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博

は

じ

め

に

本
学
の
教
育
学
科
で
は
二
年
生
で
基
礎
ゼ
ミ
と
称
し
て
、
全
教
員
が
一
時
間
だ
け
自
分
の
専
門
を
語
る
と
い
う
試
み
を
行
っ
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
今
年
度
の
教
員
数
は
十
八
名
で
学
生
数
は
二
四
〇
名
で
あ
る
の
で
、
単
純
に
割
る
と
一
グ
ル
ー
プ
十
三
人
程
度
と
な
る
。

こ
の
十
三
人
の
グ
ル
ー
プ
が
十
八
人
の
教
員
を
毎
回
め
ぐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
教
員
の
ほ
う
は
十
八
回
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
だ
け
で
半
年
以
上
か
か
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
さ
ら
に
希
望
す
る
教
員
二
人
の
演
習
を
三
回
ず
つ
受
講
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
一
年
が
経
過
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
ガ
イ
ダ
ン
ス
が
最
初
と
途
中
に
入
る
の
で
全
部
で
ち
ょ
う
ど
三
十
回
と
な
る
。

こ
れ
は
三
年
生
か
ら
の
入
り
た
い
ゼ
ミ
の
選
択
の
た
め
に
も
都
合
の
よ
い
シ
ス
テ
ム
と
考
え
ら
れ
、
教
員
か
ら
も
学
生
か
ら
も
評
判
が
よ
い
。

私
の
場
合
、
前
半
の
十
八
回
と
も
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
こ
と
は
な
く
、
そ
の
時
々
で
ア
レ
ン
ジ
し
て
学
生
と
考
え
あ
う
こ
と
に
し
て
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い
る
。
本
稿
は
、
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
自
分
が
創
造
的
に
な
れ
る
か
、
私
の
考
え
方
の
一
端
を
基
礎
ゼ
ミ
に
お
い
て
学
生
に
示
し
た
も
の

で
あ
る

(

１)

。

(
１)

こ
れ
ま
で
に
も
創
造
性
育
成
に
つ
い
て
は
、
私
の
考
え
方
の
い
く
つ
か
を
示
し
て
き
た
。
拙
著『

社
会
科
教
育
の
国
際
化
課
題』

国
書
刊
行
会
、
一
九
九
五
年
、
第
五
章
Ⅱ
―
二

｢

学
ぶ
こ
と
、
考
え
る
こ
と｣

お
よ
び
同

『

環
境
世
界
史
学
序
説』

同
刊
行
会
、

二
〇
〇
一
年
、
第
一
章

｢

社
会
科
教
育
の
本
質
と
創
造
性｣

を
参
照
さ
れ
た
い
。

一
、
こ
れ
ま
で
の
学
習
の
反
省

第
一
図
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
が
、
こ
の
小
学
校
か
ら
高
校
ま
で
の
丸
は
何
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
、
毎
回
聞
く
こ
と
に
し
て
い
る
。

ほ
と
ん
ど
は
私
の
意
を
汲
ん
で
か
、
知
識
の
量
と
答
え
て
く
れ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
こ
の
拡
大
す
る
知
識
の
量
に
対
し
て
、
皆
さ
ん
は
こ

れ
ま
で
ど
う
し
て
き
た
の
か
、
と
さ
ら
に
尋
ね
る
。
た
い
て
い
は
何
を
聞
い
て
い
る

の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
反
応
を
示
す
。

そ
こ
で
、
問
い
方
を
変
え
て
、
い
っ
た
い
皆
さ
ん
が
考
え
て
い
る
勉
強
と
は
何
な

の
か
。
も
っ
と
い
え
ば
勉
強
と
は
脳
が
ど
の
よ
う
に
働
い
て
い
る
こ
と
を
い
う
の
か
、

と
聞
い
て
み
る
。
多
分
に
誘
導
尋
問
的
に
な
っ
て
い
る
が
、
勉
強
と
は
知
識
の
記
憶

だ
と
い
う
答
え
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
増
え
続
け
る
知
識
の
量
に
対
し
て
、

記
憶
力
を
フ
ル
動
員
し
て
ひ
た
す
ら
覚
え
る
、
こ
れ
が
勉
強
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
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る
。
小
学
校
か
ら
高
校
ま
で
の
十
二
年
間
も
っ
ぱ
ら
こ
う
し
た
方
法
で
学
ん
で
き
た

の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
こ
の
第
二
図
か
ら
ひ
と
つ
の
教
育
論
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

簡
単
に
言
え
ば
、
小
学
生
の
丸
は
高
校
生
の
丸
の
中
に
ス
ッ
ポ
リ
と
収
ま
っ
て
し
ま

う
。
も
し
も
教
師
の
仕
事
が
知
識
を
伝
達
す
る
こ
と
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
高
校
生
で

も
十
分
に
小
学
生
を
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
こ
の
図
か
ら
す
れ
ば
、
中
学
生
に

も
そ
れ
は
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
も
と
よ
り
こ
の
よ
う
に
考
え
る

こ
と
は
極
端
で
は
あ
る
が
、
案
外
教
師
と
は
今
見
た
よ
う
に
知
識
の
伝
達
者
と
考
え

て
い
る
場
合
が
結
構
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
大
学
の
教
育
学
部
に
入
っ
て
教
師
を
目
指
す
場
合
に
学
ぶ
こ
と
は
、

子
ど
も
た
ち
よ
り
も
は
る
か
に
豊
富
な
知
識
を
持
つ
者
が
、
そ
の
知
識
を
彼
ら
に
い
か
に
速
く
確
実
に
、
分
か
り
易
く
、
面
白
く
教
え
る

か
、
と
い
う
こ
と
と
思
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

(

１)

。
教
授
法
に
そ
う
し
た
技
術
的
側
面
が
ま
っ
た
く
な
い
と
は
い
え
な
い
が
、
今

考
え
る
べ
き
は
、
社
会
の
変
化
が
こ
の
二
十
一
世
紀
に
入
っ
て
、
い
よ
い
よ
激
し
さ
を
増
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
過
去
に
記
憶

を
し
て
学
ん
だ
こ
と
が
現
在
役
に
立
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
真
剣
に
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
時
代
に
到
達
し
た
と
い
っ
て
よ

い

(

２)

。こ
の
変
化
の
ス
ピ
ー
ド
の
速
さ
は
文
明
の
持
つ
宿
命
で
あ
り
、
か
つ
て
わ
が
国
最
初
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
賞
し
た
湯
川
秀
樹
は
、
こ
れ

を
物
理
学
者
ら
し
く

｢

と
め
ど
も
な
い
こ
の
加
速
の
文
明｣
と
名
づ
け
た

(

３)

