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著

者

ペ

ン

ロ
ー

ズ
氏

は

現
在

ス
タ

ン
フ
オ
ー

ド
大

學

の
食

糧

研

究

所

の

一
員

で
あ

る

が

、

か

つ
て
は

名

古

屋

高

商

に
敏

鞭

を

と

つ

た

こ

と

も
あ

る

日
本

通

で
、
激

年

前

に

は

『
日
本

に
於

け

る

食

糧

供

給

と

原

料
』

角
o
&

oo
ロ
署

ぐ
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O
)
を

著

は
し

、
特

別

の
關

心
を

日

本

.へ
y
ロ
ー
ズ
著

『
入

口
理
論

と
そ

の
鷹
用
』

の
人

口
食
糧
問
題

に
有
す
る
人
と
し

て
知

ら
れ

て
ゐ
た
。

こ

歯

に
紹
介
す

る
新
著

『
人

口
理
論

と
そ

の
慮
用
』

は

一
面
氏

自
身

の
理
論
艦
系
を
整
序
し
よ
う
と
し
た
も

の
で
あ
る
が
、『
特

に
日

本

に
關
聯

し
て
』

と
標
記
さ
れ

て
ゐ
る
通
り
、
そ

の

『
懸
用
』
・

的
論

述
は
主

と
し

て
日
本

の
問
題

に
つ
い
て
爲

さ
れ
て
ゐ
る
の

で
、
全
盟

と
し

て
日
本
人

口
問
題

の
研
究
書

と
見
な
し

て
も
よ

い

。實

の
と
こ
ろ
私
は

こ
の
書

を

コ
ニ
越
」

の
手
を
経

て
本
年
二

月
初

め
に
入
手
し

て
ゐ
る
。
そ
し
て
そ

の
當
時

一
護

し
て
み
て

い
ろ
く

の
意
味

で
好
著

と
思

つ
た

の
で
、
全
巻

に
わ
た

る
詳

し

い
批
判
的
考
察

を
行

ふ
意
圖
を

い
だ

い
て
ゐ
た
が
、

つ
ひ
そ

の
時
機

を
逸
し

て
し
ま

つ
た
形

で
あ
る
。
今

日
で
は
す

で
に
日

本

の
墨

界

に
も
若

干

の
反
響
を
喚
び
起

し

て
ゐ
る
際

で
あ
る
か

ら
、
あ
ら
た
め
て
こ

の
紹

介
は
無
用
で
あ

ら
う
か
と
思

ふ
。
し

か
し
差
し
営

つ
て
日
本

の
人

ロ
論

壇
に
は
こ
れ
と

い
ふ
日
星

し

い
新
著
も
見
當
ら
な

い
や
う

で
あ
る
か
ら
、
私
自
身

の
當
面

の

興
味
か

ら
、
本
書

の

一
部
分

の
論
述
を
特

に
取
り
出

し
て
み
る

ヒ
と

に
し
よ
う

。

そ

の
前

に

一
慮
、
本
書

の
構
成
を
紹
介

し

て
置

か
う
。
本
書

は
三
部

に
大
別
さ
れ

て
ゐ
る
。
第

一
部
「
人

口
理
論
」
、
第

二
部

一
六
五



「
日
本
人

ロ
問
題

の
若

干
相
」
、
第

三
部

「
人

口
の
配
分

と
自
然

資
源

の
配
分
」

と
題
さ
れ
、
通

じ

て
十

一
章
、

オ
ク
タ
ヴ
オ
判

三
四
七
頁

か
ら
成

つ
て
ゐ
る
。
著
者

は
こ

の
原
稿
を

四
度
び
完

全

に
書

き
か

へ
た
と
自
序
し

て
ゐ
る
が

(り
、g
。
妻
o
a

弓
・
益

)、

な

か
く

苦
心

の
末

に
な

つ
た
も

の

玉
や
う
に
思

は
れ
る
。
し

か
し
通
讃
し

て
受
け
る
感

じ
を
率
直

に
い

へ
ば
、
本
書

の
よ
り

高
く
評
便

せ
ら
る

べ
き
部
分
は
む

し
ろ
第

二
部

以
下

の
「
態
用
」

的
論
述

の
部
分

で
あ

つ
て
、
護
者

は
こ

玉
で
在
來
通
行

の
多
く

の
日
本
人

ロ
問
題
観

と
異
な

つ
た
る
著
者

の
識
見
を
見
出
す

に

違

ひ
な

い
。
何

よ
り
も
啓
蒙
的
な
る
識
見

は
、
著
者

が
日
本

の

一
般
的

「
過
剰

人

口
」
を
否
定
す

る
に
傾
き
、
そ

の
存
在
を
日

本

の
農

村

に
の
み
見

よ
う
と
す
る

と
こ
ろ

に
あ
る
。

こ
の
部
分

に
比
す
れ
ば
第

一
部

の

「
理
論
」
的
記
述
は
晦
澁

の
憾
み
が
あ
り
、
ま
た
そ

の
内
容
も
決

し
て
豊
饒

と
は

い
ひ
が

た

い
。
た

聖
構
想

の
上
か
ら
私

の
興
趣
を

そ

玉
る

の
は
、
著
者

の
論
述
が

マ
ル
サ

ス
の
人

口
理
論

よ
り
畿
足
し

て

ゐ

る

こ

と

で
あ
る
。
第

一
部

の
首
章

は

「
マ
ル
サ

ス
の
理
論
」

に
あ
て
ら

れ

、
そ

こ
か
ら
韓
近
諸
學
者

の
い
は
ゆ
る

「
オ
プ
チ

マ
ム
人

ロ

の
理
論
」

に
進
む

と
い
ふ
順
序
を

