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Ⅰ
　
は
じ
め
に

　

ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
江
角
弘
道
で
す
。
こ
の
た
び
は
、
私

の
親
し
い
友
人
で
あ
り
ま
す
田
中
泰
賢
教
授
を
通
し
て
、
こ
の
よ
う

な
場
所
で
講
演
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
あ

り
が
た
い
御
縁
に
感
謝
を
し
て
い
ま
す
。

　

私
は
、
広
島
大
学
で
物
理
学
を
学
び
、
博
士
課
程
の
一
年
ま
で

は
、
素
粒
子
物
理
学
を
専
攻
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
プ
ラ
ズ
マ
物
理

学
に
転
向
し
、
衝
撃
波
プ
ラ
ズ
マ
の
実
験
研
究
で
学
位
論
文
を
書
き

ま
し
た
。
そ
し
て
、
レ
ー
ザ
ー
・
プ
ラ
ズ
マ
を
用
い
て
太
陽
電
池
作

製
の
研
究
を
平
成
七
年
ま
で
し
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
物
理
学
の
研

究
を
し
て
い
ま
し
た
の
は
、
二
十
数
年
間
に
な
り
ま
す
。
平
成
七
年

か
ら
は
、
縁
あ
っ
て
島
根
県
立
看
護
短
期
大
学
に
赴
任
し
、
テ
レ
ビ

電
話
を
活
用
し
た
介
護
（
テ
レ
ケ
ア
）
の
研
究
を
し
て
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
平
成
十
一
年
十
二
月
二
十
六
日
に
、
二
十
歳
だ
っ
た
娘
・

真
理
子
が
、
無
謀
な
飲
酒
運
転
の
車
に
衝
突
さ
れ
命
を
奪
わ
れ
ま
し

た
。
も
っ
と
生
き
て
活
躍
を
し
た
か
っ
た
ろ
う
に
。
遺
さ
れ
た
私
達

遺
族
は
、
本
当
に
く
や
し
い
、
無
念
な
思
い
を
い
た
し
ま
し
た
。

【
講
演
会
】

禅
・
仏
教
と
現
代
科
学
の
接
点

│
│
見
え
る
い
の
ち
と
見
え
な
い
い
の
ち
│
│

江　
　

角　
　

弘　
　

道

シ
ャ
ボ
ン
玉
（
野
口
雨
情
作
詞
）

一
、
シ
ャ
ボ
ン
玉　

と
ん
だ　

屋
根
ま
で　

と
ん
だ

　
　
　

屋
根
ま
で　

と
ん
で　

こ
わ
れ
て　

消
え
た

二
、
シ
ャ
ボ
ン
玉　

消
え
た　

と
ば
ず
に　

消
え
た

　
　
　

生
ま
れ
て　

す
ぐ
に　

こ
わ
れ
て　

消
え
た

　
　

風　

風　

吹
く
な　

シ
ャ
ボ
ン
玉　

と
ば
そ
う
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そ
ん
な
時
、
野
口
雨
情
作
詞
の
シ
ャ
ボ
ン
玉
の
童
謡
を
聞
き
ま
し

た
。
特
に
二
番
を
聞
い
た
と
き
、
涙
が
出
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
シ
ャ

ボ
ン
玉
が
娘
・
真
理
子
の
い
の
ち
の
象
徴
で
あ
る
よ
う
に
思
え
た
か

ら
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
シ
ャ
ボ
ン
玉
が
あ
り
ま
す
。
歌
の
一
番
に
あ

る
よ
う
に
高
く
屋
根
ま
で
飛
ん
で
行
き
壊
れ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

出
来
て
す
ぐ
に
壊
れ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
二
十
歳
で
、
人
生
こ
れ

か
ら
と
い
う
そ
の
時
期
に
理
不
尽
に
殺
さ
れ
る
そ
の
無
念
さ
は
、
な

ん
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
童
謡
の
内
容
の

深
さ
は
、「
野
口
雨
情
さ
ん
が
三
歳
の
娘
を
亡
く
さ
れ
る
」
と
い
う

悲
し
い
体
験
を
歌
っ
た
も
の
だ
と
調
べ
て
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
詩

は
、
亡
き
娘
に
対
す
る
鎮
魂
歌
だ
っ
た
の
で
す
。
悲
し
い
、
無
念
な

の
は
、
私
達
だ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
う
思
う
と
少
し
悲
し
さ
が

和
ら
い
で
き
ま
し
た
。
悲
し
い
時
に
共
に
悲
し
ん
で
く
れ
る
人
が
い

る
。
そ
の
こ
と
ば
が
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
悲
し
み
は
半
減
し
て
行
く

の
で
す
。
そ
の
こ
と
ば
と
し
て
の
童
謡
の
詩
に
は
、
い
の
ち
を
教
え

る
大
き
な
力
が
あ
る
こ
と
が
体
験
を
通
し
て
わ
か
り
ま
し
た
。

　

娘
を
失
っ
て
以
来
、「
い
の
ち
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
私
達
の
い
の

ち
は
、
ど
こ
か
ら
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
失
わ
れ
た
い
の
ち
は

ど
こ
へ
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
の
ち
は
誰
の
も
の
だ
ろ
う
か
」

等
々
、
い
の
ち
と
向
か
い
合
う
日
々
が
続
い
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め

研
究
の
方
向
も
い
の
ち
に
関
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
う
し
た
中

で
、
仏
教
は
「
い
の
ち
の
教
え
で
あ
る
」
こ
と
に
気
付
き
ま
し
た
。

さ
ら
に
物
質
の
探
求
を
目
的
に
し
て
い
て
、
い
の
ち
と
は
無
関
係
と

思
わ
れ
る
物
理
学
が
仏
教
と
深
い
関
わ
り
合
い
の
あ
る
こ
と
に
気
付

き
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、“
い
の
ち
”
を
中
心
に
仏
教
の
代
表
が
禅

で
あ
り
、
現
代
科
学
の
代
表
が
物
理
学
で
あ
る
と
考
え
て
、「
禅
・

仏
教
と
現
代
科
学
の
接
点
」
と
い
う
こ
と
を
論
考
し
ま
す
。

Ⅱ
　“
い
の
ち
”
に
つ
い
て

星
と
タ
ン
ポ
ポ
（
金
子
み
す
ず
作
詞
）

青
い
お
空
の
底
深
く
、　

海
の
小
石
の
そ
の
よ
う
に

夜
が
来
る
ま
で
沈
ん
で
る
、　

昼
の
お
星
は
目
に
見
え
ぬ

見
え
ぬ
け
れ
ど
も
、
あ
る
ん
だ
よ

見
え
ぬ
も
の
で
も
、
あ
る
ん
だ
よ

散
っ
て
す
が
れ
た
タ
ン
ポ
ポ
の
、　

瓦
の
隙
に
、
だ
ぁ
ま
っ
て

春
の
来
る
ま
で
、
か
く
れ
て
る
、　

強
い
そ
の
根
は
目
に
見
え
ぬ

見
え
ぬ
け
れ
ど
も
、
あ
る
ん
だ
よ

見
え
ぬ
も
の
で
も
、
あ
る
ん
だ
よ
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こ
れ
は
、
金
子
み
す
ず
作
詞
の
「
星
と
た
ん
ぽ
ぽ
」
と
い
う
童
謡

で
す
。
こ
の
詩
で
は
、「
見
え
ぬ
も
の
で
も
、
あ
る
ん
だ
」
と
い
う

と
こ
ろ
が
重
要
な
点
で
、
繰
り
返
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

私
は
、
大
学
で
三
十
六
年
間
も
物
理
学
を
学
生
達
に
教
え
て
き
ま

し
た
。
数
年
前
か
ら
、
こ
の
詩
を
物
理
学
の
講
義
の
は
じ
め
に
学
生

た
ち
に
紹
介
し
て
い
ま
す
。
実
は
、
物
理
学
の
中
の
概
念
、
つ
ま
り

物
理
量
：
力
、
温
度
、
圧
力
、
電
気
、
磁
気
、
熱
、
音
、
電
磁
波
な

ど
、
こ
れ
ら
は
、
直
接
に
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
、
す
べ

て
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
関
係
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
現
象
と
し
て
空
間

に
場
の
形
で
出
て
く
る
も
の
で
す
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
目
に
見
え
な

い
が
存
在
し
ま
す
。
だ
か
ら
、
物
理
学
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
現
象
学

で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
例
え
ば
、
三
十
六
・
五
度
の
体
温
を
こ
こ
に