。
が
、
い
っ
そ
う
驚
く
の
は
福
沢
諭
吉
の
文
明
論
で
あ
る
。
彼

は
早
く
も
一
四
〇
年
前
に
文
明
の
持
つ
ス
ピ
ー
ド
の
速
さ
に
気
づ
い
て
お
り
、
こ
れ
を｢

日
新｣

の
一
言
で
言
い
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、｢

世
の
中
の
有
様
は
次
第
に
進
み
、
昨
日
便
利
と
せ
し
も
の
も
今
日
は
迂
遠
と
為
り
、
去
年
の
新
工
夫
も
今
年
は
陳
腐
に
属
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す｣

と

(

４)

。
現
在
こ
そ
が
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
昨
日
買
っ
た
パ
ソ
コ
ン
は
も
う
今
日
は
、
そ

の
機
能
や
形
態
に
お
い
て
古
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
従
来
の
よ
う
な
記
憶
中
心
の
学
習
で
は
な
く
、
創
造
的
な
も
の
の

見
方
を
養
う
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
の
節
で
検
討
し
た
い
。

(
１)
古
く
は
一
七
世
紀
の
コ
メ
ニ
ウ
ス
に
こ
う
し
た
考
え
方
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
教
授
改
革
の
目
当
て
は

｢
��
��

確

実
に
、����

速
く
、��

��
�
	



面
白
く｣

と
。
梅
根
悟

『

教
育
著
作
選
集

二』

明
治
図
書
、
一
九
七
七
年
、
四
七
頁
。

(

２)

こ
の
点
は
す
で
に
北
尾
倫
彦
も
、
自
己
教
育
力
論
と
の
関
連
で
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
科
学
技
術
が
著
し
く
進
歩
す
る

時
代
が
来
る
と
、
学
校
時
代
に
学
ん
だ
こ
と
が
す
ぐ
に
役
立
た
な
く
な
る
の
で
あ
っ
て
、
大
切
な
の
は
知
識
・
技
能
そ
の
も
の
よ

り
も
、
そ
れ
ら
を
獲
得
す
る
の
に
必
要
な
資
質
、
学
校
を
終
え
て
か
ら
学
び
続
け
る
の
に
必
要
な
資
質
で
あ
る
、
と
。
同

『

自
己

教
育
力
を
育
て
る
先
生』
図
書
文
化
、
一
九
八
六
年
、
二
十
〜
二
十
二
頁
。

(

３)

湯
川
秀
樹

『

こ
の
地
球
に
生
ま
れ
合
わ
せ
て』

講
談
社
文
庫
、
一
九
七
五
年
、
一
五
一
頁
。

(

４)

福
沢
諭
吉

『

学
問
の
す
す
め』
岩
波
文
庫
、
一
九
四
二
年
、
九
十
七
頁
。
こ
こ
で
は
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
て
あ
る
。

二
、
疑
い
か
ら
真
理
を
見
出
す
―
二
つ
の
絶
対
か
ら
の
自
由
―

こ
の
点
で
ま
ず
も
っ
て
参
考
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
や
は
り
デ
カ
ル
ト
の

｢

方
法
的
懐
疑｣

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち

｢

い
さ

さ
か
で
も
疑
わ
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
わ
れ
そ
う
な
も
の
は
す
べ
て
絶
対
的
に
虚
偽
な
も
の
と
し
て
こ
れ
を
斥
け
て
ゆ
き
、
か
く
て
結

局
に
お
い
て
疑
う
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
私
の
確
信
の
う
ち
に
は
残
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
か

(

１)｣

と
い
う
問
い
で
あ
る
。
創
造
性
を
導
き
出
す
た
め
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に
は
、
私
は
こ
の
問
い
を
極
め
て
重
要
視
す
る
も
の
で
あ
る

(

２)

。
と
り
わ
け

先
の
図
に
も
掲
げ
た
よ
う
に
、
小
・
中
・
高
と
十
二
年
間
も
教�

科�

書�

絶�

対�

・

教�

師�

絶�

対�

の
世
界
の
中
で
ひ
た
す
ら
疑
う
こ
と
な
く
暗
記
に
没
頭
し
て
き

た
学
生
に
と
っ
て
、
創
造
性
獲
得
の
ス
タ
ー
ト
に
な
る
問
い
だ
と
考
え
て

い
る
。
そ
の
た
め
の
ひ
と
つ
の
方
法
と
し
て
、
高
等
学
校
日
本
史
の
教
科

書

(

山
川
出
版)

に
載
せ
ら
れ
た
図
を
比
較
さ
せ
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

第
三
図
は
二
〇
〇
一
年
発
行
の

『

詳
説

日
本
史』

か
ら
、
第
四
図
は
同

じ
く
二
〇
〇
三
年
発
行
の
も
の
で
あ
る
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
た
っ
た
三

年
の
間
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
に

記
載
さ
れ
て
い
た
、
座
散
乱
木
・
上
高
森
・
馬
場
壇
Ａ
・
三
ケ
日
人
・
牛

川
人
・
聖
岳
人
の
六
つ
の
遺
跡
が
、
後
者
で
は
消
え
去
っ
て
い
る
の
で
あ

る

(

３)

。
前
者
を
一
生
懸
命
記
憶
し
た
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
、
ま
こ
と
に

む
な
し
さ
だ
け
が
残
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
極
端
な
例
で
あ
る
が
、
教
科

書
の
記
述
が
決
し
て
正
し
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
の
例
証
と
な
り
、
教
師

や
教
科
書
を
絶
対
視
す
る
こ
と
へ
の
戒
め
と
な
ろ
う
。
常
に
こ�

の�

二�

つ�

の�

絶�

対�

か�

ら�

自�

由�

に�

な�

っ�

て�

い�

る�

こ�

と�

が
創
造
性
を
養
う
た
め
に
は
大
切
な

の
で
あ
る
。
重
要
な
こ
と
は
教
科
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
あ
く

ま
で
も
そ
の
時
点
で
一
応
正
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
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｢

仮
説｣

で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

こ
の
点
で
も
福
沢
は
、
本
質
を
つ
い
た
議
論
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は｢

信
の
世
界
に
偽
詐
多
く
、
疑
の
世
界
に
真
理
多
し｣

と
い
う
一
文
に
集
約
さ
れ
、
西
洋
諸
国
の
人
民
が
今
日
の
文
明
に
達
し
た
そ
の
源
を
訪
ね
る
と
、
疑
の
一
点
よ
り
出
た
も
の
ば
か
り
で
あ

る
と
述
べ
る
。
そ
の
具
体
例
と
し
て
ガ
リ
レ
オ
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
、
ワ
ッ
ト
、
ル
タ
ー
ら
の
業
績
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、｢