と

つ
て
ゐ
る
。
從

つ
て

マ
ル

サ
ス
の
理
論
は
、
著
者

に
と

つ
て
は
、
軍
な
る
學
読
獲
展
史

上

一
六
六

の

一
地
位

を
有
す

る

の
で
は
な
く

て
、
自
家

の
理
論

を
そ

こ
か

ら
獲
足
せ
し
め
よ
う
と
す
る
母
胎

の
役
目
を
演

じ

て
ゐ
る
も

の

と
見
る
こ
と
が
出
來

る
。
そ

こ
で
著
者

の
想
望

し
よ
う
と
す
る

人

口
理
論

の
根
本
性
格
は

こ

の

マ
ル

ナ

ス
理
論

を

い
か

に
解

し
、

い
か

に
批
判
す
る
か

と
い
ふ
こ
と
に
よ

つ
て
ほ

璽
決

せ
ら

れ
る

の
で
あ
る
。

以
下

こ
の
鮎

に
興
味
を
集
中

し

て
著
者

の
論

述

を
辿

つ
て
見

よ
う
。

一

、
ま
つ
第

一
段

に
於

て

「
逓
減
牧
穫

と

マ
ル
サ

ス
の
圖
式
」
と

題

し
た
る
條

下

で
、
著
者
は

マ
ル
サ

ス
に
於
け

る
例

の
三

つ
の

命

題
を
掲
げ

、
こ
れ

ら
三
命
題
を
綜
観
し

て
含

意
さ
れ

て
ゐ
る

と
思
は
れ

る

マ
ル
サ

ス
の
根
本
思
想
ー

8
昌
8
讐
§
『

o
ず
o昌
o

「

は
、
「
現
實

の
員
数

は
、
そ
れ

に
い
か
な
る
附
加

が
行
は
れ

 て
も
生
存
資

料

へ
の
ひ
と
し
き
若

し
く
は
よ
の
大
な

る
附
加
を

俘

は
な

い
が
故

に
、

現
に
あ

る
が
ま

」
で
あ

る
、
と

い
ふ
こ
と

を

意
味
す

る
と
解
し

て
よ

い
」

と
論
す
る

(噂
.
躰
)。
こ
れ
は
わ
か

り

に
く

い
表

現
で
あ
る
が
、
著
者

は

マ
ル
サ

ス
読

の
骨
子
を
、

人

口
が
永

久
に
わ
た

つ
て
生
存
資
料

の
水
進
∴

杯

に
満
た
し

て

を

る
状
態
を

さ
す
も

の
と
解
す

る
の
で
あ
る
。
然

ら

ば
か

曳
る



瓶

態
は
何
故

に
生
起
し
ま
た
永
績
す

る
か
?
・

そ
れ

は
む
ろ
ん
、
人

ロ
と
食
物

と
の
増
加
速
度

が
根
本
的

に

異

な
る
と

い
ふ

マ
ル
サ

ス
の
謂
ゆ
る
根
本
命
題

か
ら
出

で
る
の

で
あ
る
が
、

こ
の
根
本
命
題
が
ど
う
し

て
成
立
し
た
か
と

い
ふ

貼

の
解
繹

に
至

つ
て
は
、
著
者

は
キ

ヤ
ナ

ン
及
び
特

に

フ
イ
ー

ル
ド

の
所
見

に
從

ひ
、

マ
ル
サ

ス
が
後
年

に
至

つ
て

『
エ
ン
サ

イ

ク

ロ
ペ
ヂ
ア

・
ブ
リ
タ

昌
力
』

へ
の
寄
稿
文
に
於

て

「
土
地

供
給

の
制

限
」
を
重
覗
し
た
と

い
ふ

フ
イ
ー

ル
ド
読

(国
9
3

炉

"・碧
切
o
昌
団
o
ロ
巳
暮
ご
ξ

O
ぴ
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σq
o
H
㊤
Q。
ど

,
置
)
を
引
用
し
、

そ
し

て
曰
く
、

h
こ
れ

は
吾

々
を
し

て
、
土
地
供
給

の
制

限
が

マ
ル
サ

ス
の
理

論

の
土
豪

で
あ
る
と
想
は
し
め
る
。

マ
ル
サ
ス
は
吾

々
の
見
た

や
う

に
、
究
極

の
妨
げ

を
、
『
人

ロ
と
食

物
と
が
そ
れ

に
從

つ
て

増

加
す
る

と
こ
ろ

の
異

な
る
比
率
』

か
ら
起

る
食
物

の
不

足
に

蹄

せ
し
め
た
。

マ
ル
サ

ス
が

一
八
二
四
年

に
ー
評
者

註

『
エ
ン

サ
イ
ク

ロ
ペ
ヂ

ア
』

に
於

て
ー

こ
れ
ら

の
比
牽

の
差
異
を
土

地

の
制
限

に
齢

せ
し
め
た
事
實
を

考

へ
れ

ば
、
右

の
章
句
は
次

の
通
り

云
ひ
か

へ
る
こ
と
が
出
來

る
。

曰
く
、
人

口
に
封

す
る

究

極

の
妨
げ
は
、

土
地

の
供
給
上

の
制

限
か
ら
必
然

に
起

る
と

こ
ろ

の
食
物

の
訣

乏

で
あ
る
や
う

に
思

は
れ
る
、

と
。
こ

の
假

ぺ

y
ロ
ー
ズ
著

『
入
口
理
論

と
そ
の
慮
用
』

読

は

マ
ル
サ
ス
の
時
代
以
前
に
始
ま

つ
て
ゐ
た
、
し
か
し

マ
ル

ナ

ス
は
、
そ
れ
を
生
氣

あ
る
論
黙

と
し
、
そ
れ
を

公
け

の
討

論

の
前
景

に
持
ち
出

し
、
そ
し
て
人

ロ
の
増

加
は
そ
れ
自
身

で
必

・す
望
ま

し

い
も

の
だ
と

い
ふ
観
念
を
粉
碑
し
た
、
最

初
の
人
だ

つ
た
の

で
あ
る
o
L
("
娠
)