出
し
て
下
さ
い
と
い
っ
て
も
実
体
と
し
て
出
せ
な
い
。
ま
た
、
携
帯

電
話
で
使
う
電
磁
波
を
こ
こ
に
出
し
て
下
さ
い
と
言
っ
て
も
、
見
え

な
い
か
ら
出
し
よ
う
が
な
い
の
で
す
。
見
え
な
い
け
れ
ど
も
あ
る
の

で
す
。
金
子
み
す
ず
の
童
謡
で
言
っ
て
い
る
こ
と
と
同
じ
な
の
で

す
。
童
謡
「
星
と
た
ん
ぽ
ぽ
」
で
は
、
昼
の
星
は
、
昼
は
見
え
な
い

け
れ
ど
、
夜
に
な
る
と
星
が
見
え
て
き
ま
す
。
携
帯
電
話
の
電
磁
波

は
、
見
え
な
い
け
れ
ど
別
の
携
帯
電
話
で
受
信
で
き
て
音
声
と
し
て

聞
こ
え
ま
す
。
実
は
“
い
の
ち
”
を
思
う
と
き
、
こ
れ
と
似
た
よ
う

な
こ
と
が
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　
「
娘
・
真
理
子
は
ど
こ
に
逝
っ
た
の
だ
ろ
う
」
と
悶
々
と
娘
の
こ

と
を
思
っ
て
い
る
と
、
次
の
よ
う
な
事
実
に
行
き
当
た
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
私
が
結
婚
す
る
前
に
は
、
娘
は
世
の
中
の
ど
こ
に
も
い
な

か
っ
た
。
そ
し
て
、
昭
和
五
十
四
年
に
二
女
と
し
て
生
ま
れ
て
き

て
、
私
た
ち
と
二
十
年
間
一
緒
に
暮
し
、
死
ん
で
い
っ
た
。
だ
か

ら
、
今
は
こ
の
世
の
中
の
ど
こ
に
も
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ

れ
は
、
昼
の
星
の
よ
う
に
、
最
初
に
娘
の
い
の
ち
が
見
え
な
か
っ

た
。
そ
し
て
夜
の
星
の
よ
う
に
、
生
ま
れ
て
き
て
見
え
る
よ
う
に

な
っ
た
。
ま
た
昼
が
来
て
星
が
見
え
な
く
な
っ
た
。
娘
が
死
ん
で

い
っ
た
。
つ
ま
り
、
い
の
ち
が
無
（
空
と
も
言
え
る
）
か
ら
出
て
き

て
実
在
（
色
と
も
言
え
る
）
と
な
り
、
実
在
（
色
）
か
ら
無
（
空
）

へ
と
帰
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
般
若
心
経
に
は
、
有
名
な

語
句
「
色
即
是
空　

空
即
是
色
」
が
あ
り
ま
す
。
並
べ
か
え
て
「
空

即
是
色　

色
即
是
空
」
と
す
れ
ば
、
空
か
ら
色
、
色
か
ら
空
と
展
開

し
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

私
達
は
、
ふ
だ
ん
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
に
“
い
の
ち
”
と
い
う
言

葉
を
使
っ
て
い
ま
す
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
）
に
よ
る
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と
、
い
の
ち
の
意
味
は
六
つ
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　

①
人
間
や
生
物
が
生
存
す
る
た
め
の
も
と
の
力
と
な
る
も
の
。

古
事
記
で
は
、「
伊
能
知
（
イ
ノ
チ
）」
と
書
き
、
万
葉
集
で

は
、「
伊
乃
知
（
イ
ノ
チ
）」
と
書
か
れ
て
い
る
。
②
生
涯
。
一

生
。
生
き
て
い
る
間
。
③
運
命
。
天
命
。「
命
な
り
け
り
」
と

い
う
使
い
方
を
す
る
。
④
唯
一
の
た
の
み
。
唯
一
の
よ
り
ど
こ

ろ
。
⑤
そ
の
も
の
独
特
の
よ
さ
。
真
髄
。
⑥
男
女
心
中
の
入
れ

墨
の
文
字
〔
命
〕。

　

こ
れ
か
ら
“
い
の
ち
”
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、
①
と
③
は
い
わ

ば
、“
見
え
な
い
い
の
ち
”
で
あ
り
、
②
と
④
と
⑤
と
⑥
は
い
わ

ば
、“
見
え
る
い
の
ち
”
と
い
え
ま
す
。

　

ま
た
、
語
源
説
に
つ
い
て
は
、
八
つ
の
説
が
あ
り
ま
す
。

　
　

①
イ
ノ
ウ
チ
（
息
内
）・
イ
ノ
チ
（
気
内
）
の
義
。
ま
た
イ
キ

ノ
ウ
チ
（
息
内
）
の
約
。
②
イ
キ
ノ
ウ
チ
（
生
内
）
の
約
。
③

イ
ノ
チ
（
息
路
）
の
義
か
。
④
イ
ノ
チ
（
息
続
）
の
意
。
⑤
イ

キ
ネ
ウ
チ
（
生
性
内
）
の
約
。
⑥
イ
ノ
キ
（
胃
気
）
の
転
声
。

⑦
イ
ノ
チ
（
息
力
）
の
義
か
。
⑧
イ
ノ
チ
（
生
霊
）
の
義
。

　

こ
の
語
源
説
の
中
で
、
イ
キ
ノ
ウ
チ
（
息
内
）
は
、
直
接
的
に
明

快
に
い
の
ち
に
つ
い
て
語
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
人
間
は
、
生
ま
れ

る
と
き
「
オ
ギ
ャ
ー
」
と
い
う
声
で
息
を
吐
き
（
呼
）、
死
ぬ
の
は

「
息
を
引
き
取
る
」
と
言
う
、
だ
か
ら
死
ぬ
と
き
は
息
を
吸
う
（
吸
）

わ
け
で
す
。
従
っ
て
、
生
き
て
い
る
こ
と
つ
ま
り
「
見
え
る
い
の

ち
」
と
は
、
ま
さ
し
く
呼
吸
を
し
て
い
る
息
の
あ
る
内
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
“
い
の
ち
”
に
は
主
と
し
て
二
つ
の
意
味
が
あ
り
ま

す
。
第
一
に
は
、「
生
物
が
い
き
て
い
く
た
め
の
も
と
の
力
と
な
る

も
の
」（
見
え
な
い
い
の
ち
）
で
す
。
第
二
に
は
、「
生
き
て
い
る

間
、
生
涯
、
一
生
」（
見
え
る
い
の
ち
）
で
す
。

　

解
剖
学
者
の
三
木
成
夫
は
、“
見
え
な
い
い
の
ち
”
に
つ
い
て
、

「
生
物
に
は
親
子
代
々
の
連
続
が
あ
る
。
お
よ
そ
現
代
ま
で
四
十
億

年
の
連
続
で
、
親
か
ら
子
へ
、
子
か
ら
孫
へ
、
孫
か
ら
曾
孫
へ
と
波

状
に
伝
わ
っ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
（
図
１
参
照
）。
そ
の
よ
う
な
波

を
も
た
ら
す
源
と
し
て
の
い
の
ち
（
生
物
を
連
続
さ
せ
て
い
く
も
と

に
な
る
力
）
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
の
命
は
、
父
母
か
ら
誕
生
し
、
そ
の
父
母
は
祖
父
母
か
ら

誕
生
し
、そ
し
て
祖
父
母
は
、曾
祖
父
母
か
ら
誕
生
し
て
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
遡
っ
て
ゆ
く
と
十
代
前
で
一
〇
二
四
人
も
の
人
の
命
が

関
係
し
て
い
ま
す
。
百
代
前
で1.26765

×10
30

人
も
の
莫
大
な
人

の
命
が
関
係
し
て
い
ま
す
。
一
代
を
三
十
年
と
仮
定
す
る
と
、
百
代
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前
と
は
、
三
千
年
前
で
あ
り
、
古

代
の
文
明
が
あ
っ
た
時
代
で
す
。

さ
ら
に
遡
っ
て
、
ほ
乳
動
物
の
中

の
霊
長
類
に
分
類
さ
れ
る
生
物
が

出
現
し
た
の
は
、
今
か
ら
約
六
千

五
百
万
年
前
、
恐
竜
が
絶
滅
す
る

少
し
前
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

最
初
の
生
命
は
約
四
十
億
年

前
、
地
球
誕
生
か
ら
六
億
年
た
っ

た
頃
の
海
の
中
で
誕
生
し
た
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
材
料
と
な
っ

た
基
本
的
物
質
は
原
始
大
気
中
の

成
分
：
メ
タ
ン
、
ア
ン
モ
ニ
ア
、

二
酸
化
炭
素
な
ど
の
無
機
物
で
し

た
。
こ
れ
ら
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
加

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
命
の
素

材
は
作
ら
れ
た
の
で
す
。
エ
ネ
ル

ギ
ー
は
太
陽
光
、
雷
の
放
電
、
放

射
線
や
熱
、
紫
外
線
な
ど
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
す
。
こ
う
し
て
生
命
を
構
成
す
る
基
本
的

な
物
質
、
生
命
物
質
を
合
成
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
ア
ミ
ノ
酸
、
核
酸

塩
基
、
糖
や
炭
水
化
物
な
ど
の
有
機
物
で
す
。
反
応
が
起
っ
た
場
所

と
し
て
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
十
分
に
与
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
海

底
熱
水
噴
出
孔
や
隕
石
の
落
下
地
点
な
ど
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
て
で
き
た
生
命
物
質
は
雨
に
よ
っ
て
原
始
の
海
に
溶
け
込

み
、
原
始
ス
ー
プ
を
形
成
し
ま
し
た
。
原
始
ス
ー
プ
に
ご
ち
ゃ
ご

ち
ゃ
に
な
っ
て
海
の
中
を
漂
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
こ
れ
ら
の