世�

上�

に�

普�

通�

に�

し�

て�

疑�

を�

容�

る�

る�

可�

ら�

ざ�

る�

習�

慣�

に�

疑�

を�

容�

る�

る�｣

こ
と
の
み
が
、
西
洋
の
諸
大
家
が
文
明
を
導
く
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る

(

４)

。
こ

れ
は
後
に
私
が
考
え
た
こ
と
に
大
き
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

(

１)

デ
カ
ル
ト

『
方
法
序
説』

岩
波
文
庫
、
一
九
五
三
年
、
四
十
四
頁
。

(

２)

マ
ル
ク
ス
も
自
分
の
子
ど
も
の
ア
ン
ケ
ー
ト

(｢

パ
パ
の
好
き
な
モ
ッ
ト
ー
は
？｣)

に
答
え
て
、｢

す
べ
て
を
う
た
が
え
�｣

と
述
べ
て
い
る
。
小
牧
治

『
マ
ル
ク
ス』

清
水
書
院
、
一
九
六
六
年
、
十
九
頁
。

(

３)

も
と
よ
り
こ
の
変
化
は
、
最
初
の
三
つ
に
つ
い
て
は
、
藤
森
新
一
の
捏
造
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
考
古
学
史
上
き
わ
め
て
大
き

な
汚
点
を
残
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
河
合
信
和

『

旧
石
器
遺
跡
捏
造』

(

文
春
新
書
、
二
〇
〇
三
年)

を
参
照
さ

れ
た
い
。
な
お
後
者
の
三
つ
は
、
最
近
の
研
究
で
人
骨
で
あ
る
こ
と
が
疑
問
視
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。
同
じ
消
さ
れ

る
に
し
て
も
そ
の
内
実
が
違
う
こ
と
を
子
ど
も
に
知
ら
せ
る
こ
と
は
、
子
ど
も
の
興
味
を
引
き
起
こ
す
か
も
し
れ
な
い
。

(

４)

福
沢
、
前
掲
書
、
一
四
九
〜
一
五
一
頁
。
傍
点
は
引
用
者
。
た
と
え
ば

｢『

ガ
リ
レ
オ』

が
天
体
の
旧
説
を
疑
い
て
地
動
を
発

明
し
、
…

『

ニ
ュ
ー
ト
ン』

が
林
檎
の
落
ち
る
を
見
て
重
力
の
理
に
疑
を
起
こ
し
、『

ワ
ッ
ト』

が
鉄
瓶
の
湯
気
を
弄
ん
で
蒸
気

の
働
に
疑
を
生
じ
た
る
如
く
…｣

。
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三
、
た
と
え
上
手
に
な
る
こ
と

こ
こ
で
い
う

｢

た
と
え｣

と
は
、
少
し
気
取
っ
た
言
い
方
を
す
れ
ば
ア
ナ
ロ
ジ
ー
あ
る
い
は

｢

類
推｣

と
言
い
換
え
て
も
よ
い
も
の
で

あ
る

(

１)
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
原
子
物
理
学
者
ニ
ー
ル
ス
・
ボ
ー
ア
が
、
原
子
構
造
を
太
陽
系
の
惑
星
の
軌
道
に

｢

お
き
か

え
た
＝
た
と
え
た

�

�

�

�｣

こ
と
で
あ
ろ
う
。
グ
ラ
ハ
ム
・
ベ
ル
が
耳
の
鼓
膜
の
働
き
を
モ
デ
ル
に
し
て
電
話
機
を
作
っ
た
の
も
こ
れ
に
近
い
。

こ
こ
で
は
近
年
よ
く
読
ま
れ
て
い
る
外
山
滋
比
古

『

思
考
の
整
理
学』

か
ら
、
ひ
と
つ
の
優
れ
た
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
例
を
取
り
出
し
て
論

を
進
め
て
み
よ
う
。

氏
は
、
飛
行
機
と
グ
ラ
イ
ダ
ー
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
こ
れ
を
今
日
の
学
校
教
育
の

｢

た
と
え｣

と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
両
者

は
遠
く
か
ら
見
る
と
似
て
い
る
が
、
た
だ
後
者
グ
ラ
イ
ダ
ー
は
自
力
で
飛
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
学
校
は
グ
ラ
イ
ダ
ー
人
間

の
訓
練
所
だ
と
い
う
。
氏
の
言
う
と
こ
ろ
を
聞
い
て
み
よ
う
。

グ
ラ
イ
ダ
ー
の
練
習
に
、
エ
ン
ジ
ン
の
つ
い
た
飛
行
機
な
ど
が
ま
じ
っ
て
い
て
は
迷
惑
す
る
。
危
険
だ
。
学
校
で
は
、
ひ
っ
ぱ
ら

れ
る
ま
ま
に
、
ど
こ
へ
で
も
つ
い
て
行
く
従
順
さ
が
尊
重
さ
れ
る
。
勝
手
に
飛
び
上
が
っ
た
り
す
る
の
は
規
律
違
反
。
た
ち
ま
ち
チ

エ
ッ
ク
さ
れ
る
。
や
が
て
そ
れ
ぞ
れ
に
グ
ラ
イ
ダ
ー
ら
し
く
な
っ
て
卒
業
す
る

(

２)

。

飛
行
機
と
グ
ラ
イ
ダ
ー
に
た
と
え
て
、
明
治
以
来
今
日
ま
で
の
日
本
の
教
育
の
あ
り
方
の
本
質
を
、
多
少
の
皮
肉
交
じ
り
に
巧
み
に
説

い
て
い
る
と
思
う
。
ま
た
氏
は
、
長
年
の
グ
ラ
イ
ダ
ー
訓
練
で
は
か
な
ら
ず
曳
い
て
く
れ
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
に
な
れ
る
と
、
自
力
飛
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行
の
力
を
失
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
と
危
惧
す
る
。
さ
ら
に
、
学
校
は
グ
ラ
イ
ダ
ー
人
間
を
つ
く
る
に
は
適
し
て
い
る
が
、
飛
行
機

人
間
を
育
て
る
努
力
は
ほ
ん
の
す
こ
し
し
か
し
て
い
な
い
と
も
い
う
。
そ
れ
で
は
こ
れ
か
ら
ど
う
す
べ
き
か
。
結
論
部
分
を
引
用
し
よ
う
。

指
導
者
が
い
て
、
目
標
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
グ
ラ
イ
ダ
ー
能
力
が
高
く
評
価
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
新
し
い
文
化
の

創
造
に
は
飛
行
機
能
力
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
れ
を
学
校
教
育
は
む
し
ろ
抑
圧
し
て
き
た
。
…

他
方
、
現
代
は
情
報
の
社
会
で
あ
る
。
グ
ラ
イ
ダ
ー
人
間
を
す
っ
か
り
や
め
て
し
ま
う
わ
け
に
も
行
か
な
い
。
そ
れ
な
ら
、
グ
ラ

