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日
本
近
代
科
学
史
の
分
類
に
つ

い
て

大

f己

衛

内

開
国
百
年
記
念
す
〈
化
事
業
会
嬬
「
明
治
文
化
史
論
集
」
と
い
う
の
に
、
湯
浅
泊
朝
と
い
う
人
の
「
日
本
近
代
科
学
史
の
時
代
区
分
に
つ

い
て
」
と
い
う
論
文
が
の
っ

て
い
る
。

私
は
湯
浅
光
朝
と
い
う
入
は
ど
ん
た
人
か
知
ら
た
い
。
た
だ
肩
書
に
「
日
本
科
学
史
協
会
幹
事
」

と
る
る
の
で
、
そ
の
道
の
研
究
者
か
と
思
う
。
と
の
論
文
も
論
文
と
し
て
あ
ま
b
論
回
日
明
断
で
ぽ
た
く、

論
証
も
十
分
で
た
い
が
、
そ
れ

で
も
、
そ
の
方
面
で
の
新
し
い
研
究
で
る
る
に
相
違
な
い
。
と
に
か
く
先
日
そ
れ
を
見
て
い
る
う
ち
に
、
そ
の
時
代
区
分
と
わ
れ
わ
れ
の

経
済
学
の
時
代
区
分
と
が
、
密
接
に
関
係
し
て
い
る
と
と
に
興
味
を
忌
ぼ
え
も
ん
。

湯
浅
氏
は
、
と
モ
で
科
学
と
は
自
然
科
学
、
工
学
、
産
業
の
三

a

つ
の
分
科
の
と
と
で
あ
b
、
社
会
科
学
は
と
れ
を
除
外
し
て
い
る
o

そ

し
て
湯
浅
氏
は
と
う
い
う
と
と
を
い
っ
て
い
る
。
科
学
史
の
時
代
区
分
は
、
い
ま
の
段
階
に
お
い
て
は
一
種
の
仮
説
で
あ
っ
て
、
と
れ
を
や

っ
て
見
て
、
そ
の
区
分
が
妥
当
で
あ
れ
ば
そ
れ
が
歴
史
の
治
則
を
発
見
す
る
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
試
み
に
日
本
の
近

代
科
学
史
の
分
類
、
を
し
て
見
た
い
と
思
ラ
、
と
。
と
れ
は
同
感
で
あ
る
。

氏
は
、
と
の
窯
味
で
の
日
本
の
近
代
は
シ

1
ボ
ル
ト
の
渡
来
に
ス
グ

1
ト
す
る
と
し
、
そ
れ
を
次
の
如
く
区
分
す
る
口

日
本
近
代
科
学
史
の
分
類
に
つ
い
て
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シ
ト 日

本
近
代
科
学
史
の
分
類
に
つ
い
て開 ・国一|代

(1853) 

氏
は
と
の
表
を
ほ
ぼ
次
む
如
く
説
明
す
る
。

A 

第
二
期

反
射
躍
の
建
設
か
ら

第
一
期

シ

I
ボ
ル
ト
の
渡
来
か
ら

B 

帝
国
大
学
令
の
公
布
か
ら

第
三
期

学

制

頒

布

か

ら

第
四
期

E 

一

明

新
〉

維
印

治
団

関

(

官
且

27年

1823 

1849 
(嘉永2)

22年

1850 

1871 
(明治4)

14年

1872 

1885 
C明治19)

11年

1886 

1896 
〈明治29)

1886一1-1890

f合

rr 

n

U

A

U
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U
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ム

ハ

ヨ

ハ

ヨ

噌

i

守よ

汚
d一回

V

一司
ム代

争
〉

戦川目
露
目

日
〈

大

正11917 1-1920 

代

第一次
世界大戦ー
(1914) 

四-1930 

可E

満州事変ー
(1931) 

一1940

手詰語~-I 時

VII 時

代
終 戦一
(1945) 