こ

曳
か
ら
し
て
著
者

は
、

マ
ル
サ
ス
以
後

の

マ
ル
サ
ス
読
蓮

奉
者

た
ち
ー

J

・
S

・
ミ
ル
よ
り
H

・
ラ
イ
ト
に
至
る
人

々

i

が

マ
ル
サ
ス
読

へ
の
補

強

工
作

と
し

て
持
ち
出

し
た
遽
減

牧
穫

の
概
念
を
批
判

し
、
「
こ
の
法
則

(
牧
穫
遽
減

の
法
則

)
は
、

世
界

に
於
け
る
土
地
の
供
給

が
ほ

讐
固
定

し
て
ゐ
る
と

い
ふ
事

實

か
ら
起
る
、
も

し
く

は
そ
れ

に
依

存
し

て
を

る
、

と
想
像
す

る

の
は
誤
ま
り

で
あ

る
」

こ
と

瓦

「
本
當

は
、

い
つ
れ

の

(
生

産

)
要
因

の
供
給
も
固

定
し

て
を

る
と

い
ふ
観
念
は
場
所
的
、

か

つ
時

間
的

に
、
純
粋

に
相
封
的
な
も

の
で
あ
る
。
世
界

の
土

地
供
給

が
ほ

野
固
定
し

て
を
る
と

い
ふ
読
述

で
さ

へ
が
、

一
定

の
地
質
墨

的
年
紀
、
も
し
く
は
或

る
年
紀

の

一
部
分

に
つ

い
て

の
み
眞
實

で
あ

る
に
過
ぎ
な

い
」
こ
と
を
指
摘
す

る

(寧

の
屯
)。

し
か
し
結

局
、
「
こ
の
法
則

が
農
業

活
動

に
適
用

さ

れ

る

も

の

で
あ
り
、
か

つ
實
験

に
よ

つ
て
誰
明
さ
れ
た

一
物

理
法
則

で
あ

る
」

こ
と
は
著
者

の
承

認
す

る
と
こ
ろ

で
あ
る

(弓
。
刈
)。

一
六
七



さ

て
牧
穫

遽
減

の
法
則
を

「
一
定

の
地
質
學
的
年
紀

に
於
け

る
世
界

の
土
地
供
給

上

の
大
凡
そ

の
固
定
性

に
蓮
結

し

て
見

る

と
、
假

設
的

に
は
、
生
存
資
料

の
増
加

牽
が
人

口
の
増
加

率
に

封
比
し

て
涯

減
す

る
と

い
ふ
状
態
が
起
り
得

よ
う
。

こ
の
状
態

は
、
歴
史
時
代

に
於
け
る
若

干

の
國

々
で
實
存
し
た
や
う

で
あ

る
。
か

」
る
事
情

の
も

と
で
は
、
人

ロ
の
増
加
は
早
か
れ
晩
か

れ
停

止
し

た
で
あ
ら
う
。
そ
れ
故

に

一
つ
の
假
読

(ξ
暑
昏
窃
芭

と
し

て
は
、

マ
ル
サ

ス
の
理
論
は
、
遽

減
牧
穫

の
概
念

の
至
當

な
る
解
繹

に
よ
つ
て
そ
れ

に
與

へ
ら
れ
た

る
修

正
形
態

に
於

て

は
、
そ

の
限
界
内

で
論

理
的

に
首
尾

一
貫

し
て
ゐ
る
。
」
(,
H
O
)

け
れ

ど
も
著
者

に
よ
れ

ば
、
「
近
代

の
諸
事
情

の
解
繹

に
そ
れ

が
ど

の
程
度

に
役
立

つ
か

と
い
ふ
見
地

か
ら
見
る
と
、

マ
ル
サ

ス
の
圖
式

は
、

一
方

で
は
土
地
供
給
上

の
制
限
を
不
當

に
彊
調

し
た

こ
と
か
ら
苦
し

み
、
他
方

で
は
工
業
化

と
國

際
貿
易

と

に

よ

つ
て
開
か
れ
た
可
能

性
を

不
充
分

に
し
か
重
覗
し
て
ゐ
な

い

こ
と
か

ら
苦
し
む
。

こ
れ

ら

の
訣
陥

の
双
方
は
ま
た
或

る
程
度

ま

で
、
技

術
上

の
焚
明

や
改
善

の
重
要

さ
を
過
少
評
債
す

る
傾

向

の
結

果

で
あ
る
。

マ
ル
サ
ス
の
時
代

に
は
、
土
地
供
給

の
制

限
は
特

定

の
國

々
に
と

つ
て
今

日
よ
り

も
よ
り
重
要

で
あ

つ
た

し
、
ま
た

工
業
化
と
國
際

貿
易
と
は
な

ほ
比
較
的

に
狭
隆

だ

つ

一
六
八

た

の
で
あ
る
。
」
(唱
・
μ
。。
)

か
く

て
著
者
は
、
國
際
貿

易
が
、
そ
し

て
第

二
に
は
農
業
技

術
上

の
嚢
明

改
善

が
、
世
界
全
艦
と
し
て
め

土
地
供
給
上

の
制

限
か
ら
出

で
る
維
濟
的
諸
蹄
結
を
相

殺
す
る

に
役
立

つ
と
考

へ

る
。

「
こ
れ

ら
諸
型

の
農
業
上

の
嚢
明
や
改
善
は
、
生
産
諸
要

因
を
組
合

は

せ
る

オ
ブ

チ

マ
ム
比
例

を
攣
す

る
。
新

た
な

オ
プ

チ

マ
ム
で
は
、
蕾

オ

プ

チ

マ

ム

で
必
要
と
さ
れ

た
よ
り
も
少

い
土

地
が
、
他

の
諸

要
因
と
組
合
は
せ
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
」

(噂
・
置
-呂
)

剛

 