イ
ダ
ー
に
エ
ン
ジ
ン
を
搭
載
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。
学
校
も
社
会
も
そ
れ
を
考
え
る
必
要
が
あ
る

(

３)

。

外
山
の

｢

た
と
え｣

の
巧
み
さ
を
示
し
な
が
ら
、
実
は
、
私
の
本
稿
で
の
結
論
も
示
す
形
に
な
っ
た
。
本
稿
は
ま
さ
し
く
、
氏
の
い
う

エ
ン
ジ
ン
の
搭
載
の
仕
方
を
論
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

(

１)

湯
川
も
自
分
が
何
か
新
し
い
こ
と
を
考
え
つ
く
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
わ
か
ろ
う
と
す
る
と
き
に

｢

類
推｣

が
相
当
に
役
に
立

つ
と
述
べ
て
い
る
。
同

『

創
造
的
人
間』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
六
年
、
一
〇
八
頁
。

(

２)

外
山
滋
比
古

『

思
考
の
整
理
学』

ち
く
ま
文
庫
、
一
九
八
六
年
、
十
一
頁
。

(

３)

同
右
、
十
五
頁
。
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四
、
日
常
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に

｢

な
ぜ｣

の
メ
ス
を
入
れ
る

実
は
、
今
回
の
基
礎
ゼ
ミ
で
は
、
以
上
の
理
論
は
ほ
ど
ほ
ど
に
し
て
、
こ
の
項
目
の
解
説
と
実
例
の
提
示
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
と
い

う
の
も
、
こ
の
テ
ー
マ
こ
そ
創
造
性
を
養
う
の
に
効
果
的
で
あ
る
と
、
こ
の
頃
強
く
感
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
先
に
指
摘
し
た

よ
う
に
、
福
沢
が
す
で
に

｢

世
上
に
普
通
に
し
て
疑
を
容
る
る
可
か
ら
ざ
る
習
慣
に
疑
を
容
る
る｣

と
、
西
洋
に
文
明
を
導
い
た
本
質
を

鋭
く
抉
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る

(

１)

。
さ
ら
に
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
、
ゴ
ー
ド
ン
の

｢

シ
ネ
ク
テ
ィ
ク
ス｣

(

創
造
工
学)

に
も
啓
発
を
受
け
て
い
る
。
彼
の
理
論
の
根
幹
に
あ
る

｢

異
質
馴
化｣

と

｢

馴
質
異
化｣

が
大
き
な
ヒ
ン
ト
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
前
者
は

｢

見
慣
れ
な
い
も
の
を
見
慣
れ
た
も
の
に
す
る
こ
と｣

(
�
�
�
��
�

�	


����

�
�


�
�
����

�)

で
あ
り
、
後
者
は

｢

見
慣

れ
た
も
の
を
見
慣
れ
な
い
も
の
に
す
る｣

(
�
�
�
��
�

�	


�
�
����

�
����

�
�

)

で
あ
る
。
人
間
と
い
う
生
物
は
根
本
的
に
は
保
守
的

で
あ
り
、
見
慣
れ
な
い
事
物
や
観
念
に
で
あ
う
と
恐
れ
を
感
じ
る
。
そ
の
た
め
心
は
見
慣
れ
な
い
も
の
を
前
か
ら
知
っ
て
い
る
資
料
と
照

合
し
て
、
見
慣
れ
な
い
も
の
を
見
慣
れ
た
も
の
に
変
え
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
人
間
一
般
の
性
向
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
こ
の
方
向
も
創
造

に
か
か
わ
ら
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
や
は
り
逆
の
、
見
慣
れ
た
も
の
を
見
慣
れ

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

な
い
も
の
に
す
る
方
向
の

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

ほ
う
が
難
し
い
分

�

�

�

�

�

�

�

、
創�

造�

に�

深�

く�

か�

か�

わ�

る�

の
で
な
い
か
と
思
う
。
こ
れ
が
創
造
の
基
本
的
な
訓
練
の
ひ
と
つ
だ
と
ゴ
ー
ド
ン
は
い
う

(

２)

。

こ
こ
で
は
こ
う
し
た
考
え
方
を
も
う
少
し
平
た
く
考
え
て
、｢

日
常
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に

『

な
ぜ』

と
問
い
か
け
る
方
法｣

を
提
示
し
た
い
の
で
あ
る

(

３)

。
し
た
が
っ
て
提
示
す
る
側
は
こ
こ
で
は
、｢

日
常
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
る
こ
と｣

の
実
例
を
見
つ
け
、
し

か
も

｢

な
ぜ｣

と
問
う
価
値
の
あ
る
も
の
を
探
し
出
す
こ
と
が
非
常
に
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
実
際
に
私
が
学
生
に
示
し
て
い
る
例
を
掲

げ
て
み
よ
う
。
も
と
よ
り
、
一
時
間
に
す
べ
て
話
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
時
々
に
応
じ
て
選
択
的
に
提
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
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①

私
が
フ
ラ
ン
ス
語
を
習
い
始
め
た
と
き
に
び
っ
く
り
し
た
も
の
と
し
て
、

数
字
七
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
で
は�

��
�

で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
英
語
の

�
��
���
�
��

が
浮
か
ん
で
き
て
、｢

�
��
���
�
��

は
な
ぜ
七
月
で
な
く
て
九

月
な
の
だ
ろ
う｣

と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
元
に
な
る
の
は
ラ

テ
ン
語
な
の
で
辞
書
で
見
る
と
、
七
は�

��
���

な
の
で
よ
け
い
に
そ
の
思

い
は
強
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
後
で
調
べ
て
み
れ
ば
、
や
は
り
も

と
も
と�

��
���
�
��

は
七
月
で
あ
っ
た
も
の
が
、
ロ
ー
マ
時
代
の
暦
の
改

革
に
よ
っ
て
九
月
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ム
ル
ス

の
あ
と
を
継
い
だ
ロ
ー
マ
皇
帝
ヌ
マ
・
ポ
ン
ピ
リ
ウ
ス
は
、
そ
の
ロ
ム
ル
ス

暦
を
改
め
て
第
一
表
の
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
五
月
か
ら
十
月
ま
で
は
数

字
ど
お
り
に
並
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
十
一
月
に
割
り
当
て
ら
れ
た	



�
�




���
�

の	


�
�
�

は
ロ
ー
マ
の
門
神
で
あ
っ
て
、
行
動
の
は
じ
め
を
つ
か
さ

ど
る
神
で
も
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
月
こ
そ
年
初
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
神

と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
た
め
年
末
に
あ
っ
た
十
一
月
・
十
二
月
が
年

の
初
め
に
割
り
込
ん
だ
た
め
、
第
二
表
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
二
ヶ
月
ず
れ