オ
ラ
ン
グ
語
よ
わ

J

の
科
学
書
の
ホ
ン
ヤ
ク
は
じ
ま
る
。

そ
れ
が
一
応
理
解
さ
れ

て
応
用
が
試
み
ら
れ
る
。
即
ち
マ
ヌ
フ
ァ

ク
チ
ュ
ア
よ
り
軍
事
的
洋
式
工
業
始
ま
る
。

外
国
の
学
問
正
式
移
植
l
博
覧
会
共
進
会
、
専
門
学
会
に
始
る
ο

外
国
人
が
日
本
人
教
授
に
代
る

産
業
革
命
成
る
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第
八
期
日
本
学
術
会
議
の
創
立
か
ら

以
上
の
区
分
は
、
一
応
、
誰
の
自
に
も
つ
く
一
番
大
き
な
事
件
を
そ
の
ま
ま
に
な
ら
べ
て
、
そ
の
う
ち
か
ら
そ
の
時
代
の
特
色
を
見
ょ

う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
と
は
湯
浅
氏
の
明
言
す
る
と
と
ろ
で
る
る
。
し
か
し
、
と
の
分
類
を
す
る
目
的
は
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
歴
史
の

う
ち
に
あ
る
一
般
的
な
発
展
の
法
則
を
さ
が
そ
う
と
す
る
に
あ
る
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
さ
て
、
と
の
区
分
を
見
て
私
が
思
う
と
と
は
、

第
一
、

ζ

の
区
分
は
一
方
に
沿
い
て
は
科
学
の
重
大
な
原
理
の
確
立
ま
た
は
そ
れ
に
も
と
や

4
工
業
上
の
発
見
に
よ
っ
て
は
注
さ
れ
て
い

な
い
。
第
二
、
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
科
学
の
発
達
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
政
治
的
な
出
来
事
を
以
て
時
代
区
分
の
中
心
に
し
て
い
る
。
例
え

ば
反
射
櫨
の
建
設
と
い
う
の
は
ど
う
か
。
そ
れ
は
一
つ
の
ヱ
業
的
大
事
件
に
は
相
違
な
い
が
、
そ
れ
は
一
つ
の
政
治
的
な
目
的
を
も
っ
た

事
実
で
あ
る
。
そ
の
筒
、
学
制
の
頒
布
は

εう
か
、
帝
国
大
学
令
の
公
布
は
ど
う
か
。
と
う
考
え
て
く
る
と
、
通
じ
て
、
と
の
時
代
区
分

の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
っ
て
い
る
の
は
政
府
の
科
学
に
対
す
る
政
策
、
そ
の
政
策
の
現
わ
れ
た
る
特
殊
友
機
関
の
設
定
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

第
五
期

。
第
七
期

第
六
期

D 

八
幡
製
鉄
所
の
建
設
か
ら

20年
1897 

〈明治30)

1916 
〈大正 5)

日
本
の
学
者
外
国
に
認
め
ら
れ
る
。

重
工
業
は
じ
ま
る
.
と
の
終
期
に
工
場
法
が
で
き
為
。

科
学
の
自
由
独
立
期
(
外
国
か
ら
は
な
れ
る
)

重
工
業
確
立
、
工
業
よ
り
農
業
が
か
っ
。

組軽
織工
的業
協よ
力り
的意
連工
絡業
研が
究か
がっ

始た
ま。

る。

再

編

成

理
化
学
研
究
所
の
創
立
か
ら

15年

1917 
(大正 6)

1931 
〈昭和 6)

と
の
と
と
か
ら
、

私
は
、

一
つ

の
事
実
を
指
摘
す
る
と

と
が
出
来
る
と
思
ろ
。
そ
れ
は
外
で
は
な
い
。
日
本
の
科
学
の
発
達
に
は
政
府

の
科
学
政
策
が
重
大
友
意
義
を
も
っ

て
い
る
と
い
う
と
と
、
い
い

か
え
れ
ば
日
本
科
学
の
発
達
の
動
機
と
力
と
な
っ
た
も
の
は
政
府
の
政

日
本
学
術
長
興
'会

σコ
創
立
か
ら

16年

1932 
〈昭和 7)

1947 
〈昭和22)

