
羅
巴
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
）
の
思

想
と 

、
亜
細
亜
の
思
想
と
を
自
己
の
裏
（
う
ち
）
に
統
一
せ

る
唯
一
の
民
よ 

此
等
二
つ
の
世
界
、
来
る
べ
き
世
の
此
等
両
部
を
統
合
す
る
は

貴
国
の
任
な
り 

流
血
の
跡
な
き
宗
教
を
有
て
る
唯
一
の
民
よ 

一
切
の
神
々
を
統
一
し
て
更
に
神
聖
な
る
真
理
を
発
揮
す
る
は

貴
国
な
る
可
し

建
国
以
来
、
一
系
の
天
皇
、
永
遠
に
亘
る
一
人
の
天
皇
を
奉
戴

せ
る
唯
一
の
民
よ 

貴
国
は
地
上
の
万
国
に
向
か
っ
て
、
人
は
皆
な
一
天
の
子
に
し

て
、 

天
を
永
遠
の
君
主
と
す
る
一
個
の
帝
国
を
建
設
す
べ
き
こ
と
を

教
へ
ん
が
為
に
生
れ
た
り 

万
国
に
優
り
て
統
一
あ
る
民
よ 

貴
国
は
来
る
べ
き
一
切
の
統
一
に
貢
献
せ
ん
為
に
生
れ 
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ま
た
貴
国
は
戦
士
な
れ
ば
、
人
類
の
平
和
を
促
さ
ん
が
為
に
生

れ
た
り 

曙
の
児
等
よ
、
海
原
の
児
等
よ 

斯
く
如
き
は
、
花
と
焔
と
の
国
な
る
貴
国
の
七
つ
の
栄
誉
と
七

つ
の
大
業
と
な
り

　
　
　
　
　
　
　

◇　
　
　

◇　
　
　

◇

　

こ
の
詩
の
中
で
謳
っ
て
い
る
よ
う
に
、
ポ
ー
ル
・
リ
シ
ャ
ー
ル

は
日
本
は
「
七
つ
の
名
誉
」
を
持
っ
て
い
る
国
で
あ
り
、
そ
れ
故

に
世
界
の
何
処
に
も
な
い
「
七
つ
の
大
業
」
の
責
任
を
果
た
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
国
で
あ
る
こ
と
を
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
の
詩
を
よ
り
分
か
り
易
く
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
現

代
日
本
人
に
精
神
的
な
目
覚
め
と
誇
り
を
呼
び
掛
け
て
い
る
啓
蒙

作
家
で
あ
る
台
湾
人
の
黄
文
雄
氏
の
解
説
を
掲
載
し
て
お
き
ま

す
。（

一
）
日
本
は
唯
一
ア
ジ
ア
で
自
由
を
失
わ
な
か
っ
た
。

　
　
　