て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る

(

４)

。
こ
の
よ
う
な
素
朴
な
疑
問
か
ら
、
暦
に

つ
い
て
の
探
求
が
す
す
む
で
あ
ろ
う
。

②

今
度
は
曜
日
で
あ
る
。
日
曜
日
か
ら
土
曜
日
ま
で
の
英
語
の
単
語
の
中
に
、
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〈出典〉永田久 『暦と占いの科学』 ��頁

《ヌマ暦》
(太字はロムスル暦と異なった部分)

１月 �����	
 ��日
２月 �����
 ��日
３月 ���	
 ��日
４月 �	��	
 ��日
５月 �	������
 ��日
６月 �������
 ��日
７月 �������� ��日
８月 ������� ��日
９月 �������� ��日
��月 �������� ��日
��月 ������	�
 ��日
��月 ������	�
 ��日

１年 ���日

…………………
……………………
……………………
……………………
…………………
…………………
………………
…………………
………………
………………
………………
……………

………………………………

第
一
表

《ヌマ暦の改革》
１月 ������	�
 ��日
２月 ������	�
(メルケドニ

ウス��日, ��日) ��日
３月 �����	
 ��日
４月 �����
 ��日
５月 ���	
 ��日
６月 �	��	
 ��日
７月 �	������
 ��日
８月 �������
 ��日
９月 �������� ��日
��月 ������� ��日
��月 �������� ��日
��月 �������� ��日

１年 �  日

………………

………
…………………
……………………
……………………
……………………
…………………
…………………
………………
…………………
………………
………………

………………………………

第
二
表

〈出典〉同右, ��頁



真
ん
中
に
ｓ
が
入
っ
て
い
る
も
の
が
三
つ
あ
る
。
す
な
わ
ち
、�
�
���
�
�
,
	
��


���
�
�
,
�
�
�
���
�
�

で
あ
る
。
い
っ
た
い
こ

の
ｓ
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
注
目
さ
せ
れ
ば
、
こ
れ
は
た
と
え
ば�


�
��
�


�

の
ｓ
で
、
属
格

｢

〜
の｣

を
表
す
も
の
で

あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
ｓ
の
前
に
あ
る
、
そ
れ
ぞ
れ
、�
�
�

、	
��


�

、�
�
�
�

の�

日�
�
�

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
で
は

こ
の
三
つ
は
何
で
あ
ろ
う
か
。	

��


�

を
例
に
と
っ
て
す
こ
し
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
北
欧
神
話
の
中
で
も
最
も
勢
力
の
あ
っ

た
男
神	


�
�


で
、
ロ
ー
マ
神
話
で
は
ユ
ピ
テ
ル

(

ジ
ュ
ピ
タ
ー)

�
�
�
����

に
あ
た
る
。
英
語
の
中
に
北
欧
の
神
々
が
ど
の
よ

う
に
し
て
入
っ
て
き
た
の
か
を
追
究
し
て
い
け
ば
、
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
の
歴
史
に
突
き
当
た
る
こ
と
に
な
ろ
う

(

５)

。

③

学
生
に

｢
ア
メ
リ
カ
合
衆
国｣

と
書
か
せ
る
。
ほ
ぼ
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
こ
の
よ
う
に
書
く
。
そ
れ
で
は
と
、
そ
の
元
と
な
る
英

語
を
言
わ
せ
る
と
、�



����

�
��
���

�
�
�
�����

と
答
え
る
。
そ
こ
で�



����

は
統
合
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら

｢

合｣

に
あ
た
る
と
説
明
す
れ
ば
、
こ
れ
は
学
生
は
す
ぐ
に
納
得
す
る
。
次
に�

��
���

は
ど
う
だ
と
問
い
け
る
と
、
す
ぐ
に
答
え
が
来
な

い
場
合
が
あ
る
。
国
家
と
い
う
意
味
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ひ
と
つ
の
国
の
中
で
複
数
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
と
い
う
よ
う
な
解
説

に
よ
っ
て
、｢

州｣

と
気
づ
く
。
そ
う
す
る
と

｢

合
衆�

国｣

で
は
な
く

｢

合
州�

国｣

で
な
い
か
と
問
い
か
け
る
と
、
一
様
に
唖
然
と

す
る
。
な
ぜ｢

合
衆
国｣

と
書
い
て
き
た
の
か
と
尋
ね
る
と
、
ほ
と
ん
ど
が
学
校
で
そ
う
習
っ
た
か
ら
と
い
う

(

６)

。
私
は
こ
こ
で
、
本

田
勝
一
の
著
書
の
顔
を
見
せ
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
学
生
は
か
な
り
驚
く
。
本
田
は
ど
う
し
て

｢

合
州
国｣

と
し
た
の
か
。｢

あ
と

が
き｣

か
ら
引
用
し
た
い
。

合
衆
国
で
な
く
合
州
国
と
し
た
理
由
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
単
純
な
こ
と
で
あ
っ
て
、�

�
�
�


����

�
��
���

�
�
�
�����

を
、
ま
っ
た
く
そ
の
ま
ま
訳
せ
ば
こ
う
な
る
か
ら
で
す
。
改
め
て

｢

合
衆
国｣

を
考
え
て
み
ま
す
と
、
衆
は�

�
�
��

に
通
じ
、

あ
た
か
も
さ
ま
ざ
ま
な
人
民
、
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
が
ひ
と
つ
に
と
け
あ
っ
た
理
想
的
社
会
で
あ
る
か
の
よ
う
な
誤
解
を
あ
た
え
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ま
す
。
そ
れ
が
理
想
ま
た
は
将
来
の
希
望
的
現
実
で
あ
る
と
好
意
的
に
解

釈
も
で
き
ま
す
が
、
現
在
は
弱
肉
強
食
が
�
自
由
�
に
で
き
る
典
型
的
社

会
で
あ
っ
て
、
強
食
側
に
は
い
い
け
れ
ど
、
弱
肉
側
に
は
実
に
恐
ろ
し
い

で
す
。
ま
た
州
に
よ
っ
て
い
か
に
法
律
や
性
格
を
異
に
す
る
か
は
、
一
度

で
も
合
州
国
国
内
を
旅
行
し
た
人
は
痛
感
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
か
ら
、

｢
合
州
国｣

と
い
う
名
は
正
訳
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
実
情
に
も
よ

く
合
っ
て
い
ま
す

(

７)