日
本
近
代
科
学
史
の
分
類
に
づ
い
て

五

Hosei University Repository



日
本
近
代
科
学
兵
の
分
類
に
ヲ
い
て

六

策
で
る
っ
た
と
い
う
と
と
と
れ
で
あ
る
。
少
く
と
も
と
う
い
う
政
治
的
政
策
的
事
実
を
以
て
科
学
史
の
時
代
区
分
を
す
る
の
が
い
い
と
い

う
自
然
科
学
者
が
い
る
と
い
う
と
と
は
、
日
本
で
は
す
べ
て
の
理
論
科
学
と
す
べ
て
の
応
用
科
学
は
、
政
府
の
保
護
と
干
渉
と
方
向
指
示

と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
と
い
う
意
味
で
は
た
い
か
。
日
本
で
は
科
学
は
、
そ
れ
自
身
の
内
部
的
な
要
求
に
よ
っ
て
そ
の
発

展
を
と
げ
た
も
の
と
は
言
え
な
い
と
い
う
と
と
で
あ
ろ
う
。
自
然
科
学
に
つ
い
て
と
う
い
う
時
代
区
分
-
が
正
し

い
か
ど
う
か
は
、
か
く
し

て
問
題
と
な
る
と
思
多
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
何
等
の
判
断
を
す
る
力
は
私
に
は
な
い。

そ
と
で
私
は
、
私
の
専
門
と
す
る
経
済
学
の
発
達
が
、
と
の
時
代
区
分
と
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
か
、
わ
れ
わ
れ
の
学
問
の
分
野
で
は

ど
う
い
う
と
と
を
時
代
区
分
と
す
る
の
が
適
当
だ
ろ
う
か
と
い
う
と
と
を
考
え
て
見
ょ
う
と
思
っ
た
。
そ
の
と
き
、
私
の
心
に
浮
ん
だ
の

は
経
済
学
上
の
重
要
な
著
書
で
あ
っ
て
、
経
済
政
策
又
は
学
問
政
策
で
は
な
か
っ
た
。
と
れ
は
湯
浅
氏
の
方
法
と
相
当
に
異
る
考
え
方
で

あ
る
。と

の
第
一
期
、
第
二
期
に
-
沿
い
て
は
、
経
済
学
も
ま
た
全
く
聡
入
時
代
で
あ

b
、
先
や
何
よ

b
も
オ
ラ
ン
ダ
の
本
の
醜
訳
で
る
っ
た
と

と
は
事
実
で
る
る
。
そ
し
て
訳
者
の
主
、
な
る
も
の
は
神
田
孝
平
、
福
沢
識
士
ロ
等
々
で
る
っ
た
。
翻
訳
の
原
本
は
い
や
れ
も
か
ん
た
ん
友
オ

ラ
ン
ダ
の
通
俗
書
、
か
ん
た
ん
た
ア
メ

F
カ
の
通
俗
書
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
日
本
の
旧
来
の
経
済
制
度
の
時
代
ゐ
く
れ
で
る
る
と
と
、

新
し
い
社
会
制
度
は
ヨ
リ
よ
き
制
度
で
あ
る
と
と
を
示
す
の
に
役
立
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
、
明
治
の
変
革
は
当
然
で
あ

b
、
且

つ
い
い
と
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
と
れ
ら
の
書
物
は
国
民
に
示
し
た
。

第
三
期
に
入
る
と
、
と
く
に
と
の
時
代
の
指
導
者
と
し
て
目
立
っ
た
の
は
福
沢
論
吉
と
田
口
卯
吉
と
で
あ
る
。
そ
し
て
と
の
と
き
、
と

の
二
人
は
も
は
や
単
な
る
知
識
の
輸
入
者
で
は
な
く
突
に
日
本
の
指
導
者
で
あ
っ
た
。
福
沢
の
多
く
の
著
書
の
う
ち
、
そ
の
代
表
的
友
一

つ
で
あ
る
「
学
聞
の
す
す
め
」
は
明
治
五
年
で
あ
り
、
「
究
明
論
の
概
略
」
は
明
治
八
年
の
作
で
あ
り
、
ま
た
田
口
卯
舎
の
代
表
作
で
あ