第

二
段

は

「
人

ロ
の
歴
迫
」
と
題
さ
れ

て
ゐ
る
。
こ

曳
で
著

者
は
、
「
マ
ル
サ
ス
自
身

は
彼
れ

の
圖
式
を
、
將
來

に
於

て
或

ひ

は
起

る
か
も

知
れ
な

い
欣
態
を
表
示
す
る
も

の
と
は
考

へ
て
ゐ

な
か

つ
た
。

む
し
ろ

マ
ル
サ
ス
は
人

口
の
歴
迫
を
、
不
断

に
作

用
す

る
力

と
考

へ
て
ゐ
た
」

こ
と
を
指
摘
す
る
が

(◎
」
⑦
)、

し

か
し
塵
迫

の
概
念
は
頗
る
不
明

だ
と
し
、
再
び

ラ
イ
ト
や

コ
ッ

ク

ス
を
引
合

に
出
し
、
そ

し

て
曰
く

、

「
た

と

へ
ば
、
人

ロ
が
食
物
供
給

へ
の
墜
迫

に
よ

つ
て
妨
げ
ら

れ
る
、
も
し
く

は
、
人

ロ
が
生
存
費
料
を
墜
迫
す
る

、
と

い
ふ



叙

述

の
精
確

な
る
意
味

は
何

で
あ
る
か

?
・

「
人

ロ
増
殖

に
封
す
る
妨
げ

の
或

る
も

の
が
生
存
資
料

の
何
か

の
不
足
か
ら
起

る
も

の
で
な

い
と
い
ふ

こ
と
は
、
争

ひ
が
た

き

事
實

で
あ
り
、

そ
し
て

マ
ル
サ

ス
は
そ
れ
を

争
は
な
か

つ
た
。

多
く

の
疾
病

や
大
部
分

の
天
災

は
こ
の
範
疇

に
属
す

る
。

死
亡

牽
は
そ
れ
故

に
大
な
る
範
團
ま

で
、
食

物
乃
至
は
他

の
物
的
必

要

品
の
不
足
と
は
何

の
關
は
り
も
な
き
要
因

に
よ

つ
て
影

響
さ

れ

る
。
」
(箸
.
昌
占
◎p)

と
は

い
ふ
も

の

」
著
者

は
や
は
り
、
榮
養
不
良

や
、
家

族
扶

養
手
段

の
不
充
分
さ
か
ら
人
間

生
命

が
短
縮

さ
れ
、
も
し
く
は

出
産
制

限
の
行
は
れ

て
ゐ
る

の
は
、
現
在

の
事
實

で
あ
る
と

い

ふ
。
し

か
し
肚
會

に
は
別

の
集
團

が
あ

つ
て
、
そ

こ
で
は
所
得

は

充
分
な
榮
養
を
と

つ
て
な
ほ
蝕
り
あ

る
と

い
ふ
風

に
、
杜
會

は
経
濟
的
歌
態

に
於

て
種

々
異

な
る
集
團

に
分
れ

て
ゐ
る
。「
こ

玉
に
於

て
二
つ
の
問
題

が
起

つ
て
來

る
。
第

一
に
は
、
員
数

の

減

少
又
は
資
源

の
増
加
な
し

に
、
そ

の
肚
會

の
個

々
人

に
よ
り

大

な
る
所
得
を
得

せ
し
め
る
や
う
な
肚

會
的
痩
化
を
行

ふ
こ
と

が
可
能

で
あ

ら
う

か
ど
う
か
、
と

い
ふ
問
題

が
あ
る
。
第

二
に

は
、
肚
會
組
織
上

の
攣
化
な
し

に
、
所

得

の
悪
分
配
は
人

ロ
の

大

い
さ
と
は
無
關
係

に
持
績
し

て
ゆ
く

だ
ら
う
か
ど
う
か
、

そ

ぺ

y
口
聖
ズ
著

『
人
口

理
論

と
そ

の
慮
用
』

し
て
こ
の
地
域
が
人

ロ
過
少

(
こ

の
概

念
は
ど
う
定
義

さ
れ
よ

う
と
)

で
あ

つ
て
さ

へ
、
人

々
を
し

て
不
充
分
な
る
手
段

の
故

に
子
供
を
も

つ
こ
と
か
ら
抑
止

せ
し
む
る

に
至
る
で
あ
ら
う
か

ど
う
か
、
と

い
ふ
問
題
が
あ

る
。
こ
れ

に
よ

つ
て
見
る
と
、
所

得

小
さ
き
が
た

め
に
家
族
を
制

限

す

る

と

い

ふ
特
別

の
場
合

は
、
人

口
に
封
す

る
妨
げ

と
は
解

せ
ら
れ
る

が
、
必
す

し
も
過

剰

人

ロ
に
封

す
る
妨
げ

と
は
解

せ
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。
L
(Ψ

μ
ε「

例

へ
ば
、

こ

玉
に
二

つ
の
肚

會
が
あ
り

、
雨
者
は
員
数

、
人

間

の
内
在
力

、
及

び
自
然
資
源

の
所
有

の
黙

で

同

一
で

あ

る

が
、

富

の
分
配

の
鮎

で
は
第

一
の
肚
會
は
第

二
の
肚
會

よ
り

も

一
暦
不
平
等

で
あ

る
、
と
想
像

せ
よ
。
然

る
場
合

に
は
、
第

一

肚
會

に
於

て
は
第

二
肚
會

に
於
け
る
よ
り

も
よ
り
多
激

の
人

々

が
、
結
婚
を

逓
ら
せ
、
叉
は
結

婚
後

、
彼
等

の
家

族
を
制

限
す

る

こ
と
を
、
饒
儀
な
く
さ
れ
る

で
あ
ら
う
。
双
方
の
肚
會

に
於

て
、
か
な
り

多
数

の
人

口
が
彼
等

の
家
族

を
制

限
し
、
そ
し

て

若

干
の
人

々
の
生
命
は
榮
養
不
良

に
よ

つ
て
短
縮

さ
れ
る
。
し

か

し
第

一
肚
會

に
於

て
は
、

こ
れ
ら

の
妨
げ

は
第

二
肚
會

に
於

け

る
よ
り
も
よ
り
大
き

い
の
で
あ
る
。
双
方

の
肚
會

が
自
然
資

源

の
黙

で
等
し

い
利
釜
を
有

し
て
ゐ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
右

の

軸
六
九



差
異

は
物
理
的
世
界

の
事
實

に
齢
せ
し
む
る
を
得
な

い
。
そ
れ

は
む

し
ろ
、
肚
會
制
度
や
肚
會

組
織

に
於
け
る
差
異

の
結

果
た

る
も

の
で
あ

る
。
L
な
,
トつ
O
曲
け)