。

一
応
納
得
で
き
る
解
釈
で
あ
る
が
、
本
田
の
引
用
文
に
も
あ
る
よ
う
に
、
衆
は�

��
�
��

で
あ
り

｢

合
衆｣

と
は

｢

共
和
制｣

で

あ
っ
て
、
明
治
の
自
由
民
権
運
動
時
代
に
ア
メ
リ
カ
に

｢

レ
パ
ブ
リ
ッ
ク｣

の
夢
を
の
せ
た
も
の
で
な
い
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は

忘
れ
な
い
で
お
き
た
い
と
思
う

(

８)
。
し
た
が
っ
て
私
は
現
実
の
ア
メ
リ
カ
が
必
ず
し
も
理
想
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
に
し
て
も
、｢

合

衆｣

に
民
主
主
義
の
夢
を
託
す
な
ら
ば
、
使
用
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
問
題
は
こ
こ
ま
で
考
え
て
き
た
の
か

ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

④

正
月
に
な
ぜ

｢

お
め
で
と
う｣

と
い
う
の
か
、
正
月
の
き
わ
め
て
寒
い
時
期
に
な
ぜ

｢

新
春｣

｢

頌
春｣

｢

賀
春｣

な
ど

｢

春｣

を

使
う
の
か
、
と
問
う
と
、
今
の
学
生
は
ほ
と
ん
ど
答
え
ら
れ
な
い
。
実
際
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
が
、
ス
ー
パ
ー
の
レ
ジ
打
ち
を
ア

ル
バ
イ
ト
で
や
っ
て
い
た
学
生
が
、
正
月
に
子
ど
も
に

｢
お
兄
ち
ゃ
ん
、
こ
ん
な
に
寒
い
の
に
ど
う
し
て
春
と
か
い
て
あ
る
の｣

と

聞
か
れ
て
ま
っ
た
く
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
、
や
や
恥
ず
か
し
げ
に
話
し
て
く
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
時
に
、
学
生
が
そ
れ
は
旧
暦

と
関
係
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
問
題
解
決
の
正
し
い
方
向
を
示
し
て
い
る
が
、
突
き
詰
め
る
と
ほ
と
ん
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ど
答
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
だ
い
た
い｢

お
め
で
と
う
と
は
ど
う
い
う
意
味
か｣

と
聞
く
と
、｢

お
め
で
と
う
は
お
め
で
と
う
じ
ゃ
な
い
か｣

と
い
う
顔
を
す
る
。

実
は
こ
こ
に
中
国
の
古
代
に
生
ま
れ
た

｢

陰
陽
五
行
説｣

が
深
く
か
か
わ
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
第
五
図
を
見
れ
ば
、
旧
暦
の
春
は
正
月
に
始
ま
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で

｢

木
火
土
金
水｣

の
五
行
＝
五
気
を
配
置
し
た
第
六
図

と
重
ね
て
み
る
と
、
一
月
寅
か
ら
始
ま
る
春
は

｢

木
気｣

で
あ
り
、
ま
さ
に
春
は

木
が
芽
吹
く
時
期
で
あ
る
。｢

お
め
で
と
う｣

は
し
た
が
っ
て

｢

お
芽
出
と
う｣

で
あ
り
、
春
に
な
っ
て
木
が
芽
吹
い
て
き
た
こ
と
を
祝
っ
た
言
葉
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

こ
の
第
六
図
か
ら
は
実
に
色
々
な
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば

｢

な
ぜ

鬼
退
治
は
柿
太
郎
で
も
梨
太
郎
で
も
な
く
桃
太
郎
な
の
だ
ろ
う｣

。
ま
ず
桃
は

｢

兆｣

を
持
つ
木
と
し
て
、
未
来
を
予
知
し
、
魔
を
防
ぐ
と
い
う
信
仰
が
生
ま
れ

た
。
桃
は
中
国
で
は
金
果
、
つ
ま
り
五
気
で
い
う
と
金
気
で
、
五
気
の
中
で
一
番

強
い
。
そ
し
て
桃
太
郎
が
鬼
退
治
に
出
か
け
よ
う
と
す
る
と
、
サ
ル
と
キ
ジ
と
イ

ヌ
が
キ
ビ
団
子
欲
し
さ
に
お
供
を
申
し
出
た
。
こ
の

｢
サ
ル
・
キ
ジ
・
イ
ヌ｣

は

図
を
見
れ
ば

｢

申
・
酉
・
戌｣

で
あ
り
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
金
気
の
と
こ
ろ
に
配

列
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
彼
ら
が
食
べ
る
キ
ビ
団
子
は
色
が
黄
色
い
の

で
土
気
に
あ
た
る
。
五
行
に
お
け
る
相
生
の
ル
ー
ル

｢

土
生
金｣
に
あ
て
は
め
れ

創
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ば
、
こ
の
キ
ビ
団
子
も
ま
た

｢

金｣

を
生
み
、
こ
れ
を
食
し
た
金
気
の
動
物
た
ち
は
勇
気
百
倍
と
な
る

(

９)

。
こ
の
話
を
す
る
と
、
学
生

た
ち
は
し
ば
し
ば

｢

鳥
肌
が
立
っ
た｣

と
言
っ
て
く
れ
る
。

以
上
具
体
例
と
そ
の
解
説
に
つ
い
て
は
四
例
に
と
ど
め
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
時
に
応
じ
て
提
起
す
る
疑
問
を
、
列
記
し
て
お
き
た
い
。

・
県
名
と
県
庁
所
在
地
名
が
同
じ
場
合
と
異
な
る
場
合
が
あ
る
が
そ
れ
は
な
ぜ
か
。(

明
治
政
府
の
差
別
？)

・｢

甲
子
園｣
の
名
の
由
来
は
。｢

土
用｣

は
。(

↓
こ
れ
は
、
上
記
④
と
の
関
連
で
話
す)

・
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
う
ち
な
ぜ
Ａ
が
最
初
に
き
て
い
る
の
か
。(

Ａ
は
牛
の
頭
を
逆
さ
に
し
た
絵
文
字
か
ら
き
て
お
り
、
牛
は
遊
牧

民
に
と
っ
て
は
も
っ
と
も
大
切
な
資
本�

�
�
���

�

で
あ
っ
た)

・
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
い
う
言
い
方
は
最
初
の
二
文
字
Ａ
・
Ｂ
の
ギ
リ
シ
ャ
語
の
発
音(

ア
ル
フ
ァ
ー
・
ベ
ー
タ)

か
ら
き
て
い
る
が

(

�)

、

な
ぜ
最
初
の
二
文
字
だ
け
で
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が
代
表
さ
れ
て
い
る
の
か
。
言
い
方
を
換
え
れ
ば
、
Ａ
・
Ｂ
が
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
重
要

な
の
か
。(

Ｂ
は
家
の
構
え
を
表
す
。
つ
ま
り
Ａ
＝
資
本
と
Ｂ
＝
家
が
最
も
重
要
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
で
こ
の
疑
問
の
十
分

な
答
え
に
な
っ
て
い
る
か
は
な
お
未
知
の
と
こ
ろ
が
多
い)