る
「
日
本
開
化
小
史
L

は
明
治
十
年
の
作
で
あ
る
。
と
の
こ
つ
は
明
ら
か
に
自
由
主
義
で
る
る
と
共
に
進
歩
主
義
で
あ
る
が
、
と
の
自
由

主
義
と
の
進
歩
主
義
と
い
う
の
は
西
洋
の
文
明
を
日
本
に
と
り
入
れ
る
と
い
う
と
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
と
れ
が
つ
ぎ
つ
ぎ
行
渡

れ
た
の
は
ど
う
い
う
わ
け
で
る
る
か
、
ま
た
そ
れ
が
日
本
国
民
の
力
と
友
っ
た
の
は

E
う
い
う
わ
け
で
あ
る
か
。
そ
れ
に
は
学
制
が
布
か

れ
た
と
い
う
と
と
も
重
大
で
る
る
が
、
そ
う
い
う
の
は
あ
ま
り
形
式
的
た
説
明
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
よ
り
も
福
沢
や
田
口
の
思
想
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そ
の
も
の
が
も
っ
と
社
会
的
な
効
用
と
社
会
的
な
意
義
即
ち
資
本
主
義
が
新
文
明
の
基
調
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
た
点

に
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

第
四
期
の
経
済
学
を
代
表
す
る
も
の
は
一
つ
は
前
田
正
名
の
興
業
意
思
で
あ
り
(
明
治
十
八
年
〉
、
他
県
菅
沼
貞
風
の
「
大
日
本
商
業
史
」

で
あ
る
。
と
れ
は
こ
っ
と
も
、
日
本
で
は
じ
め
て
の
実
証
的
友
研
究
と
い
っ
て
よ
い
が
、
同
時
に
、
日
本
に
は
日
本
独
得
の
経
済
が
あ
る

と
い
う
見
地
に
立
っ
て
日
本
の
特
長
は
農
業
で
あ
b
商
業
で
あ
る
と
い
う
論
証
を
し
よ
う
と
試
み

て
い

る
。
明
ら
か
に
前
時
代
の
反
動
で

あ
る
。
そ
し
て
周
知
の
如
く
東
京
帝
国
大
学
は
と
の
反
動
の
学
問
的
城
砦
と
し
て
利
用
さ
れ
、
ま
た
そ
の
理
論
を
作
る
の
に
役
立
っ
た
の

は
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
恐
ら
く
は
憲
法
の
解
釈
を
中
心
と
す
る
国
家
主
義
と
し
て
現
わ
れ
、
ま
た
経
済
学
に
沿
い
て
も
ド
イ
ツ
経
済
学

の
輸
入
と
し
て
現
わ
れ
た
に
は
相
遣
な
い
が
、
と
の
時
代
を
一
一
言
に
し
て
現
わ
す
と
い
う
の
に
、
単
に
帝
国
大
学
令
の
公
布
と
い
う
の
は

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
も
と
の
時
代
の
終
り
は
産
業
革
命
の
成
立
に
当
る
と
著
者
は
い
う
o
た
し
か
に
そ
う
で
あ
っ
て
、
そ
の
徴
と
し
て
足
尾
銅
山
の
第

一
次
の
被
害
騒
動
は

一
八
九
七
年
(
明
治
三
十
年
)
に
あ

っ
た
。
そ
し
て
ま
た
日
本
に
烏
け
る
最
初
の
貧
民
研
究
、
横
山
源
之
助
著
「
日

本
下
層
社
会
の
研
究
」
が
こ
の
と
き
に
出
版
さ
れ
て
い
る
o
そ
し
て
ま
た
日
本
最
初
の
社
会
主
義
政
党
安
部
・
片
山
・
幸
徳
な
ど
の
社
会

党
が
は
じ
め

て
結
成
さ
れ
た
の
は
と
れ
よ
り
後
四
年
目
、
一
九

O
一
年
で
あ
る
。

第
五
期
は
自
然
科
学
の
時
代
と
し
て
は
八
幡
の
製
鉄
所
の
創
立
を
以
て
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
と
の
時
代
は
自
然
科
学
の
方
で