だ
か
ら
日
本
人
は
ア
ジ
ア
に
「
自
由
を
与
え
る
」
義
務

が
あ
る
。 

（
二
）
一
度
も
外
敵
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
日
本

は
「
人
類
の
幸
福
の
敵
を
滅
ぼ
す
」
使
命
が
あ
る
。 

（
三
） 

新
し
き
科
学
と
古
き
知
恵
を
統
一
で
き
た
日
本
人
に

は
、
西
洋
と
東
洋
を
結
び
つ
け
、
そ
れ
を
融
合
す
る
任

務
が
あ
る
。 

（
四
）
宗
教
対
立
・
流
血
の
歴
史
を
持
た
な
い
日
本
人
に
は
、

一
切
の
神
々
を
統
一
し
、「
さ
ら
に
神
聖
な
る
真
理
を
発

揮
す
る
」
使
命
が
あ
る
。 

（
五
）
天
皇
と
日
本
国
民
の
歴
史
に
は
、
世
界
を
一
君
万
民
の

原
理
の
も
と
に
「
一
つ
の
帝
国
」
と
す
る
役
目
が
あ
る
。 

（
六
）「
万
国
に
優
れ
て
統
一
の
あ
る
民
」
と
し
て
、来
（
き
た
）

る
べ
き
一
切
の
統
一
に
貢
献
す
る
使
命
を
持
つ
。 

（
七
） 「
戦
士
」
と
し
て
、「
人
類
の
平
和
」
を
促
す
義
務
が
生

じ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

◇　
　
　

◇　
　
　

◇

ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言
葉

近
代
日
本
の
発
達
ほ
ど
世
界
を
驚
か
し
た
も
の
は
無
い
。

そ
の
驚
異
的
な
発
展
に
は
他
の
国
と
違
っ
た
な
に
も
の
か
が
な

く
て
は
な
ら
な
い
。

果
た
せ
る
か
な
こ
の
国
の
歴
史
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
長
い
歴
史
を
通
じ
て
一
系
の
天
皇
を
戴
い
て
き
た
と
い
う

国
体
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
れ
こ
そ
今
の
日
本
を
あ
ら
し

め
た
の
で
あ
る
。

私
は
い
つ
も
こ
の
広
い
世
界
の
ど
こ
か
に
一
か
所
ぐ
ら
い
、
こ

の
よ
う
な
尊
い
国
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
き
た
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
世
界
は
進
む
だ
け
進
ん
で
そ
の
間
幾
度
も
戦
争

を
繰
り
返
し
て
来
た
が
、
最
後
に
は
闘
争
に
疲
れ
る
時
が
来
る

で
あ
ろ
う
。

こ
の
時
、
人
類
は
必
ず
平
和
を
求
め
て
、
世
界
の
盟
主
を
挙
げ

ね
ば
な
ら
な
い
時
が
来
る
に
違
い
な
い
。

そ
の
世
界
の
盟
主
こ
そ
は
武
力
や
金
力
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
国

の
歴
史
を
超
越
し
た
、
世
界
で
最
も
古
く
、
か
つ
尊
い
家
柄
で

な
く
て
は
な
ら
な
い
。

世
界
の
文
化
は
ア
ジ
ア
に
始
ま
っ
て
ア
ジ
ア
に
帰
る
。

そ
れ
は
ア
ジ
ア
の
高
峰
日
本
に
立
ち
戻
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

我
々
は
神
に
感
謝
す
る
。

神
が
我
々
人
類
に
、
日
本
と
い
う
国
を
作
っ
て
お
い
て
く
れ
た

こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

令
和
２
年
１
月
吉
日

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

宿
谷 

直
晃
（
し
ゅ
く
や
・
な
お
あ
き
）

昭
和
16
年
、
東
京
生
ま
れ
。
光
透
波
研
究
家
。

若
い
こ
ろ
か
ら
求
道
の
心
を
持
ち
、某
国
立
大
学
教
授
の
著
書「
神
誥
記
」

に
出
会
い
「
コ
ト
バ
を
正
す
こ
と
が
世
の
浄
化
に
必
要
不
可
欠
」
と
知

る
。
平
成
17
年
秋
に
光
透
波
を
啓
か
れ
た
小
田
野
早
秧
先
生
の
直
弟
子
・

磯
部
賢
一
氏
に
出
会
い
コ
ト
バ
の
神
性
を
解
明
す
る
「
光
透
波
」
に
共

感
共
鳴
し
、
探
究
を
続
け
、
現
在
は
講
師
活
動
を
行
う
。「
光
の
言
葉
普

及
会
」
主
宰
。

主
な
著
書
に
『
言
霊
〈
光
透
波
〉
の
世
界
』（
ヒ
カ
ル
ラ
ン
ド
）、『〈
光

透
波
理
論
〉
の
全
貌
」（
と
も
は
つ
よ
し
社
）、『「
光
の
言
葉
」
で
原
点

回
帰
　
全
て
の
人
が
救
わ
れ
る
道
　
ミ
ロ
ク
の
時
代
を
導
く
光
透
波
理

論
』（
で
く
の
ぼ
う
出
版
）。