・
英
語
の
数
字
で
は
十
二
ま
で
が
一
単
語
で
、
十
三
か
ら
は
三
プ
ラ
ス
十
と
な
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。(

わ
か
ら
な
い
部
分
が
多
い
。

イ
ギ
リ
ス
で
は
貨
幣
制
度
が
ず
っ
と
十
二
進
法
で
あ
っ
た
こ
と
と
の
関
連
？
も
っ
と
根
本
に
は
オ
リ
ン
ポ
ス
十
二
神
、
イ
ス
ラ
エ
ル

十
二
部
族
、
イ
エ
ス
の
弟
子
十
二
人
な
ど
が
か
か
わ
っ
て
い
る
か

(

�)

？
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
三
位
一
体
の
三
と
四
福
音

書
の
四
を
か
け
た
十
二
は
関
連
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
ス
ペ
イ
ン
語
で
は
十
五
ま
で
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
十
六
ま
で
が

一
単
語
。
そ
の
他
一
ダ
ー
ス
＝
十
二
や
黄
道
十
二
宮
な
ど
も
こ
の
関
連
で
興
味
を
ひ
く
。)
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最
後
に
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
疑
問
へ
の
解
答
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
第
一
義
的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
は

な
く
て
、
あ
く
ま
で
も
今
ま
で
当
た
り
前
す
ぎ
て
何
も
感
じ
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

、｢

な
ぜ

�

�｣

と
問
う
そ
の
習
慣
を
つ
け
る

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

こ
と
、

こ
の
こ
と
を
主
張
し
た
い
の
で
あ
る
。

(
１)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
私
が
日
ご
ろ
の
大
学
で
の
実
践
か
ら
感
じ
て
い
た
こ
と
を
、
福
沢
の
該
当
箇
所
を
読
ん
で
、
一
四
〇
年

前
に
彼
が
す
で
に
発
見
し
て
い
た
の
か
、
と
驚
い
た
の
が
真
相
で
あ
る
。

(

２)

Ｗ
・
Ｊ
・
Ｊ
・
ゴ
ー
ド
ン

『

シ
ネ
ク
テ
ィ
ク
ス
―
創
造
工
学
へ
の
道
―』

ラ
テ
イ
ス
刊
、
一
九
六
四
年
、
第
二
章
、
参
照
。

(

３)

ゴ
ー
ド
ン
は
こ
の
た
め
の
実
践
的
方
法
と
し
て
①
擬
人
的
類
比
②
直
接
的
類
比
③
象
徴
的
類
比
④
空
想
的
類
比
を
掲
げ
て
お
り

(

同
右
、
三
十
五
頁
以
下)

、
こ
れ
ら
は
三
で
述
べ
た

｢

類
推｣

と
も
深
く
か
か
わ
る
。
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
立
ち
入
る
余
裕

が
な
い
の
で
、
前
掲
拙
著

『
環
境
世
界
史
学
序
説』

第
一
章
や
、
高
辻
正
基

『

記
号
と
は
な
に
か』

ブ
ル
ー
バ
ッ
ク
ス
、
一
九
八

五
年
、
一
五
〇
頁
以
下
の
優
れ
た
解
説
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

４)

以
上
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
永
田
久

『

暦
と
占
い
の
科
学』

新
潮
選
書
、
一
九
八
二
年
、
八
十
八
頁
以
下
を
参
照
。
な
お

十
月�
���
�
��

に
つ
い
て
、
学
生
に
タ
コ
は
英
語
で
何
と
い
う
か
と
聞
け
ば
、
ほ
と
ん
ど�

���
	


�

と
答
え
る
の
で
、	



�

は

ギ
リ
シ
ア
語
の

｢

足｣

を
意
味
し
、�

���
は
八
だ
か
ら

｢

八
足｣

と
い
う
こ
と
で
、
タ
コ
と
な
り
、�

���
�
��

も
本
来

｢

八
月｣

で
あ
る
と
説
明
す
る
と
、
学
生
は
こ
こ
で
も
二
ヵ
月
ズ
レ
て
い
る
こ
と
に
驚
く
。

(

５)

太
田
垣
正
義

『

英
語
の
語
源』

創
元
社
、
一
九
七
八
年
、
二
五
頁
以
下
お
よ
び
荒
正
人

『

ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ』

中
公
新
書
、

一
九
六
八
年
、
一
四
三
頁
以
下
参
照
。

(

６)

こ
の
こ
と
は
、
教
育
学
的
に
は
興
味
深
い
問
題
を
提
起
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
初
の
と
こ
ろ
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
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教
科
書
絶
対
・
教
師
絶
対
と
し
て
ひ
た
す
ら
暗
記
し
て
き
た
、
日
本
の
教
育
の
ひ
と
つ
の
弊
害
が
出
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
当
に
納
得
し
て
自
己
の
も
の
と
し
て
い
な
い

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

の
で
あ
る
。
教
え
る
側
も
反
省
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

(

７)

本
田
勝
一

『

ア
メ
リ
カ
合
州
国』

朝
日
文
庫
、
一
九
八
一
年
、
二
八
七
頁
。
ま
た
、
橋
爪
大
三
郎

『

ア
メ
リ
カ
の
行
動
原
理』

(

Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
、
二
〇
〇
五
年)

で
は
、
特
に
説
明
も
な
く

｢

合
州
国｣

が
使
わ
れ
て
い
る

(

州
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
説
明
が

あ
る
、
六
十
三
頁
以
下)

。

(

８)
穂
積
重
行

『

歴
史
の
盲
点』

時
事
通
信
社
、
一
九
九
一
年
、
二
五
四
〜
二
五
八
頁
。
た
だ
し
、
本
書
で
は
、｢

合
衆｣

と
は

｢

ユ
ー
ナ
イ
テ
ッ
ド
・
ス
テ
イ
ツ｣

で
な
く
、
昔

｢

レ
パ
ブ
リ
ッ
ク｣

を
そ
う
訳
し
た
の
だ
と
い
う
故
人
の
雑
談
が
手
が
か
り
に

な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
発
言
の
出
所
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
を
断
っ
て
い
る
。

(

９)

吉
野
裕
子

『

カ
ミ
ナ
リ
さ
ま
は
な
ぜ
ヘ
ソ
を
ね
ら
う
の
か』

サ
ン
マ
ー
ク
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
、
五
十
九
〜
六
十
二
頁
。
そ
の

他
や
や
解
釈
は
違
う
が
、
永
田
久

『

年
中
行
事
を

｢

科
学｣

す
る』

日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
八
九
年
、
七
十
八
〜
八
十
、
一
一

五
〜
一
一
八
頁
、
参
照
。

(

��)