は
、
日
本

は
多
方
面
に
偉
い
学
者
を
出
し
て
日
本
の
学
術
が
世
界
に
認
め
ら
れ
た
時
期
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
経
済
学
で
は
ど

う
か
。わ

れ
わ
れ
の
窪
辞
母
で
は
必
や
し
も
そ
う
い
え
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
学
問
で
い

え
る
と
と
は
明
治
三
十
年
か
ら
大
正
七
年
ま
で
は
、
経

済
学
に
沿
い
て
も
、
と
の
時
代
に
急
に
盛
大
に
な
っ
て
多
数
の
学
者
が
輩
出
し
た
と
は
い
え
る

で
あ
ろ
う
。
金
井
・
桑
田
・
戸
田
・
高
野
・

福
田
・
神
戸
・
小
川
・
塀
沢
・
堀
江
・
気
質
の
諸
博
士
と
れ
で
あ
る
。
と
れ
を
一
括
し
て
社
会
政
策
学
振
と
名
づ
け
る
の
は
正
し
い
と
思

う
。
こ
の
時
代
に
tu
い
て
日
本
は

一
方
に
沿
い
て

は
一
応
外
国
経
済
学
の
輸
入
を
一
終
り
、

E
つ
ま
た
日
本
経
済
問
題
を
自
覚
し
た
o

そ
の

と
と
は
社
会
政
策
学
会
の
リ
ポ
ー
ト
が
之
を
証
す
る
。
そ
し
て
事
実
、
学
界
を
代
表
し
た
も

の
は
彼
ら
尊
者
グ

ル
ー
プ
の
機
関
で
あ
っ
た

自
家
近
代
科
学
史
の
分
類
に
つ
い
て

七
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日
本
近
代
科
学
史
の
分
類
に
つ
い
て

入

と
と
ろ
の
社
会
政
策
学
会
で
あ
っ
た
。
と
の
学
会
は
周
知
の
如
く
と
の
昨
代
の
は
じ
め
に
成
立
し
、
と
の
時
代
と
共
に
終
っ
て
い
る
。
そ

れ
と
八
幡
製
鉄
所
の
開
設
と
は
む
ろ
ん
重
大
な
関
係
部
あ
る
が
、
と
れ
を
以
て
と
の
時
代
の
学
聞
の
進
歩
を
現
わ
そ
う
と
い
う
の
は
少
し

く
む
り
で
あ
る
。

経
済
学
に
と
っ
て
は
大
正
六
、
七
年
即
ち
前
の
表
で
理
化
学
研
究
所
が
で
き
た
時
は
大
き
い
転
機
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
シ
ム
ボ
ラ
イ
ズ

す
る
も
の
は
何
と
い
っ
て
も
、
河
上
肇
の
「
貧
乏
物
語
」
(
大
豆
六
年
)
で
る
っ
た
。
と
い
う
の
は
ζ

れ
は
、
社
会
主
義
の
本
で
は
な
い

が
、
最
早
社
会
政
策
の
本
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
な
こ
れ
は
社
会
主
義
の
正
し
さ
を
信
じ
っ

L
社
会
政
策
を
主
張
し
て
い
る
奇
妙
な
。

本
で
あ
る
ロ
し
か
し
、
と
の
木
を
よ
む
と
何
人
も
、
日
本
の
経
済
学
の
過
去
を
ふ
り
返
っ
て
見
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
批
判
を
感
ぜ
ざ
る

を
得
な
い
。
少
く
と
も
そ
れ
よ
り
十
年
前
の
と
と
が
思
い
治
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
外
な
ら
ぬ
幸
徳
事
件
で
あ
り
ま
た
幸
徳
が
そ
の
-
員
で

あ
っ
た
平
民
社
の
運
動
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
明
治
の
末
年
の
と
と
で
あ
り
、
日
露
戦
争
及
び
そ
の
経
済
的
社
会
的
帰
結
と
大
い
に
関