こ

の
原
因

は
改
攣

せ
し
め
う
る
。
物

理
的
世
界

に
内
在

せ
る

超

え
が
た
き
困
難
な
ど

で
は
な

い
、
と
著
者

は
考

へ
る
。

「
そ

.れ
故

に
、

い
つ
れ
か

の
肚
會

も
し
く
は
世
界
全
盟

の
歌
態

を
考

察
す

る

に
當

つ
て
、
現
實

の
員
歎

は
、
そ
れ

に
如
何
な
る
附
加

が
行
は
れ

て
も
生
存
資

料

へ
の
ひ
と
し
き
叉
は
よ
り
大
な

る
附

加
を
俘
な

ひ
得
な

い
か
ら
、
現

に
あ
る

が
ま

曳
で
あ
る
、
と
は

先

天
的

に

い
ひ
得
な

い
こ
と

に
な
る
。

マ
ル
サ

ス
の
圖
式

は
、

或

る
條
件

の
も

と
で
將

來
起

る
か
も
知
れ

な

い
も

の
、
及

び
過

去

に
於

て
若

干

の
國

々
で
起

つ
た
か
も
知
れ
な

い
も

の
に
關
し

た

る
適

正

の
假
設

で
は
あ
る
が
、
こ
の
圖
式

は

一
切

の
國

々
に

於

て
、
も
し
く

は
或

る
特
定

の
國

で
す

で
に
達

せ
ら
れ
た
る
状

態
を
必
然

に
表

示
す
る

こ
と

に
は
な
ら
な

い
、
と

い
ふ
結
論

は

冤

が
れ
得
な

い
と
思
は
れ
る
。」
(ヤ
曽
)

四

績

い
て

「
マ
ル
サ
ス
の
肚
會

理
論
」
と
題

す
る
第

三
段

に
移

る
。

こ

玉
で
著
者

は
、
就
會

組
織

の
改
愛
即
ち
富

の
分
配

の
不

一
七
〇

準
等

の
撤

慶
は
や
が

て
結
婚

を
刺
戟
し
て
再
び
元

の
不
平
等
杜

會

に
復
蹄

せ
ざ

る
を
得
な

い
、

と

い
ふ

マ
ル
サ

ス
の
見
解
を
指

摘
し

(◎
・
』。
卜。
)、
そ
し

て
か
う
論
す

る
。
「
こ

の
角
度

か
ら
見
る

と

マ
ル
サ

ス
の
圖
式

は
、
杜
會
機
構
及
び
組
織

の

一
理
論
、
即
ち

就
會
は
非
常

に
不
平
等
な
所
得
を
受
け
る

と
こ
ろ
の
肚
會

諸
階

級

に
分
割
さ
れ

て
ゐ
る
と

い
ふ
事
實
を
読
明

せ
ん
と
す
る

一
企

圖
、

で
あ
る
や
う

に
見

え
る
。
肚
會
機
構

の
大
綱

は
、

こ
の
見

解

で
は
、
人

ロ
の
自
然

法
則
忙

よ

つ
て
決

定

せ
ら
れ
る

の
で
あ

る
o
」
(噂
・
卜9
9◎
)

し

か
し

マ
ル
サ

ス
は
こ

の
人

ロ
原
理
が
同
時

に
杜
會

の
進
歩

に
、
本
質
的
動
因

と
し
て
役
立

つ

一
面
を
読

い
て
ゐ
た
。
從

つ

て
救
貧

法
は

こ
の
刺
戟
を
う
ば

ふ
も

の
と

し
て
弾
劾
し
た

の
で

あ

つ
て
、
私
有
財
産
と
結
婚
制
度
と
は
こ
の
刺
戟

を
保
持
す

る

も

の
と
し

て
必
要

と
考

へ
ら
れ
た
。

殊
に
、
子
供
を
自
由

に
制

限
す
る
と

い
ふ
こ
と
は
、
右

の
刺
戟
を
弱
め
る
も

の
と
し

て
非

難
さ
れ

た
。
L
(コ
y
トっ
肝
b。
α
)

「
か
く

て
、

マ
ル
サ
ス
の
概
念
圖
式

の
土
壷

は
、
人
聞

の
生
物

的
並
び

に
心
理
的
素
質

と
、
物
理
的

世
界

の
講
造

と
に
見
出
さ

る

べ
き

で
あ
る
。

一
方

に
は
性

に
關
す
る

心
理

・
生
理
的
事
實

が
あ
り
、
他
方

に
は
食
物

の
生
産
を
助
け
る
自
然
的
因
素

が
あ



つ
た

の
で
あ

る
。
人

ロ
の
自
然

法
則

は
就
會
的
諸
關
係
を
拘
束

し
、
肚
會

的
進
歩

の
可
能

性
を
制
限
し
た
。

だ
が
し
か
し
、
人

間
天
性

の
或

る
生

得
的
な
特

性

の
た

め

に
、
人

口
の
法
則

は
、

お
ほ
よ
そ
如
何
な
る
種
類

の
進
歩

に
も
欲
く

べ
か
ら
ざ
る
も

の

で
あ

つ
た
。

「
マ
ル
サ

ス
の
圏
式

に
於
て
は
、
結
論

が
理
論
的

に
前
提
か
ら
出

て
來

る
。

も
し
も
前
提

の
眞
實

さ

が
認
め
ら
れ

る
な
ら
、
結
論

の
安

當
性
は
箏

は
れ
得
な

い
。

マ
ル
サ
ス
は
、

こ
の
黙

で
は
彼
れ

の
同
時
代
人

の
多

く
の
も

の
と
異
な
ら
す

、

彼
れ

の
意
想
を
散

漫
か

つ
雑
然

と
表
現
し
た
。
そ
れ

だ
か
ら
彼

れ

の
論

理

の
堅
固

さ
は
、

一
見

し
て
明
瞭

で
は
な
く

、
彼
れ

の

前
提

と
結
論

と
が
節

ひ
わ
け
ら
れ
整

理
し
な

ほ
さ
れ

て
か
ら

で

な
け
れ

ば
確
認

さ
れ
得
な

い
の
で
あ
る
。
し
曾
Ψ
卜9
α
ー
団
①
)