物
質
が
反
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
の
生
物
は
生
ま
れ
た
の

で
す
。
生
命
は
、
あ
り
得
な
い
ほ
ど
の
極
小
の
確
率
で
、
物
質
粒
子

か
ら
誕
生
し
た
不
思
議
な
存
在
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
四
十
億
年
前
に
地
球
上
に
発
生
し
た
ひ
と
つ
の
生
命

は
、「
生
物
学
的
生
命
」
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
生
物
学
的
な
生
命

も
も
と
を
辿
れ
ば
無
生
物
の
中
つ
ま
り
物
質
の
中
か
ら
出
て
き
た
の

で
す
。
そ
の
物
質
は
、「
前
生
命
的
生
命
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
つ
ま

り
「
前
生
命
的
生
命
」
と
い
う
の
は
、
生
物
的
生
命
の
前
の
生
命
、

す
な
わ
ち
、
生
物
、
無
生
物
の
垣
根
を
と
り
は
ら
っ
た
生
命
で
す
。

生
命
の
生
命
と
し
て
の
ル
ー
ツ
を
辿
れ
ば
、
は
る
か
物
質
の
時
代
に

ま
で
遡
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
生
命
は
、
あ
る
時
を
境
に
し
て
生
ま

図１　いのちの波

生 成長 生殖 老

空

死
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れ
た
の
で
は
な
く
、
た
だ
、
宇
宙
の
始
ま
り
か
ら
、
あ
る
い
は
、
そ

れ
以
前
か
ら
あ
る
〈
命
〉
と
い
う
、
途
切
れ
る
こ
と
の
な
い
流
れ
の

中
に
現
わ
れ
た
も
の
だ
と
い
え
ま
す
。
そ
れ
が
、「
見
え
な
い
い
の

ち
」（
生
物
を
連
続
さ
せ
て
い
く
も
と
に
な
る
力
）
で
す
。

　
「
見
え
る
い
の
ち
」
す
な
わ
ち
限
ら
れ
た
個
体
が
存
在
し
続
け
て

い
る
間
が
生
命
な
の
で
は
な
く
、
明
滅
し
な
が
ら
、
生
ま
れ
変
わ
り

死
に
変
わ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
形
に
変
化
し
、
雲
と
な
り
、
水
と
な

り
、
空
気
と
な
り
、
山
と
な
り
、
川
と
な
り
、
あ
る
い
は
、
木
と
な

り
、
草
と
な
り
、
猿
と
な
り
、
人
間
と
な
り
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
現

象
と
し
て
現
わ
れ
な
が
ら
、
そ
の
「
見
え
な
い
い
の
ち
」
が
ず
っ
と

動
い
て
い
ま
す
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
「
見
え
る
い
の
ち
」
は
、
あ
り
得
な
い
ほ
ど
の

極
小
の
確
率
で
、
物
質
粒
子
か
ら
誕
生
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
私
た
ち

の
命
の
起
源
は
物
質
粒
子
で
す
。
物
質
は
、
物
理
学
の
対
象
で
あ

り
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
は
“
い
の
ち
”
に
つ
い
て
の
考

察
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
に
、“
い
の
ち
”
と
物
理
学
と

の
接
点
、
つ
ま
り
仏
教
と
物
理
学
と
の
接
点
が
あ
り
ま
す
。

Ⅲ
　
物
質
の
根
源
に
つ
い
て

　

私
た
ち
の
体
を
含
め
、
も
の
を
形
づ
く
っ
て
い
る
根
源
物
質
、
そ

こ
の
仕
組
み
を
探
求
す
る
の
が
、
現
代
物
理
学
の
中
の
素
粒
子
物
理

学
の
テ
ー
マ
で
あ
り
ま
す
。
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
水

素
や
酸
素
と
い
っ
た
元
素
・
原
子
の
考
え
方
が
確
立
し
、
十
九
世
紀

末
か
ら
二
十
世
紀
前
半
に
か
け
て
原
子
は
中
心
に
ほ
と
ん
ど
す
べ
て

の
質
量
を
占
め
る
原
子
核
が
あ
っ
て
周
囲
を
電
子
が
回
っ
て
い
る
こ

と
、
さ
ら
に
原
子
核
は
プ
ラ
ス
の
電
気
を
帯
び
た
陽
子
と
電
気
を
帯

び
て
い
な
い
中
性
子
か
ら
で
き
て
い
る
こ
と
が
実
験
的
に
解
明
さ
れ

ま
し
た
。

　

原
子
の
大
き
さ
は
一
億
分
の
一
セ
ン
チ
程
度
で
す
が
、
原
子
核
は

そ
の
さ
ら
に
一
万
分
の
一
で
、
一
兆
分
の
一
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
し
か
あ

り
ま
せ
ん
。
例
と
し
て
、
原
子
核
を
パ
チ
ン
コ
玉
と
す
る
と
、
電
子

は
ド
ー
ム
球
場
の
外
を
回
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

二
十
世
紀
後
半
に
入
っ
て
実
験
技
術
が
進
歩
す
る
と
、
陽
子
や
中

性
子
、
電
子
の
仲
間
と
見
ら
れ
る
微
粒
子
が
百
種
類
以
上
も
発
見
さ

れ
ま
し
た
。
現
在
で
は
、
陽
子
や
中
性
子
は
ク
オ
ー
ク
と
呼
ば
れ
る

基
本
粒
子
が
合
わ
さ
っ
て
で
き
た
複
合
粒
子
と
理
解
さ
れ
て
い
ま
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す
。
そ
し
て
小
林
・
益
川
理
論
で
、
物
質
は
六
種
類
の
ク
オ
ー
ク
と

電
子
の
仲
間
（
レ
プ
ト
ン
と
呼
ば
れ
る
）
六
種
類
で
で
き
て
い
る
と

予
言
さ
れ
、
実
験
的
に
も
検
証
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
業
績
に
よ
り
小

林
誠
氏
と
益
川
敏
英
氏
は
二
〇
〇
八
年
度
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
を
受

賞
さ
れ
ま
し
た
。

　

素
粒
子
研
究
の
他
の
側
面
、
そ
れ
は
宇
宙
の
歴
史
を
遡
る
こ
と
に

つ
な
が
り
ま
す
。
今
や
素
粒
子
物
理
学
と
壮
大
な
時
空
を
扱
う
宇
宙

物
理
学
は
一
体
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
宇
宙
は
一
三
七
億
年
前
の

大
爆
発
（
ビ
ッ
グ
バ
ン
）
で
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
（
図

２
参
照
）。
ビ
ッ
グ
バ
ン
発
見
を
境
に
、
悠
久
と
い
わ
れ
て
い
た
宇

宙
が
、
始
ま
り
の
あ
る
宇
宙
に
な
り
ま
し
た
。
宇
宙
の
最
初
は
一
千

兆
度
以
上
と
途
方
も
な
い
高
温
で
し
た
が
、
今
は
平
均
で
摂
氏
マ
イ

ナ
ス
二
七
〇
度
（
宇
宙
の
マ
イ
ク
ロ
波
背
景
放
射
の
観
測
に
よ
り
測

定
さ
れ
た
）
ま
で
冷
え
て
い
ま
す
。
宇
宙
の
歴
史
は
全
体
と
し
て
は

冷
え
続
け
る
歴
史
で
す
。
高
温
の
水
蒸
気
が
冷
え
る
と
、
液
体
の
水

に
な
り
、
や
が
て
固
体
の
氷
に
な
る
よ
う
に
、
宇
宙
誕
生
直
後
に
は

自
由
に
飛
び
回
っ
て
い
た
ク
オ
ー
ク
や
電
子
は
、
相
互
に
結
び
つ

き
、
陽
子
や
中
性
子
、
さ
ら
に
原
子
や
分
子
を
生
成
し
ま
す
。
そ
の

ク
オ
ー
ク
や
電
子
の
生
成
に
は
、
ビ
ッ
グ
バ
ン
に
よ
る
巨
大
な
エ
ネ

図２　ビッグバンから現在まで

現在

イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン

宇宙の開闢：ビッグバン
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ル
ギ
ー
を
持
つ
光
が
関
係
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、「
対
生
成
」
と

呼
ば
れ
る
現
象
で
、
実
験
で
も
確
か
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

光
を
一
カ
所
に
集
め
る
と
、
粒
子
と
そ
の
反
粒
子
が
同
時
に
対
で

で
き
ま
す
（
対
生
成
と
い
う
）。
電
子
に
対
す
る
陽
電
子
が
反
粒
子

の
例
で
、
質
量
や
帯
び
て
い
る
電
気
の
量
は
同
じ
で
す
が
、
電
子
の

持
つ
電
荷
が
マ
イ
ナ
ス
な
の
に
、
陽
電
子
は
プ
ラ
ス
の
電
荷
を
持
ち

ま
す
。
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
特
殊
相
対
性
理
論
の
中
で
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
と
質
量
は
、
同
等
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
ま
し
た
。
こ

れ
は
、E

＝m
c
2

（
Ｅ
：
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
ｍ
：
質
量
、
ｃ
：
光
速
度
）