係
を
も
っ
て
い
る
口
幸
徳
の
「
帝
国
主
義
」
は
一
九

O
一
年
、
「
社
会
主
義
神
髄
」
は
一
九

O
二
%
で
あ
っ
た
。
経
済
学
史
と
し
て
は
そ

う
い
う
と
と
も
重
要
で
な
い
か
と
思
う
。

し
か
し
な
が
ら
第
五
期
の
終
、
第
六
期
の
は
じ
め
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
大
き
な
時
期
の
転
換
で
あ
っ
た
と
い
う
と
止
は
、
単
に
「
貧

乏
物
語
」
が
出
た
と
い
う
と
と
だ
け
で
な
く
と
の
時
代
が
大
き
い
変
革
の
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
変
革
に
つ
い
て
は
、
大
正
七
年
が
米
騒

動
の
年
で
あ
っ
た
と
と
、
そ
し
て
そ
れ
は
ロ
シ
ア
革
命
の
年
で
あ
っ
た
と
と
が
、
む
し
ろ
「
貧
乏
物
語
」
が
生
れ
る
時
代
で
あ
っ
た
と
い

う
と
と
で
も
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

前
表
で
は
理
化
学
研
究
所
の
創
立
を
以
て
と
の
期
聞
が
は
ヒ
ま
る
と
し
て
い
る
。
そ
と
で
何
か
似
た
よ
う
な
と
と
が
わ
れ
わ
れ
の
学
界

に
起
っ
て
い
な
い
か
と
考
え
て
見
る
と
、
わ
れ
わ
れ
の
学
聞
の
分
野
に
は
い
ろ
い
ろ
の
と
と
が
あ
る
。
そ
の
第
一
は
東
京
大
学
、
京
都
大

学
そ
の
他
諸
大
学
の
経
済
学
部
の
独
立
で
あ
っ
て
、
と
れ
は
大
正
八
年
で
あ
る
。
次
に
大
原
社
会
問
題
研
究
所
の
創
立
で
み
っ
て
、
と
れ

も
大
正
八
年
で
あ
る
o

そ
し
て
第
三
は
労
資
協
調
会
の
創
立
で
あ
っ
て
こ
れ
も
大
正
八
年
で
あ
る
。
と
の
い
や
れ
も
は
、
そ
の
創
立
は
、

米
騒
動
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
運
動
と
重
大
な
関
係
が
あ

b
、
一
般
に
と
れ
ら
は
、
日
本
の
学
界
の
社
会
問
題
に
つ
い
て
の
新
た
な
自
覚
と

い
っ
て
よ
い
。
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そ
し
て
右
の
時
代
区
分
で
は
、
と

の
時
代
の
特
長
を
日
本

の
産
策
技
術
独
立
の
時
代
と

し
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
学
聞
に
た
い
て

は
、
そ
う
い
う
表
現
は
必
や
し
も
的
確
で
は
な
い
口
と
い
う
の
は
、
と
の
時
代
は
日
本
の
唯
一
の
経
済
学
で
る
っ
た
ド
イ
ツ
流
社
会
政
策

学
波
に
対
す
る
批
判
の
時
代
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
批
判
し
た
も
の
は
堺
利
彦
、
山
川
均
等
k

の
人
k

で
あ
つ
だ
と
も
い
わ
れ
る
が
、
し
か
し
学
聞
の
世
界
で
そ
れ
を
花
や
か
に
代
表
し
た
も
の
は
河
上
限
端
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
前
述
の

社
会
政
策
学
沃
を
率
い
て
そ
れ
を
防
衛
し
た
も
の
は
福
田
徳
三
で
あ
っ
た
と
い
っ
た
方
が
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
と
の
時
代
の
終

り
に
沿
い
て
、
社
会
主
義
の
側
が
一
つ
の
ヱ
ポ
ッ
ク
を
作
っ
た
と
と
は
や
は
り
学
界
と
し
て
は
重
視
す
ぺ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
岩
波
書
自

の
「
日
本
資
本
主
義
講
座
」
の
出
現
で
る
っ
た
と
私
は
思
う
o

と
の
講
座
は
山
田
盛
太
郎
の
「
日
本
資
本
主
義
分
析
」
、
野
呂
栄
太
郎
の

円
日
本
資
本
主
義
発
達
史
」
を
以
て
代
表
せ
ら
れ
る
と
思
う
。
と
れ
は
こ
っ
と
も
今
日
か
ら
考
え
る
と
、
ゃ
い
分
不
完
全
な
と
こ
ろ
が
あ