こ

玉
で
著
者

は
、

マ
ル
サ

ス
が
近
時

の
學
者

に
よ

つ
て
、
そ

の
理
論

が
過
少
人

口
や

オ
プ
チ

マ
ム
人

ロ
の
概

念
を
訣
如

し

て

ゐ
る
と

い
ふ
黙
、
及
び
次

い
で
は

マ
ル
サ

ス
が
産
見
制
限
を
弾

劾
し
た
と

い
ふ
職

で
非
難

さ
れ

て
ゐ
る

の
を
辮
護

し

ε
,
楠
α
8

。。
e
、

進

ん
で

「
前

の
第

二
段

に
於
け
る
分
析
を
要
約
か

つ
捷

充
」
し
な
が
ら
、
死
亡
率

に
影
響
す
る
諸

要
因

を
分
類
す

る
⑤
7

。。
⑦
ム
。。
)。

こ
の
條

下
に
は
著
者

の
積

極
的
見
解

が
多
ぐ
現
は
れ
、

傾
蕪
す

べ
き
も

の
を
含

ん

で
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
省
略
し

て

マ
ル

ぺ

y
ロ
ー
ズ
著

『
入
口

理
論

と
そ

の
慮

用
』

サ
ス
批
判
の
結
論
的
記
述
を
弐
に
紹
介
し
よ
う
。

「
こ
れ
を
要
約
す
れ
ば
、
1

と
著
者
は
い
ふ
i

自
然
科
學

及
び
肚
會

科
學

よ
り
護

ら
れ
た

る
近
代
知
識

の
光
り

の
も
と

で

は
、
最

も
進
歩

せ
る
近
代
諸
國

に
於

て
さ

へ
、
死
亡
率
及
び
そ

れ

と
共

に
全
人

ロ
上

の
攣
化

が
、

つ
ね

に
或
る
程
度
ま

で
次

の

事
實

、
即
ち
或
る
人

々
が
購
買
力

の
不
足
も
し
く
は

そ
の
他

の

理
由

か
ら
生
存
資
料

の
充
分
な
る
量
を
消
費
し
な

い
、

と

い
ふ

事
實

に
よ

つ
て
影
響
さ
れ

て
來
た
こ
と
は
、
孚

ひ
な
く
明
白

な

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
人

ロ
が

つ
ね
に
生
存
資

料
を
塵

迫

し

て
ゐ
る
と

い
ふ
陳
述
は
、

マ
ル
サ
ス
及
び
そ
の
蓬
奉
者

の

或

る
者

に
と

つ
て
は
、

こ
れ
よ
り
も
蓬
か

に
重
大
な
意
味
を
も

つ
て
ゐ
た

。
彼
等

は
こ
れ
を
も

つ
て
、

一
方

に
於
け

る
員
激

と

他
方

に
於

け
る
土
地
及

び
自
然
資
源

の
供
給

と

の
間

の
關
係

か

ら
起

る
と

こ
ろ

の
、
人

ロ
の
食
物

へ
の
永
遠

の
墜
迫
を
含
意

せ

し
め

て
ゐ
た

の
で
あ
る
。

「
マ
ル
サ

ス
に
よ

つ
て
措
定

さ
れ
た
す

べ
て
の
前
提

が
も
し
事

實

に
よ

つ
て
充
分
に
支
持
さ
れ
た

と
す

る
な
ら
ば
、
右

の
見
解

は
認
容

さ
る

べ
き

で
あ
ら
う
。
…
…
近
時

の

マ
ル
サ
ス
蓬
奉
者

た
ち
は
普

通

に
、
入
間
性

に
關
す
る
彼
れ

の
諸

前
提
を
恰
か
も

彼
れ

の
圃
式

に
は
不
用

で
あ
る
か
の
如
く

に
看

過
し
て
ゐ
る
。

一
七

一



け
れ
ど
も
事
實
上

は
、
人
間
性

に
關
す

る
こ
れ
ら
諸

前
提

の
素

認
は
、
人

ロ
が

つ
ね
に
食
物
を
歴
迫
す

る
と

い
ふ
學
読

の
承

認

に
と

つ
て
必
要
な
る
手
初
め
で
あ

る
。
但
し

こ
れ

に
附

加
し

て

い
ふ
べ
き

こ
と
は
、
人
間
性

に
關
す

る

マ
ル
サ

ス
の
前
提

が
拒

否
せ
ら
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
故

に
人

口
が
い
つ
れ

の
杜
會

に
於

て
も
食
物
を
歴
迫
す

る
こ
と
は
あ
り
得
な

い
、
と

の
結
論

は
出

て
來
な

い
こ
と

で
あ
る
。

「
マ
ル
サ

ス
の
人

ロ
圖
式

が
評
便
さ
れ

る
場
合

に
は
、
彼
れ

の

全
枇
會
理
論

が
考
慮

に
と
り
入
れ

ら
れ

ね
ば
な
ら
な

い
。

「
過
去

に
於

て
も

つ
ね

に
存
し
た

と
こ
ろ

の
、

マ
ル
サ
ス
の
時

代

に
存
し
た
と
こ
ろ

の
、
及
び
ま
た
將
來
ー

豫
防
的
妨
げ
が

撲
大

さ
れ

て
ゆ
く
限
り

で
は
例

外
だ

が
ー

に
も
存

し

つ
讐
く

で
あ

ら
う

と
こ
ろ

の
出
來
事

の
糎
起

や
歌
態

の
表

示
と
し

て
見

れ
ば

、
現
實
生
活

の
諸
事
實

の
表
示

と
し

て
の

マ

ル

サ

ス
圖

式

の
當
不
當
は
、
そ
れ

に
表
現
を
見
出

し
た
る
就
會

理
論

の
當

不
當

と
、
不
可
離

に
結

び

つ
い
て
ゐ
る
。
も
し
も

こ
の
枇
會
理

論

が
妥
當

で
あ

る
な
ら
ば
、
肚
會
的
諸
關
係
は
、
何

の
假
借
も

ゆ
る
さ

讐
る
人

回
の
頑
固

た
る
自
然
法
則

に
よ

つ
て
鋭

化
せ
ら

れ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
も
し
も
こ

の
肚
會

理
論

の
土
豪

を
形

成

し

て
を
る
人
間
性

に
關
す
る
假
定

が
拒
否
せ
ら
れ
る
と
す
れ

麟
七

二

ば
、
圖
式

は
、
な

ほ
依
然

と
し

て
そ

の
内
的
論

理

の

一
貫
性
を

保
持

し
は
す

る
が
、
吾

々
に
知
ら
れ
た
る
肚
會
的
諸
關
係

の
解

決

と
し
て
は
そ
の
要
當

性
を
失

ふ
て
、
た

穿
、

こ

の
地
上

に
棲

む
者

と
は
違

つ
た
生
物
の
棲
む
世
界

に
の
み
適
用
し
う
る
も
の

と
な
る
。
L
(暑
・
艀
G◎
ム
α
)