と
い
う
有
名
な
式
で
示
せ
ま
す
。
だ
か
ら
、
光
か
ら
質
量
を
持
っ
た

粒
子
が
生
成
さ
れ
る
こ
と
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
形
態
が
変
化
す
る
だ

け
の
こ
と
で
す
。

　

対
生
成
は
宇
宙
が
三
億
度
に
冷
え
る
ま
で
盛
ん
に
起
き
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
粒
子
と
反
粒
子
が
出
合
う
と
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
光
（
光
子
）
の
形
で
出
し
て
ど
ち
ら
も
跡
形
も
な
く
消
え
る

（
対
消
滅
と
い
う
）。
対
で
生
ま
れ
、
対
で
消
え
る
だ
け
な
ら
、
何
も

残
ら
な
い
は
ず
で
す
が
、
実
際
に
は
私
た
ち
の
世
界
（
粒
子
だ
け
の

世
界
）
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
粒
子
と
反
粒
子
の
生
成
の
さ

れ
方
に
ご
く
わ
ず
か
な
違
い
（
非
対
称
性
、
対
称
性
の
破
れ
と
言
わ

れ
て
い
る
）
が
あ
り
、
粒
子
の
方
だ
け
が
生
き
残
っ
た
た
め
と
、
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
対
称
性
の
破
れ
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
八

年
度
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
受
賞
者
の
南
部
陽
一
郎
氏
の
指
摘
が
あ
り

ま
し
た
。
こ
の
非
対
称
性
こ
そ
が
宇
宙
、
そ
し
て
私
た
ち
が
存
在
で

き
た
根
本
理
由
で
す
。
従
っ
て
、
物
質
粒
子
は
、
光
か
ら
生
成
さ

れ
、
生
命
は
物
質
粒
子
か
ら
生
成
さ
れ
て
い
る
の
で
、
い
の
ち
の
根

源
は
、
光
で
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
根
源
的
な
光
は
、
旧
約
聖
書
の
創
世
記
に
あ
る
記
述
「
神
は

天
地
を
創
造
の
初
め
に
『
光
あ
れ
』
と
言
っ
て
い
る
」
こ
と
と
対
応

し
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
ま
た
、
大
無
量
寿
経
に
「
無
量
寿
仏

の
威
神
光
明
は
、
最
尊
第
一
に
し
て
、
諸
仏
の
光
明
の
及
ぶ
こ
と
あ

た
わ
ざ
る
な
り
。
こ
の
故
に
無
量
寿
仏
を
無
量
光
仏
、
無
辺
光
仏
、

無
碍
光
仏
、
無
対
光
仏
、
燄
王
光
仏
、
清
浄
光
仏
、
歓
喜
光
仏
、
智

慧
光
仏
、
不
断
光
仏
、
難
思
光
仏
、
無
称
光
仏
、
超
日
月
光
仏
と
号

す
」。
ま
た
、
無
量
寿
国
の
様
子
を
「
衆
宝
蓮
華
、
世
界
に
周
満
せ

り
、
一
一
の
宝
華
、
百
千
億
の
葉
あ
り
、
そ
の
華
の
光
明
、
無
量
種

の
色
あ
り
、
青
色
に
は
青
光
、
白
色
に
は
白
光
な
り
、
…
…
一
一
の

華
の
中
よ
り
三
十
六
百
千
億
の
光
を
出
す
、
…
…
」
と
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
ひ
か
り
か
ら
“
い
の
ち
”
が
で
き
た
た
め
、「
い
の
ち
の
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世
界
」
は
、
ひ
か
り
で
満
ち
溢
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ

う
で
す
。

　

物
理
的
な
光
は
、
電
磁
波
で
す
。
そ
の
主
要
な
ス
ペ
ク
ト
ル
は
、

六
種
類
：
─
電
波
─
赤
外
線
─
可
視
光
線
─
紫
外
線
─
Ｘ
線
─
ガ
ン

マ
線
─
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
一
応
の
分
け
方
で
、
例
え
ば
電
波

は
、
長
波
、
中
波
、
短
波
、
Ｖ
Ｈ
Ｆ
、
Ｕ
Ｈ
Ｆ
、
マ
イ
ク
ロ
波
な
ど

と
さ
ら
に
分
類
で
き
ま
す
。
こ
こ
ろ
の
世
界
の
ひ
か
り
は
、
十
二

光
：
─
無
量
光
─
無
辺
光
─
無
碍
光
─
無
対
光
─
燄
王
光
─
清
浄
光

─
歓
喜
光
─
智
慧
光
─
不
断
光
─
難
思
光
─
無
称
光
─
超
日
月
光
─

に
ま
と
め
て
あ
り
ま
す
。

Ⅳ
　“
い
の
ち
”
の
構
造

　

日
常
の
こ
と
を
よ
く
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
不
思
議
な
こ
と
が
本

当
に
多
い
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
す
。
金
子
み
す
ず
の
「
ふ
し

ぎ
」
と
い
う
詩
は
、
そ
の
こ
と
を
良
く
表
し
て
い
ま
す
。

　

実
は
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
今
こ
こ
に
自
分
が
あ
た
り
ま
え
の

よ
う
に
、
生
き
て
い
る
こ
と
が
最
大
の
不
思
議
で
す
。
こ
の
あ
た
り

ま
え
の
こ
と
は
、
実
は
「
見
え
な
い
い
の
ち
」
の
働
き
で
あ
る
わ
け

で
す
。

　

宗
教
者
で
、
こ
の
「
見
え
な
い
い
の
ち
」
を
空
気
に
よ
っ
て
直
接

的
に
感
得
さ
れ
た
人
が
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
人
は
、
臨
済
宗
妙
心
寺

派
の
管
長
や
花
園
大
学
学
長
を
さ
れ
た
山
田
無
文
老
師
（
一
九
〇
〇

〜
一
九
八
八
）
で
す
。
老
師
は
、
修
行
時
代
に
結
核
に
侵
さ
れ
、
自

宅
に
帰
ら
れ
て
療
養
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
頃
に
、
あ
る
朝
、
ふ

と
障
子
を
開
け
て
、
濡
れ
縁
に
出
ら
れ
た
時
に
、
一
陣
の
風
を
感
じ

ら
れ
た
瞬
間
に
抱
か
れ
た
想
い
を
次
の
詩
に
託
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
「
大
い
な
る
も
の
に
抱
か
れ
あ
る
こ
と
を
、
今
朝
吹
く
風
の
涼

し
さ
に
知
る
。」

　

こ
の
時
、
無
文
老
師
は
、「
人
は
決
し
て
自
分
一
人
で
生
き
て
い

不
思
議
（
金
子
み
す
ず
作
詞
）

わ
た
し
は
、
不
思
議
で
た
ま
ら
な
い

黒
い
雲
か
ら
降
る
雨
が
、
銀
に
光
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
た
し
は
、
不
思
議
で
た
ま
ら
な
い

青
い
桑
の
は
食
べ
て
い
る
か
い
こ
が
、
白
く
な
る
こ
と
が

わ
た
し
は
、
不
思
議
で
た
ま
ら
な
い

誰
も
い
じ
ら
ぬ
夕
顔
が
、
一
人
で
ぱ
ら
り
と
ひ
ら
く
の
が

わ
た
し
は
、
不
思
議
で
た
ま
ら
な
い

誰
に
聞
い
て
も
、
笑
っ
て
て
、
あ
た
り
ま
え
だ
と
い
う
こ
と
が
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る
の
で
は
な
い
。
大
き
な
力
に
生
か
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
る
」
こ
と

を
実
感
さ
れ
、「
あ
あ
す
ま
ん
こ
と
で
し
た
。
も
っ
た
い
な
い
こ
と

で
あ
っ
た
」
と
、
と
め
ど
も
な
く
歓
喜
の
涙
を
流
さ
れ
た
と
の
こ
と

で
す
。
こ
の
「
大
い
な
る
も
の
」
は
、
実
は
「
見
え
な
い
い
の
ち
」

で
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
詩
が
で
き
る
直
前
に
無
文
老
師
は
、

「『
い
っ
た
い
風
と
は
何
だ
ろ
う
』。
そ
の
時
ふ
と
そ
ん
な
考
え
が
わ

た
く
し
の
心
に
う
か
ん
だ
の
で
す
。『
空
気
が
う
ご
い
て
い
る
ん

だ
』。
わ
た
く
し
は
自
分
に
そ
う
答
え
ま
し
た
。『
空
気
！　

そ
う

だ
！　

空
気
と
言
う
も
の
が
あ
っ
た
ん
だ
な
あ
』。
わ
た
く
し
は
そ

う
思
っ
た
と
た
ん
大
き
な
鉄
の
棒
で
ぐ
わ
ん
と
背
中
を
た
た
き
の
め

さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
眼
が
ぐ
ら
つ
き
、
体
が
よ
ろ
め
い

て
、
坐
っ
て
は
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
気
持
で
し
た
。『
空
気
が
あ
っ

た
ん
だ
』
と
気
が
つ
く
と
同
時
に
、
と
め
ど
も
な
く
涙
が
に
じ
ん
で

く
る
の
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
永
久
に
忘
れ

ら
れ
な
い
感
激
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、「
一
日
と
い
い
た
い