る
が
、
と
も
か
く
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
が
日
本
の
経
済
学
で

bhν
得
る
と
い
う
可
能
性
在
示
し
た
こ
と
に
沿
い
て
は
大
き
友
指
標
で
あ
っ

た
と
思
う
。
こ
の
こ
と
は
と
れ
の
批
判
と
し
て
の
櫛
田
民
蔵
の
「
わ
が
国
小
作
料

の
特
質
」
そ

の
他
マ
ル
ク
ス
地
代
論
に
関
す
る
諸
論
文

と
共
に
、
そ
の
後
今
自
に
至
る
ま
で
の
日
本
経
済
史
な
ら
び
に
一
般
近
代
日
本
史
の
研
究
が
、

と
れ
ら
の
説
の
組
述
と
批
判
1
f

を
そ
の
ス

タ
ー
ト
と
し
て
い
る
と
と
に
よ
っ
て
る
き
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
わ
が
経
済
学
が
、
今
日
著
大
な
進
歩
を
し
た
の
は
、
と
れ
か
ら
出
発
し

た
い
ろ
い
ろ
の
研
究
の
た
か
げ
で
あ
る
と
と
は
否
定
出
来
な
い
。

し
か
し
さ
ら
に
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
エ
ポ
ロ
ク
。
メ
イ
キ
ン
グ
の
作
物
が
生
れ
た
の
に
は
大
き
な
パ
ッ
ク
が
あ
っ
た
o
そ
れ
は
い
う

ま
で
も
な
く
日
本
無
産
政
党
の
勃
興
で
あ
る
。
即
ち
、
大
正
十
一
年
の
第
一
次
共
産
党
、
大
正
十
五
年
労
働
農
民
党
の
結
成
、
同
年
第
・二

次
共
産
党
の
結
成
、
社
会
民
衆
党
結
成
、
日
本
労
働
農
民
党
の
結
成
、
昭
和
三
年
の
三
・
一
五
事
件
、
昭
和
四
年
の
回
。
一
六
事
件
の
桔

・成
と
い
う
事
実
、
ま
た
、
一
九
二
七
年
モ
ス
ク
ワ
に
ゐ
け
る
日
本
共
産
党
の
テ
ー
ゼ
、
一
九
三
二
年
の
同
様
の
事
実
な
ど
も
あ
っ
た
。
と

れ
ら
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
評
価
す
ペ
ぎ
か
、

4

な
か
な
か
問
題
で
あ
る
。

次
に
第
七
期
は
、
前
表
で
は
一
九
三
二
年
学
術
会
議
の
設
躍
と
な
っ
て
治
る
o

と
れ
を
湯
浅
氏
は
「
組
織
的
協
刀
に
よ
る
科
学
の
進
歩
」

と
い
う
ふ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

し
か
し
、
考
え
て
み
れ
ば
と
れ
は
満
洲
事
変
以
後
の
戦
時
的
体
制
の
時
代
で
る
る
。
わ
れ
わ
れ
の
経
済
学
の
領
域
に
沿
い

て
、
と
の
時

日
本
近
代
科
学
史
の
分
類
に
つ
い
て

ブL
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日
本
近
代
科
学
史
の
分
類
に
つ
い
て

。

代
に
沿
い
て
大
き
い
学
問
的
進
歩
が
あ
っ
た
と
い
え
る
か
、
と
く
に
組
織
的
協
力
が
そ
の
う
ち
に
あ
っ
た
と
い
え
る
か
、
そ
れ
は
、
疑
問

だ
と
私
は
思
う
。
と
の
と
き
恐
ら
く
は
一
番
有
名
で
る
り
、
そ
し
て
最
も
よ
く
売
れ
た
著
書
は
、
難
波
田
春
夫
君
の
「
国
家
、
と
経
済
」
で