五

簡

軍

に
所
感
を
附
記
し

て
置
か
う
。

ま
つ
第

一
段

の
論
述

に

つ

い

て

い
ふ
と
、
そ

こ
で
は
著
者

は
、

マ
ル
サ
ス
の
い
ふ

「
究
極

の
妨
げ
」

(三
島
巳
彗
。
9
6。
ε
、

即
ち

「
食
物

の
不

足
」

を
專
ら
問
題

に
し

て
ゐ
る
。
土
地
供

給

の
制
限
を

マ
ル
サ
ス
理
論

の
根

抵

に
見

る
の
も
そ

の
爲
め

で
あ

る
。
そ
し

て
か
う

い
ふ
風

に

マ
ル
サ

ス
理
論

の
構
造

を
純
粋
自

然

主
義

的

に
解

し
、
從

つ
て
あ
く
ま

で
も

一
般

的
抽
象
的
な
人

口
封
生
存
資

料

の
問
題
と
し

て
見

る
限
り
、
「
マ
ル
サ

ス
理
論
」

は
な
る
ほ
ど

「
マ
ル
サ
ス
以
前

に
あ

つ
た
」

こ
と

玉
な
り
、

へ
ば
ウ

オ

レ
ー

ス
な
ど
の
所
論

と
相
別

つ
と
こ
ろ
が
無
く
な

つ

て
し
ま

ふ
で
あ

ら
う
。

し
か
し

「
究
極

の
妨

げ
」

「
食
物

の
不

足
」

は
飢

饒

の
如
き
場
合
し
か
起

ら
ぬ
、
現
實

の
場
合

で
は
問

題

に
な

ら
ぬ
、
と

マ
ル
サ
ス
は

い
ふ
て
ゐ
る

の
で
は
な

い
か
?
・



現
實

の
問
題

と
し

て

マ
ル
サ
ス
は

「
土
地
供
給

上

の
制
限
を
不

當

に
強
調
し
た
」

わ
け

で
は
な
く
、
彼
れ
は
む
し
ろ
、

一
國

民

ヤ

も

へ

が
現
實

に
支
配
し
う
る
食
物
範
團
は
土
地
そ

の
も

の

玉
技

術
的

生
産
力

に
よ

つ
て
規
定
せ
ら
れ

る
も

の
と
異
な
る
窯

を
「
強
調
」

し

て
ゐ
る
。
そ
れ

は

一
面
、

土
地
私
有
と

い
ふ
肚
會
制
度
を
通

じ

て
土

地

の
技
術
的
生
産
力

に
よ

つ
て
規

定

せ
ら
れ

る
も
の
よ

り

も
狭
隙

と
な
る

が
、
他

面
に
於

て
は

「
國
際
貿
易
」

が
そ

の

範

園
を
援
大
す
る
と

マ
ル
サ
ス
は
論

じ

て

ゐ

る

の

で

あ

る
。

一
言

に
し
て
'マ
ル
サ
ス
に
於

け
る
人
口
を

「
制
限
」
「
規
制
」
す

る
も

の
は
、
自
然
的
範
瞬

に
於

て
解

さ
れ

る
を
得
な

い
の
で
あ

る
。か

う

い
ふ
意
味

で
著
者

ペ

ン

ロ
ー

ズ
氏

の

マ
ル
サ

ス
解
繹

は
、
な

ほ
在
來
諸
學
者

の
そ
れ

と
本
質
的

に
異
な

る
の
で
は
な

く
、

む
し
ろ

マ
ル
サ

ス
理
論

か
ら
杜
會
的
諸

要
素
を
殆

ん
ど
全

く

抹
殺

し
去

る
形

と
な

つ
て
ゐ
る
鮎

で
は

、
若

干

の
後

退
を
示

す

が
如
き
感

を

い
だ
か
ざ
る
を
得
な

い
。

第

二
段

の
論

述
は
、
そ
れ
自
身
と
し

て
は
至
當

で
あ
る
が
、

す

で
に

「
マ
ル
サ
ス
の
理
論
」

そ
の
も

の
が
右

の
如
く
自
然
主

義
的
特
性

に
於

て
理
解
さ
れ

て
ゐ
る

の

で

あ

る

か
ら
、
そ
れ

に
向

つ
て
の
批

判
は
焦
黙
を
外
し
た
も

の
と
な

ら
ざ

る
を
得
な

べ

y
ロ
ー
ズ
署

『
入

口
哩
輪

と
そ

の
慮
用
』

い
。

「
肚
會

制
度

や
枇
會
組
織

に
於

け
る
差
異
」

を

マ
ル
サ
ス

の
理
論

は
無
覗
し

て
ゐ
る

の
で
は
な
か

つ
た
。
尤
も
著
者
は

こ

の
黙
を
第

三
段

に
於

て
取
扱

ふ
て
は
ゐ
る
。
け

れ
ど
も
そ
こ

で

は
、
人

口
の
増
殖

傾
向
が
何
故

に
不
平
等
肚
會

を
不

可
避
な
ら

し
め
る
か

と

い
ふ

マ
ル
サ
ス
の
見
解
が
專
ら
顧
慮

せ
ら
れ

て
ゐ

る

の
で
あ

つ
て