が
五
分
間
、
い
や
一
分
間
で
も
そ
れ
が
な
く
て
は
生
き
て
い
ら
れ
な

い
大
切
な
空
気
、
そ
ん
な
大
切
な
空
気
に
、
生
ま
れ
お
ち
て
か
ら
今

日
ま
で
、
夜
と
な
く
昼
と
な
く
、
や
す
み
な
く
抱
か
れ
て
お
っ
た
の

で
す
。
働
い
て
い
る
と
き
も
遊
ん
で
い
る
と
き
も
、
寝
て
い
る
と
き

も
、
こ
ち
ら
は
空
気
な
ど
と
思
っ
た
こ
と
も
な
い
の
に
、
空
気
の
ほ

う
は
わ
た
く
し
を
わ
す
れ
ず
に
、
し
っ
く
り
と
抱
き
し
め
て
い
て
く

れ
た
の
で
す
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

無
文
老
師
は
、
風
（
空
気
）
に
「
見
え
な
い
い
の
ち
」
を
感
じ
ら

れ
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
は
生
命
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
私
た

ち
の
呼
吸
と
な
っ
て
「
い
き
」
す
る
時
、
そ
れ
が
私
た
ち
自
身
の

「
い
き
」
る
根
源
と
な
り
、
い
わ
ゆ
る
「
生
き
る
」
こ
と
は
「
い
き

（
呼
吸
）
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
生
命
の
根
源
「
見
え
な
い
い
の

ち
」
と
一
つ
に
連
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
私
た
ち
は
、
生

き
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

臨
済
宗
で
中
心
と
な
る
の
は
、
臨
済
禅
師
の
提
唱
を
収
録
し
た
臨

済
録
で
す
。
そ
の
中
に
「
上
堂
。
赤
肉
団
上
に
一
無
位
の
真
人
あ

り
。
常
に
汝
等
の
面
門
よ
り
出
入
す
。
未
だ
証
拠
せ
ざ
る
者
は
看
よ

看
よ
」
と
い
う
提
唱
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、「
赤
肉
団
上
（
肉
体

の
上
）
に
一
無
位
の
真
人
が
居
る
。
何
時
も
君
た
ち
の
面
門
（
六
根

を
門
と
し
て
）
よ
り
出
入
り
し
て
い
る
。
ま
だ
見
た
こ
と
の
な
い
者

は
、
さ
あ
看
よ
！
」
と
い
う
も
の
で
す
。
考
え
て
み
る
に
、
私
た
ち

は
呼
吸
を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
が
生
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

呼
吸
で
出
入
り
し
て
い
る
の
は
、
空
気
で
あ
る
。
だ
か
ら
空
気
が
一
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無
位
の
真
人
そ
の
も
の
で
あ
る
と
な
る
。
す
な
わ
ち
空
気
が
「
見
え

な
い
い
の
ち
」
で
あ
り
、
如
来
様
で
あ
り
、
如
来
様
は
常
に
内
在
し

て
お
ら
れ
る
と
同
時
に
超
越
し
、
私
達
を
大
き
く
包
み
込
ん
で
お
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
一
無
位
の
真
人
は
、
別
の
言
葉
で
い
え
ば
、
仏

性
、
霊
性
、
本
来
の
面
目
あ
る
い
は
正
法
眼
蔵
と
言
っ
て
も
い
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

宇
宙
に
は
、「
見
え
な
い
い
の
ち
」
と
「
見
え
る
い
の
ち
」
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
働
き
か
ら
い
え
ば
、「
抱
く
も
の
」
と
「
抱
か
れ

る
も
の
」
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

　

世
の
中
に
は
、
目
に
見
え
な
い
も
の
が
、
多
く
あ
り
ま
す
。
例
え

ば
無
文
老
師
が
感
激
さ
れ
た
空
気
で
す
。
息
が
で
き
る
の
は
、
空
気

が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
が
私
達
を
生
か
し
て
い
る
“
い
の
ち
の

根
源
”
で
あ
り
、“
見
え
な
い
い
の
ち
”
と
い
え
ま
す
。
地
球
上
で

の
空
気
の
組
成
は
、
酸
素
が
二
一
％
、
窒
素
が
七
八
％
で
残
り
の

一
％
が
希
ガ
ス
で
す
。
こ
の
割
合
は
、
六
億
年
前
か
ら
ほ
と
ん
ど
変

化
し
て
い
な
い
そ
う
で
す
。
も
し
酸
素
の
割
合
が
少
な
く
な
っ
た

ら
、
人
間
は
、
空
気
の
希
薄
な
高
い
山
で
は
、
高
山
病
に
な
る
例
で

わ
か
る
よ
う
に
、
す
ぐ
に
呼
吸
器
系
の
病
気
に
な
り
ま
す
。
そ
し

て
、
人
類
は
呼
吸
困
難
に
陥
り
、
自
滅
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま

た
、
逆
に
酸
素
の
割
合
が
増
加
し
た
ら
、
ほ
ん
の
少
し
の
火
花
で
、

発
火
し
ま
す
。
だ
か
ら
風
に
ゆ
れ
る
木
ど
う
し
の
摩
擦
で
摩
擦
熱
が

発
生
し
す
ぐ
に
発
火
し
て
し
ま
う
た
め
、
地
球
上
の
も
の
は
、
す
べ

て
焼
き
尽
く
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
動
物
が
、
呼
吸
に

よ
り
酸
素
を
大
量
に
消
費
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
酸
素
が
常

に
二
一
％
に
保
た
れ
て
い
る
の
は
、
緑
色
植
物
が
光
合
成
に
よ
り
、

酸
素
を
常
に
供
給
し
て
い
る
た
め
で
す
。
さ
ら
に
動
物
は
、
呼
吸
に

よ
り
二
酸
化
炭
素
を
排
出
し
て
、
植
物
の
光
合
成
の
役
に
立
っ
て
い

る
。
地
球
上
で
は
、
酸
素
が
常
に
二
一
％
に
保
た
れ
て
い
る
平
衡
状

態
に
あ
る
わ
け
で
、
一
定
の
範
囲
内
で
恒
常
性
（
ホ
メ
オ
ス
タ
シ

ス
）
を
保
っ
て
い
ま
す
。
生
命
体
は
恒
常
性
を
保
っ
て
い
ま
す
の

で
、
地
球
は
一
種
の
生
命
体
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　

生
命
体
で
あ
る
人
間
の
身
体
は
、
恒
常
性
を
保
っ
て
生
き
て
い
ま

す
。
例
え
ば
、
体
温
・
血
圧
・
血
糖
値
な
ど
の
各
種
体
液
成
分
あ
る

い
は
、
身
体
の
成
長
な
ど
、
さ
ら
に
こ
れ
以
外
の
無
数
の
要
素
を
無

意
識
の
う
ち
に
正
常
に
保
つ
多
く
に
制
御
機
能
が
、
身
体
に
備
わ
っ

て
い
ま
す
。
た
と
え
そ
れ
ら
の
制
御
機
能
の
う
ち
の
一
つ
に
異
常
を

き
た
し
て
も
、
人
間
に
は
す
ぐ
に
致
命
的
な
不
都
合
が
生
じ
て
き
ま

す
。
ま
た
、
体
温
の
制
御
機
能
だ
け
を
考
え
て
み
て
も
、
そ
の
設
計
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思
想
の
す
ば
ら
し
さ
、
複
雑
さ
、
精
密
さ
は
、
お
ど
ろ
く
ば
か
り
で

す
。
そ
れ
と
同
じ
も
の
を
現
代
の
最
先
端
の
科
学
の
力
で
作
ろ
う
と

思
っ
て
も
、
お
そ
ら
く
不
可
能
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
人
間
だ
け
で

は
な
く
、
動
物
も
植
物
も
、
生
命
体
は
す
べ
て
、
そ
し
て
無
生
物
の

地
球
も
、
そ
の
よ
う
な
す
ば
ら
し
い
制
御
機
能
を
持
っ
て
生
き
て
い

る
「
生
命
体
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
誰
が
一
体
こ
の
よ
う
な

生
命
体
を
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
生
命
科
学
者
の

村
上
和
雄
（
一
九
九
七
）
は
、
そ
れ
を
「
サ
ム
シ
ン
グ
・
グ
レ
ー
ト

（
偉
大
な
る
何
者
か
）」
と
名
付
け
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
す
な
わ
ち

「
見
え
な
い
い
の
ち
」
で
す
。
こ
の
村
上
氏
は
、
科
学
者
と
し
て
、

遺
伝
子
を
研
究
す
る
中
で
、「
見
え
な
い
い
の
ち
」
を
感
得
さ
れ
て

い
ま
す
。
サ
ム
シ
ン
グ
・
グ
レ
ー
ト
は
、
人
間
の
親
の
親
、
そ
の
ま

た
親
の
親
と
遡
っ
て
、
生
命
の
も
と
の
も
と
か
ら
創
っ
た
「
生
命
の

親
」
で
あ
り
、「
生
命
の
設
計
図
」
を
書
い
て
く
れ
た
大
自
然
の
偉

大
な
力
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
ま
す
。

　