も
う
少
し
厳
密
に
い
え
ば
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
最
初
の
二
文
字
ア
ル
フ
ァ
と
ベ
ー
タ
か
ら
で
き
た
ラ
テ
ン
語
ア
ル
フ
ァ
ベ
ト
ゥ
ム

�
��
�
�
�
	
�
�

に
由
来
す
る
。
シ
ャ
ル
ル
・
イ
グ
ー
ネ

『

文
字』

文
庫
ク
セ
ジ
ュ
、
一
九
五
六
年
、
四
十
六
頁
。

(

��)

古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
に
関
し
て
、
そ
の
部
族
同
盟
が
六
な
い
し
十
二
の
構
成
員
か
ら
な
っ
て
い
た
の
は
、
一
年
に
一
ヵ
月
な
い
し

二
ヶ
月
ず
つ
交
代
で
中
央
聖
所
の
管
理
や
守
備
に
あ
た
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
あ
る

(

た
だ
し
こ
れ
も
ひ
と
つ
の

仮
説)

。
高
橋
正
男

『

旧
約
聖
書
の
世
界』

時
事
通
信
社
、
一
九
九
〇
年
、
一
六
四
〜
一
六
六
頁
。
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お

わ

り

に

最
初
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
ず
か
一
時
間
の
内
容
で
あ
る
か
ら
、
語
る
こ
と
は
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
の
お
よ
そ
の
展
開
を
本

稿
で
は
述
べ
て
み
た
。
学
生
が
こ
れ
を
聞
い
て
ど
の
よ
う
な
感
想
を
持
っ
て
く
れ
た
か
は
、
ま
だ
ア
ン
ケ
ー
ト
を
取
っ
た
こ
と
が
な
い
の

で
分
か
ら
な
い
。
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
講
義
の
最
後
に
学
生
に
い
つ
も
言
う
の
は
、
で
き
る
だ
け
高
い
目
標
を
し
っ
か
り
持
つ
こ
と
が
、

創
造
性
を
養
う
の
に
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
こ
と
を
、
第
七
図
の
よ
う
な
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
で
示
し
て
い
る
。
頂
点
を
目
標
と
し
て
、
今
の
自

分
の
位
置
を
し
っ
か
り
定
め
た
上
で
、
矢
印
の
よ
う
に
す
す
む
。
こ
の
矢
印
を
漢
字
一
字
で
示
す
と
何
に
な
る
の
か
、
私
と
し
て
は｢

夢｣

と
答
え
さ
せ
た
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
あ
る
学
生
は

｢

志｣

と
い
っ
て
く
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ

れ
も
立
派
な
解
答
で
あ
る
。
し
か
も
自
分
の
中
に
領
域
の
異
な
っ
た
い
く
つ
か
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド

を
持
つ
こ
と
を
学
生
に
勧
め
て
い
る
。
複
数
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
持
ち
、
常
に
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域

で
｢

夢｣

・｢

志｣

を
抱
い
て
努
力
し
て
い
く
。
こ
れ
が
自
ら
の
中
に
創
造
性
を
身
に
つ
け
さ
せ

る
大
事
な
要
素
で
は
な
い
か
と
思
う
。

最
後
に
か
つ
て
出
会
っ
た
す
ば
ら
し
い
本
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
子
ど
も
た
ち
の

素
朴
な
疑
問
に
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者
が
答
え
た
も
の
だ
。
そ
の

｢

は
じ
め
に｣

に
お
い
て
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
ア
ク
セ
ル･

ハ
ッ
ケ
は
、
子
ど
も
は
何
か
の
つ
い
で
に
大
人
に
大
問
題
を

突
き
つ
け
て
く
る
が
、
大
人
は
そ
れ
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し

そ
れ
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
も

(

あ
る
い
は
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
こ
そ)

、

創
造
性
教
育
論

― 17 ―

第
七
図



そ
の
後
変
化
が
起
こ
る
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
続
け
て
、
人
生
は
質
問
に
満
ち
て
お
り
、
ま
た
、
人
間
は
質
問
す
る
か
ら
人
間
な
の
で

あ
り
、
そ
れ
に
答
え
よ
う
と
す
る
か
ら
人
間
な
の
で
あ
る
、
と
も
い
う

(

１)

。
そ
し
て
本
書
に
は
子
ど
も
か
ら
の
二
十
の
質
問
が
載
せ
ら
れ
て

い
る
。
参
考
ま
で
に
列
記
す
る
と
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。｢

ど
う
し
て
プ
リ
ン
は
柔
ら
か
い
の
に
、
石
は
硬
い
の
？｣

｢

政
治
っ
て
何
？｣

｢
科
学
者
っ
て
何
を
す
る
人
な
の
？｣

｢

ど
う
し
て
貧
し
い
人
と
お
金
持
ち
の
人
が
い
る
の
？｣

｢

ど
う
し
て
フ
ラ
イ
ド
ポ
テ
ト
ば
っ
か
り

食
べ
ち
ゃ
い
け
な
い
の
？｣

｢

空
は
ど
う
し
て
青
い
の
？｣

｢

愛
情
っ
て
何
？｣

｢

電
話
っ
て
ど
う
し
て
つ
な
が
る
の
？｣

｢

も
う
す
ぐ
ぼ
く

と
同
じ
人
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
っ
て
ホ
ン
ト
？｣
｢

戦
争
は
ど
う
し
て
起
こ
る
の
？｣

｢

ど
う
し
て
マ
マ
と
パ
パ
は
働
か
な
く
ち
ゃ
い
け

な
い
の
？｣

｢

お
芝
居
を
最
初
に
作
っ
た
人
は
だ
れ
な
の
？｣

｢

空
気
っ
て
何
？｣

｢

人
は
ど
う
し
て
病
気
に
な
る
の
？｣

｢

葉
っ
ぱ
は
ど
う

し
て
緑
色
な
の
？｣

｢
ど
う
し
た
ら
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
も
ら
え
る
の
？｣

｢

忘
れ
ち
ゃ
う
こ
と
と
忘
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
の
は
ど
う
し
て
？｣

｢

ど
う
し
て
男
の
子
と
女
の
子
が
い
る
の
？｣

｢

地
球
は
い
つ
ま
で
回
っ
て
い
る
の
？｣

｢

一
た
す
一
は
ど
う
し
て
二
な
の
？｣

。
こ
の
よ
う

な
子
ど
も
の
素
朴
な
質
問
か
ら
、
私
た
ち
が
日
常
の
中
で
習
慣
づ
け
た
い
態
度
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(

１)

ベ
ッ
テ
ィ
ー
ナ
・
シ
ュ
テ
ィ
ー
ケ
ル『

ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者
に
き
く
子
ど
も
の
な
ぜ
？
な
に
？』

主
婦
の
友
社
、
二
〇
〇
三
年
、

一
〇
〜
一
六
頁
。
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