、
著
者

の
い
ふ

「
マ
ル
サ

ス
の
概

念
圖
式
」
そ

の
も

の
は
依
然

と
し

て
自
然

主
義
的

に
理
解

さ
れ

て
ゐ
る
の
で

あ

る
。

私
見

に
よ
れ

ば
、

マ
ル
サ
ス
の
人

口
理
論

は
増
殖
原

理
と
規

制
原

理
と

の
二

つ
か
ら
成
り
立

つ
も

の
で
あ
り
、
し

か
も

こ
の

二

つ
の
原
理

に
表

示
せ
ら
る

玉

「
人
口
」

と

「
生
存
資

料
」
と

は
現
實

の
肚
會
諸
關
係

よ
り

全
く
抽
象

せ
ら
れ

た
る
も

の
で
は

な

か

つ
た
。
眼
前

の
資
本
制
杜
會

に
於

て
は

「
人

口
」

は

一
定

の
階
級
に
あ
る
者
の
員
数
-

主
と
し
て
螢
働
者
人
ロ
ー

で

あ
り
、
そ
れ
を

「
制
限
」
「
規
制
」
す
る

「
生
存
資

料
」

は
勢
賃

を
介
し
て
支
配
せ
ら
れ
る
物
の
分
量
ー

い
は
ゆ
る
實
質
賃
銀

ー

で
あ
つ
た
。

マ
ル
サ
ス
理
論
の
科
學
的
特
性
は
か
う
い
ふ

観
黙
か
ら
初
め

て
確
當

に
理
解

さ
れ
得
る

で
あ

ら
う

(
拙
著
、

人

口
理
論

と
人

ロ
問
題
、
千

倉
書

房
刊
、
第

六
章
参
照
)
。
,
む

ろ

ん
か
う

い
ふ
要
求

を
本
書

の
著
者

に
ま

で
も

と
め
る
こ
と
は

剛
七

三



無
理

で
あ

る
が
、
本
書
を

一
貫
し

て
著
者

が
高
揚
し
よ
う

と
す

る

「
物
理
的
事
實
」

以
外

の
諸

要
素

、
特

に
工
業

や
國
際

貿
易

の
獲
展

の
可
能

性
と

い
ふ
が
如
き
要
素

が
す

で
に
詳
し
く

マ
ル

サ

ス
の
論
著

の
中

に
読

か
れ

て
ゐ
る

こ
と
を
想

ふ
も

の
は
、
少

く
と
も
こ
の
霜

が
仔
細

に
吟
味

さ
れ

て
ゐ
な

い
の
に
不
満
を
感

す

る

で
あ
ら
う
。

お
し
な

べ
て
本
書

の
理
論
的
部
分

は
明
快
を
訣
き
、
積

極
的

に
寄
與
す
る
と

こ
ろ
も
多
く
は
な

い
。
本
書

の
重
鮎
は
む

し
ろ

第

二
部
以
下

の

「
慮
用
」
的
論
述

の
部
分

に
あ
る
。

そ
し

て
こ

の
部
分
は
人

口
問

題
研
究
家

に
多
く

の
便

釜
と
省
察

の
機

會
と

を
與

へ
る

で
あ
ら
う
。

(昭

一
〇
.
九
.
二
九
)

一
七
四

古
屋
美
貞
註
課
…
『
ヂ
ー
ド

・

の
輕
濟
思
想
史
上

巻
』

リ

ス

ト

手

塚

壽

郎

西
洋
諸
國

に
於

て
も

、
我
國

に
於

て
も
、
経
濟
學
史

は
、
大

學

の
経
濟
畢
敏
育

の
教
科

目
申

の
重
要
な
る

一
つ
と
し

て
、
十

九

世
紀
末

か
ら
取
り
入
れ
ら
れ

て
ゐ
る
。
時
間
的
關
係

か
ら
見

る
と
、
だ
か

ら
経
濟
學
史
は
、
経

濟
學

の
比
較

的
に
薪
興
な
る

領

域
で
あ

る
と
云

つ
て
よ

い
。

新

興
の
科
學

叉
は
科
學

の
領

域

に
は
、
我

々
が
想

像
し
得
る

以
上

に
、

研
究
者

が
集

つ
て
來

る
も
の
で
あ
る
。
既

に

一
定

の

艘

系
が
打
ち
建

て
ら
れ

て
ゐ
る
や
う
な
完
成
せ
る
科
學

に
、

一

薪

生
面
を
開
く

が
如
き
は
、
大

言
肚
語

の
中

に
口
走

る
こ
と
が

容
易

で
あ

つ
て
も
、
事
實
容
易

の
こ
と

で
は
な

い
。
そ
こ
で
艸労

せ
す

し
て
功
を
成

さ
う
と
す

る
研
究
者
は
、
と
か
く
新

興
科
學

を

目
指
し

て
行

く
。

経
濟
學

史
も
経
濟
學
申

の
か
や
う
な
領
域

で
あ

ら
う
。
経

濟
墨
史

上

の
夫

々
の
學
者

な
り
學
読
な
り
を
取