地
球
が
ひ
と
つ
の
生
命
体
な
ら
ば
、
そ
の
中
に
存
在
す
る
す
べ
て

の
も
の
は
、
い
の
ち
が
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
存
在
す
る
も
の
す

べ
て
の
中
に
サ
ム
シ
ン
グ
・
グ
レ
ー
ト
が
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
を
、
金
子
み
す
ず
は
、「
は
ち
と
神
様
」
と
い
う
童
謡
詩

で
歌
っ
て
い
ま
す
。

は
ち
と
神
さ
ま
（
金
子
み
す
ず
作
詞
）

は
ち
は
お
花
の
な
か
に
、
お
花
は
お
庭
の
な
か
に
、

お
庭
は
土
塀
の
な
か
に
、

土
塀
は
町
の
な
か
に
、
町
は
日
本
の
な
か
に
、

日
本
は
世
界
の
な
か
に
、
世
界
は
神
さ
ま
の
な
か
に

そ
う
し
て
、
そ
う
し
て
、

神
さ
ま
は
小
ち
ゃ
な
は
ち
の
な
か
に

　

こ
の
詩
の
中
の
神
様
は
サ
ム
シ
ン
グ
・
グ
レ
ー
ト
で
あ
る
と
い
え

ま
す
。
こ
の
詩
の
よ
う
に
、
超
越
的
な
存
在
が
個
と
一
つ
に
な
っ
て

働
い
て
く
る
こ
と
、
外
か
ら
働
き
か
け
る
者
が
内
か
ら
湧
き
出
て
く

る
構
造
、
こ
の
よ
う
な
自
己
相
似
的
な
こ
と
を
「
フ
ラ
ク
タ
ル
」
と

い
い
ま
す
。
実
は
、
自
然
界
や
人
間
界
の
あ
ら
ゆ
る
成
り
立
ち
、
物

の
形
状
か
ら
政
治
・
経
済
・
文
化
な
ど
の
社
会
現
象
に
至
る
ま
で
、

フ
ラ
ク
タ
ル
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
最
近
発
見
さ
れ
て
、
注
目
を
集

め
て
い
ま
す
。

　

ビ
ッ
グ
バ
ン
に
よ
り
、
す
さ
ま
じ
い
勢
い
で
膨
張
す
る
宇
宙
は
、

次
第
に
温
度
を
下
げ
、
光
の
し
ず
く
は
、
物
質
の
も
と
に
な
る
原
子
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に
姿
を
変
え
る
。
そ
れ
ら
が
渦
巻
く
宇
宙
の
霧
か
ら
星
が
生
ま
れ
、

星
は
光
り
輝
く
過
程
で
、
私
た
ち
の
命
の
材
料
と
な
る
す
べ
て
の
物

質
を
合
成
す
る
。
や
が
て
、
燃
料
を
使
い
果
た
し
た
星
は
、
急
速
に

収
縮
し
て
、
大
爆
発
を
起
こ
す
。
そ
う
し
て
宇
宙
に
ば
ら
ま
か
れ
た

小
さ
な
星
の
か
け
ら
か
ら
、
太
陽
が
で
き
、
そ
し
て
地
球
が
で
き
、

さ
ら
に
私
た
ち
生
命
体
が
誕
生
し
ま
し
た
。

　

光
か
ら
す
べ
て
の
も
の
が
生
ま
れ
て
き
た
と
い
う
こ
の
誕
生
の
あ

り
方
か
ら
、
す
べ
て
の
も
の
は
、
フ
ラ
ク
タ
ル
構
造
を
も
つ
こ
と
が

推
定
さ
れ
ま
す
。

　
「
フ
ラ
ク
タ
ル
」
は
、
マ
ン
デ
ブ
ロ
に
よ
り
最
初
に
、「
部
分
と
全

体
が
同
じ
形
と
な
る
自
己
相
似
性
を
示
す
図
形
（
拡
大
し
て
も
縮
め

て
み
て
も
同
じ
形
が
現
わ
れ
る
図
形
）」
を
意
味
し
て
、
提
唱
さ
れ

ま
し
た
。
そ
れ
が
現
在
は
、
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
拡
大
解
釈
さ

れ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
こ
こ
十
年
で
、
驚
く
ほ
ど
多
種
多

様
な
現
象
が
「
フ
ラ
ク
タ
ル
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
解
明
さ
れ
て

き
ま
し
た
。

　

あ
ら
ゆ
る
も
の
は
「
フ
ラ
ク
タ
ル
」
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
最
も

わ
か
り
や
す
い
例
が
地
形
で
す
。
ま
ず
、
リ
ア
ス
式
海
岸
を
大
き
く

俯
瞰
し
て
写
真
を
撮
り
ま
す
。
次
に
、
小
さ
い
部
分
を
ど
ん
ど
ん
拡

大
し
て
い
っ
て
写
真
を
撮
る
。
そ
う
し
て
撮
っ
た
小
さ
い
部
分
の
拡

大
写
真
と
、
最
初
に
撮
っ
た
俯
瞰
写
真
と
が
、
非
常
に
似
て
い
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
地
形
も
「
フ
ラ
ク
タ
ル
」
に
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
、
数
学
的
に
処
理
す
る
と
同
じ
フ
ラ
ク
タ
ル
次
元

の
数
式
で
表
さ
れ
る
こ
と
が
証
明
で
き
ま
す
。
自
然
と
い
う
の
は
、

す
べ
て
自
己
相
似
型
に
な
っ
て
い
ま
す
。
植
物
で
は
シ
ダ
類
の
葉
は

フ
ラ
ク
タ
ル
構
造
を
し
て
い
る
。
ロ
シ
ア
人
形
の
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ

も
フ
ラ
ク
タ
ル
構
造
を
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
原
子
の
構
造
と
太
陽
系
の
構
造
が
フ
ラ
ク
タ
ル
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
大
き
な
も
の
の
構
造
が
極
小
の
も
の
の
構
造
と
類
似
し
て
い

る
。
原
子
の
構
造
は
、
そ
の
中
心
に
原
子
核
が
あ
り
、
周
り
を
電
子

が
Ｋ
、
Ｌ
、
Ｍ
、
Ｎ
殻
等
の
軌
道
上
を
回
転
し
て
い
る
。
太
陽
系

は
、
そ
の
中
心
に
太
陽
が
あ
り
、
そ
の
周
囲
を
水
星
、
金
星
、
地

球
、
火
星
、
木
星
、
土
星
、
天
王
星
、
海
王
星
が
回
転
し
て
い
る
。

当
然
、
人
間
も
自
然
の
一
部
、
宇
宙
の
一
部
で
あ
る
の
で
、
や
は
り

「
フ
ラ
ク
タ
ル
」
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
次
に
例

を
あ
げ
ま
す
。

　

第
一
例
は
、
人
間
発
生
の
「
フ
ラ
ク
タ
ル
」
に
つ
い
て
で
す
。
四

億
年
の
系
統
発
生
を
人
間
の
胎
児
は
八
日
間
で
繰
り
返
す
。
こ
れ
は
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す
べ
て
の
動
物
に
つ
い
て
い
え
る
こ

と
で
あ
り
、
中
で
も
特
に
哺
乳
類
で

顕
著
に
な
っ
て
い
ま
す
。
す
な
わ

ち
、
生
命
発
生
の
プ
ロ
セ
ス
（
赤

ち
ゃ
ん
誕
生
ま
で
の
母
体
内
で
の
経

過
）
と
地
球
上
の
生
命
進
化
の
プ
ロ

セ
ス
が
相
似
で
す
。
つ
ま
り
、
時
間

的
に
フ
ラ
ク
タ
ル
で
す
。
人
間
は
、

そ
の
内
側
に
地
球
上
の
生
命
誕
生
の

歴
史
を
織
り
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
人
間
の
場
合
は
、
受
精
後

三
十
二
日
目
で
「
鰓さ

い

裂れ
つ

」
と
い
っ

て
、
え
ら
の
後
ろ
に
見
ら
れ
る
よ
う

な
裂
け
目
が
胎
児
に
で
き
る
。
こ
れ

は
ち
ょ
う
ど
、
古
代
の
軟
骨
類
の
よ

う
な
、
魚
の
よ
う
な
形
に
な
る
。
そ

れ
か
ら
三
十
四
日
目
に
は
、
鼻
が
す

ぐ
口
に
抜
け
る
よ
う
な
、
要
す
る
に

両
生
類
的
な
特
色
が
見
え
ま
す
。
さ

ら
に
、
三
十
六
日
目
ぐ
ら
い
に
な
る
と
原
始
爬
虫
類
に
な
り
、
三
十

八
日
目
ぐ
ら
い
に
肺
が
で
き
て
き
て
、
原
始
哺
乳
類
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
四
十
日
目
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
、
何
と
な
く
人
間
か
な
、
と
い

う
感
じ
に
な
っ
て
き
ま
す
。
従
っ
て
母
体
内
で
八
日
間
に
、
魚
↓
両

生
類
↓
爬
虫
類
↓
哺
乳
類
↓
そ
し
て
人
間
と
い
う
四
億
年
分
の
進
化

の
プ
ロ
セ
ス
を
経
ま
す
。
母
体
が
悪つ
わ
り阻
で
苦
し
い
と
い
う
の
は
、
鰓え
ら

呼
吸
か
ら
肺
呼
吸
へ
変
化
す
る
時
期
で
あ
る
と
の
こ
と
で
す
。
こ
れ

か
ら
、
人
間
は
す
べ
て
の
生
物
の
い
の
ち
を
内
蔵
し
て
い
る
と
い
え

ま
す
（
図
３
参
照
）。

　

第
二
例
は
、
人
間
の
体
そ
の
も
の
も
、
よ
く
観
察
す
る
と
「
フ
ラ

ク
タ
ル
」
に
な
っ
て
い
ま
す
。
図
４
は
、「
オ
リ
キ
ュ
ロ
セ
ラ
ピ
ー
」

（
耳
介
療
法
）
で
使
わ
れ
る
耳
の
ツ
ボ
に
相
当
す
る
と
こ
ろ
を
示
す

も
の
で
す
。
例
え
ば
、
胃
が
悪
い
と
き
は
、
耳
の
胃
に
相
当
す
る
部

分
に
鍼
を
打
つ
と
胃
が
治
る
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
は
、
耳
に
全

身
が
射
影
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
て
古
く
考
え
出
さ

れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
耳
の
中
に
小
さ
な
人
間
が
い
る
と
い
う
フ
ラ

ク
タ
ル
構
造
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
中
国
の
古
い
気
功
の
一
つ
に
、「
足
芯
道
」
と
い
う
も
の

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
内
臓
の
具
合
が
悪
い
と
、
足
の
裏
の
そ
の

図３　受精後32日から56日の胎児

受精後32日
（妊娠７週初）

受精後35日
（妊娠７週後）

受精後44日
（妊娠９週初）

受精後48日
（妊娠９週後）

受精後56日
（妊娠10週後）
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内
臓
に
相
当
す
る
部
分
│
│
反
射
区
と
い
わ
れ
て
い
る
│
│
が
こ
わ

ば
っ
て
く
る
の
で
、
そ
こ
を
も
み
ほ
ぐ
す
と
内
臓
の
悪
い
と
こ
ろ
が

治
る
と
い
う
も
の
で
す
。
例
え
ば
、
胃
が
悪
い
と
胃
の
反
射
区
が
、

肝
臓
が
悪
い
と
肝
臓
の
反
射
区
が
そ
れ
ぞ
れ
こ
わ
ば
っ
て
く
る
の

で
、
そ
の
こ
わ
ば
っ
た
と
こ
ろ
を
も
み
ほ
ぐ
す
と
、
悪
か
っ
た
胃
や

肝
臓
が
治
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い

え
ば
、
人
間
の
体
の
す
べ
て
が
足
の
裏
に
「
フ
ラ
ク
タ
ル
的
」
に
投

射
さ
れ
て
い
る
と
い
え
ま
す
（
図
５
参
照
）。

　

さ
ら
に
、
人
間
の
体
の
す
べ
て
が
背
骨
に
射
影
さ
れ
て
い
る
、
と

い
う
理
論
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
が
、
ア
メ
リ
カ
の
Ｄ
・
Ｄ
・
パ
ー

マ
ー
が
始
め
た
と
い
わ
れ
て
い
る
「
カ
イ
ロ
プ
ラ
ク
テ
ィ
ク
ス
」
と

い
う
療
法
で
す
。
病
気
に
な
る
と
背
骨
に
ず
れ
が
生
じ
る
か
ら
、
そ

の
背
骨
の
ず
れ
を
治
せ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
病
気
が
治
る
、
と
い
う
の
が

「
カ
イ
ロ
プ
ラ
ク
テ
ィ
ク
ス
」
で
す
（
図
６
参
照
）。

　

こ
の
よ
う
な
例
か
ら
、
人
間
の
身
体
が
フ
ラ
ク
タ
ル
構
造
を
し
て

い
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
ま
す
。
従
っ
て
、
ど
ん
な
に
小
さ
な
と
こ
ろ

で
で
も
、
人
間
の
全
身
の
状
態
と
い
う
も
の
が
わ
か
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。
人
間
に
限
ら
ず
、
生
物
と
い
う
も
の
は
す
べ
て
、
遺
伝
子

に
よ
っ
て
発
生
し
て
い
ま
す
。
従
っ
て
、
人
間
の
一
個
の
細
胞
の
中

図４　耳の中の小さな人間図５　足の中の小さな人間

指
手
手首

足（E）
膝（E）

尻（E）

腎臓（E）

性器

前立腺
膀胱
直腸
腎臓

膵臓、胆のう
大・小腸
胃
食道
喉

肝臓
心臓
肺
脾臓

脳下垂体

視床（E）
大脳皮質（E）

腹
肘
背（下部）
胸
背（上部）
肩

うなじ
喉

後頭部
顎

歯
顔

眼

Ｃ＝中国式
Ｅ＝ヨーロッパ式

尻（C）
膝（C）
足（C）
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の
遺
伝
子
に
は
、
全
身
の
設
計
図
や
全
身
の
機
能
な
ど
に
つ
い
て
の

情
報
が
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
遺
伝
子
の
情
報
を
全
部
読
み
取
ろ
う

と
い
う
「
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
計
画
（
ヒ
ト
の
ゲ
ノ
ム
の
全
塩
基
配
列
を
解

析
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）」
が
二
〇
〇
三
年
に
完
了
し
ま
し
た
。

　

今
後
こ
れ
を
基
に
研
究
が
進
め
ば
、
一
個
の
細
胞
か
ら
今
の
全
身

の
状
況
が
わ
か
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

人
間
の
体
そ
の
も
の
が
「
フ
ラ
ク
タ
ル
」
な
存
在
で
あ
る
と
い
う

三
つ
の
例
を
述
べ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
人
間
の
「
こ
こ
ろ
」
そ
の

も
の
に
つ
い
て
も
、
フ
ラ
ク
タ
ル
的
で
あ
る
こ
と
が
、
す
で
に
仏
典

の
中
で
示
唆
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
華
厳
経
の
中
の
如
来
昇
兜

率
天
宮
一
切
宝
殿
品
に
因い

ん

陀だ

羅ら

網も
う

と
し
て
、
そ
の
様
子
が
詳
し
く
書

か
れ
て
い
ま
す
。
因
陀
羅
と
は
、
帝
釈
天
の
こ
と
を
意
味
し
、
仏
法

の
守
護
神
で
あ
る
帝
釈
天
の
宮
殿
で
あ
る
帝
釈
天
宮
に
、
そ
れ
を
荘

厳
す
る
た
め
に
幾
重
に
も
重
な
り
合
う
よ
う
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た

網
の
こ
と
を
因
陀
羅
網
と
い
い
ま
す
。
そ
の
網
目
一
つ
一
つ
の
結
び

目
に
宝
珠
が
つ
け
ら
れ
て
い
て
、
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
そ
れ
ら
が

光
り
輝
き
、
互
い
に
照
ら
し
映
し
合
い
、
さ
ら
に
映
し
合
っ
て
限
り

な
く
照
応
反
映
す
る
関
係
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
こ
こ
ろ
の
世
界

の
構
造
が
フ
ラ
ク
タ
ル
で
あ
る
こ
と
の
示
唆
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま

た
、
金
剛
界
曼
陀
羅
を
図
形
的
に
見
て
い
く
と
、
五
つ
の
円
の
組
み

合
わ
せ
が
重
な
っ
て
見
ら
れ
、
フ
ラ
ク
タ
ル
図
形
が
現
わ
れ
て
い
ま

す
。
だ
か
ら
、
身
体
も
こ
こ
ろ
も
自
然
界
も
精
神
界
も
フ
ラ
ク
タ
ル

構
造
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

Ⅴ
　「
見
え
な
い
い
の
ち
」
と
「
見
え
る
い
の
ち
」
の
関
係
性

　

宇
宙
に
は
、「
見
え
な
い
い
の
ち
」
と
「
見
え
る
い
の
ち
」
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
働
き
か
ら
い
え
ば
、「
抱
く
も
の
」
と
「
抱
か
れ

る
も
の
」
と
い
え
ま
す
が
、
そ
れ
ら
は
相
補
的
な
関
係
に
あ
り
ま

図６　背骨の中の小さな人間

延髄
脊髄

脊髄神経

交感神経

迷走神経

背骨の神経系・内臓との関係

大脳

小脳

大脳

小脳

肺

心臓

肝臓

十二指腸

大腸

小腸

膀胱
直腸

胃

腎臓

胆嚢

膵臓

肺

心臓

肝臓

十二指腸

大腸

小腸

膀胱
直腸

胃

腎臓

胆嚢

膵臓

目、耳、歯
神経、脳幹
心臓、気管
心臓、肺
肺、心臓
胃、肝臓
膵臓
胃
肝臓
副腎
下肢
腎臓
膀胱
大腸
肝臓
生殖器
膝、両足
大腸、前立腺
膀胱
直腸
生殖器

胸椎

頚椎

腰椎

仙骨
尾骨
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す
。
仏
教
的
に
い
え
ば
、「
衆
生
が
い
る
か
ら
、
仏
様
が
お
ら
れ

る
」
と
い
う
こ
と
な
り
ま
す
。

　

現
代
物
理
学
の
主
要
な
理
論
で
あ
る
量
子
力
学
は
、
原
子
の
内
部

の
素
粒
子
の
振
舞
い
を
記
述
し
ま
す
。
素
粒
子
は
、
あ
る
と
き
は

「
粒
子
」
の
よ
う
に
、
あ
る
と
き
は
「
波
」
の
よ
う
に
振
舞
う
と
い

う
二
つ
の
性
質
を
も
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
素
粒
子
に
は
、
粒
子
性

と
い
う
局
在
性
と
波
動
性
と
い
う
非
局
在
性
（
遍
在
性
）
の
二
重
の

性
格
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
二
つ
の
性
格
は
互
い
に
相
補

的
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
素
粒
子
の
粒
子
性
に
注
目
し
て
、
素
粒
子

が
局
在
す
る
位
置
を
正
確
に
測
定
し
よ
う
と
す
る
行
為
そ
の
も
の
が

粒
子
の
位
置
を
乱
し
て
し
ま
う
た
め
に
、
他
方
の
性
質
で
あ
る
波
動

性
が
出
現
し
て
測
定
を
妨
害
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
ま
た
波
と
し
て

の
波
長
を
正
確
に
測
定
し
よ
う
と
す
る
と
、
粒
子
性
が
あ
ら
わ
れ
て

波
と
し
て
の
性
質
を
乱
し
て
し
ま
い
ま
す
。
粒
子
の
位
置
な
り
、
波

長
な
り
を
測
定
す
る
こ
と
は
、
結
局
は
素
粒
子
の
存
在
の
仕
方
に
空

間
的
な
限
定
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、
素
粒
子

は
そ
の
限
定
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
変
化
し
て
し
ま
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
一
つ
の
素
粒
子
は
、
二
つ
の
性
質
が
補
い
合
っ
て
で
き
て

い
ま
す
。

　

量
子
力
学
の
父
ニ
ー
ル
ス
・
ボ
ー
ア
は
、
こ
れ
を
「
相
補
性
原

理
」
と
し
て
一
九
二
七
年
に
提
唱
し
ま
し
た
。
こ
の
原
理
を
厳
密
に

定
義
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
す
が
、「
す
べ
て
の
物
事
に
は
二
つ

の
側
面
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
側
面
は
互
い
に
補
い
合
っ
て
こ
そ
、

ひ
と
つ
の
実
在
に
つ
い
て
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
こ
と

も
で
き
ま
す
。
ボ
ー
ア
は
こ
の
相
補
性
原
理
と
中
国
の
古
代
哲
学
で

あ
る
陰
陽
思
想
と
が
、よ
く
似
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
て
い
ま
し
た
。

　

ボ
ー
ア
、
シ
ュ
レ
デ
ィ
ン
ガ
ー
、
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
グ
な
ど
の
量
子

力
学
の
開
拓
者
た
ち
は
、「
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
」
的
な
世
界
観
に
行

き
詰
ま
り
を
感
じ
、
東
洋
思
想
に
救
い
を
求
め
ま
し
た
。
ボ
ー
ア

は
、
中
国
の
「
易
経
」
に
の
め
り
込
み
ま
し
た
。
彼
が
、
デ
ン
マ
ー

ク
国
王
か
ら
ナ
イ
ト
の
称
号
を
授
与
さ
れ
、
紋
章
の
図
柄
を
選
ぶ
段

に
な
っ
た
と
き
、
迷
わ
ず
陰
陽
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
「
太
極
図
」
を

用
い
た
こ
と
は
有
名
で
す
（
図
7
参
照
）。

　

こ
の
太
極
図
と
似
た
図
を
シ
ン
ボ
ル
に
使
っ
て
い
る
学
会
が
あ
る

こ
と
を
最
近
知
り
ま
し
た
（
図
８
参
照
）。
そ
の
学
会
は
、The 

M
arce Society

と
い
う
名
の
「
妊
娠
・
出
産
・
産
褥
期
に
焦
点
を

当
て
、
精
神
疾
患
の
理
解
と
治
療
及
び
予
防
を
目
的
と
し
た
国
際
学

会
」
で
す
。
そ
の
シ
ン
ボ
ル
の
意
味
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
全
体
の
丸
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は
、
子
宮
を
表
し
、
黒
い
部
分
は
そ
の
中
の
胎
児
を
表
す
と
の
こ
と

で
し
た
。
こ
れ
か
ら
、
太
極
図
の
黒
い
部
分
は
、
胎
児
す
な
わ
ち
見

え
る
い
の
ち
で
あ
り
、
白
い
方
は
見
え
な
い
い
の
ち
を
示
し
た
も
の

だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
従
っ
て
、
全
体
の
丸
は
、
い
の
ち

を
育
む
子
宮
に
相
当
す
る
宇
宙
を
表
す
と
考
え
ま
し
た
。
仏
教
的
に

い
え
ば
、
子
宮
は
胎
蔵
界
と
な
り
ま
す
。
女
性
の
子
宮
が
、
胎
児
を

宿
し
て
育
て
る
よ
う
に
、
大
日
如
来
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
物
事
が
作

ら
れ
て
育
て
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
た
胎
蔵
界
曼
荼
羅
が
あ
り
ま

す
。

　

相
補
性
原
理
を
、「
一
方
を
否
定
す
れ
ば
、
他
方
も
成
立
し
得
な

い
相
互
依
存
の
関
係
性
」
と
解
釈
す
れ
ば
、「
見
え
る
い
の
ち
」
と

「
見
え
な
い
い
の
ち
」
の
関
係
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ら
は
、
相
補
的

二
重
存
在
の
関
係
に
あ
る
と
い
え
ま
す
。
科
学
の
公
理
に
因
果
律
が

あ
り
ま
す
が
、
因
果
律
は
近
代
科
学
の
公
理
で
あ
っ
て
、
現
代
科
学

を
導
く
公
理
は
、
因
果
律
の
み
で
は
十
分
で
な
く
な
り
ま
し
た
。
因

果
律
に
相
補
性
を
加
え
る
必
要
性
を
力
説
し
た
ボ
ー
ア
の
功
績
は
大

き
い
と
い
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
原
因
と
結
果
の
間
に
も
相
互
依
存

性
が
あ
り
、
因
果
律
自
体
が
「
相
補
性
原
理
」
の
一
部
で
あ
る
と
見

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
仏
教
で
は
、
因
果
で
な
く
「
因
縁
果
」
で
あ

る
と
い
い
ま
す
。
こ
の
中
で
「
縁
」
の
思
想
が
科
学
に
は
あ
り
ま
せ

ん
。「
縁
」
す
な
わ
ち
「
縁
起
」（
縁
っ
て
起
こ
る
）
が
相
補
的
で
あ

る
わ
け
で
す
。

Ⅵ
　
お
わ
り
に

　

あ
ら
ゆ
る
も
の
の
中
に
「
見
え
な
い
い
の
ち
」
す
な
わ
ち
「
大
い

な
る
も
の
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
ま
す
。
自
然
科
学
者
は

宇
宙
の
成
り
立
ち
や
遺
伝
子
の
構
造
の
中
に
「
大
い
な
る
も
の
」
を

見
て
い
ま
す
。
他
方
、
宗
教
者
は
、
風
、
光
、
音
、
花
な
ど
自
然
の

中
に
「
大
い
な
る
も
の
」
を
見
て
い
ま
す
。

図７　太極図

図８　The Marce Society の 
シンボルマーク 
（子宮と胎児）
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例
え
ば
、
同
じ
水
で
す
が
、
水
の
こ
と
を
日
本
で
は
水
と
い
い
、

ア
メ
リ
カ
で
は
ウ
ォ
ー
タ
ー
（w

ater

）、
ド
イ
ツ
で
は
バ
ッ
サ
ー

（W
asser

）、
ラ
テ
ン
語
で
ア
ク
ア
（aqua

）
と
い
う
よ
う
に
、「
大

い
な
る
も
の
」
に
つ
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
呼
び
名
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

は
、「
い
の
ち
の
根
源
」、「
大
い
な
る
い
の
ち
」、「
見
え
な
い
い
の

ち
」、「
サ
ム
シ
ン
グ
・
グ
レ
ー
ト
」、「
宇
宙
の
真
理
」、「
如
来
」、

な
ど
で
す
。
さ
ら
に
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
完
成
者
た
る
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス

（Plotinos

）
は
「
一
者
（to hen
）」
と
呼
び
、
東
洋
で
は
、
老
子

は
「
道タ

オ

」
と
い
い
、
ま
た
荘
子
は
「
自
然
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て

い
ま
す
。
禅
の
世
界
で
は
、
臨
済
禅
師
は
「
一
無
位
の
真
人
」、
鈴

木
大
拙
は
「
霊
性
」、
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
は
、「
見
え
な
い
い
の
ち
」
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
え

ま
す
。

　

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