な
か
っ
た
か
と
思
う
口
と
う
い
え
ば
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
人
が
多
い
と
思
う
。
と
い
っ
て
何
か
代
表
的
た
作
物
が
る

る
か
と
い
え
ば
、
誰
も
と
れ
だ
と
は
な
か
な
か
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
o

そ
し
て
、
か
り
に
難
波
田
君
の
本
を
わ
れ
わ
れ
学
・界

の

エ

ポ

ッ

ク
・
メ
イ
キ
ン
グ
友
本
と
し
て
見
て
も
、
あ
れ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
一
一
躍
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
一
つ
の
建
築
で
あ
っ

て
、
科
学
の
本
と
し
て
何
か
を
吾
k

に
教
え
た
と
い
う
の
は
無
理
で
あ
る
。
ま
も
ん
と
の
時
代
の
学
界
の
主
流
ま
し
て
、
或
は
土
方
成
美
博

士
と
高
田
保
馬
博
士
が
あ
っ
た
と
も
い
え
る
か
も
知
れ
ぬ
。
前
者
は
日
本
主
議
経
済
学
の
提
唱
、
後
者
は
民
族
主
義
経
済
学
の
主
張
を
以

て
と
れ
を
現
わ
す
と
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ど
ち
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
主
張
に
と
ピ
ま
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
何
等
か
い
う
に
足

る
ほ
ど
の
積
極
的
な
政
策
ま
た
理
論
は
生
れ
て
来
た
か
っ
た
と
と
は
事
実
あ
る
。
今
日
誰
も
が
と
の
両
人
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
以
て
日
本
経

済
学
史
上
ナ
ッ
ハ
・
プ
ラ
イ
ベ
ン
デ
た
も
の
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
ラ
。
と
れ
を
要
す
る
に
と
の
時
代
に
沿
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
学
界
に
沿

い
て
は
、
組
織
的
協
力
的
学
問
の
進
歩
が
あ
っ
た
と
い
う
と
と
は
で
き
な
い
。
い
え
る
と
と
は
政
府
に
沿
い
て
そ
う
い
う
希
望
と
そ
れ
へ

の
磐
力
が
あ
っ
た
と
い
う
と
と
、
そ
の
た
め
却
っ
て
自
由
次
学
聞
の
進
歩
は
止
ま
っ
た
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
強
い
て
い
え
ば
と
の
時
代

は
い
ま
ま
で
の
せ
っ
か
く
の
学
聞
を
破
壊
し
た
時
代
で
あ
っ
た
と
い
っ
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
即
ち
、
と
の
時
代
の
日
本
の
政
治

は
日
本
の
社
会
主
義
的
思
想
を
弾
圧
す
る
と
と
に
成
功
し
た
口
そ
の
た
め
に
一
部
の
学
者
の
力
を
か
り
て
一
切
の
学
聞
の
自
由
を
奪
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
損
を
ち
け
た
も
の
は
社
会
主
義
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
従
来
の
社
会
政
策
的
経
済
学
も
ま
た
ほ
と
ん

E
破
た
ん
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
や
L

ア
ト

?
ラ
ン
グ
ム
に
、
し
か
し
私
自
身
の
約
半
世
紀
に
及
ぶ
読
書
の
印
象
か
ら
一
定
の
標
準
を
以
て
経
済
学
の
時
代
区
分

を
し
て
見
た
の
で
あ
る
が
、
私
の
と
の
よ
う
な
時
代
区
分
は
燥
し
て
前
記
の
湯
浅
氏
の
区
分
と
一
致
す
る
だ
ろ
う
か
。
い
い
か
え
れ
ば
湯

浅
氏
の
自
然
科
学
の
時
代
区
分
は
わ
れ
わ
れ
の
社
会
科
学
の
方
面
に
本
安
当
す
る
だ
ろ
う
か
。
私
は
あ
る
菅
川
味
で
は
む
ろ
ん
然
り
と
答
え

ね
ば
な
ち
ぬ
。
し
か
し
、
湯
浅
氏
の
区
分
、
す
な
わ
ち
政
府
の
政
府突
を
中
心
に
し
て
、
そ
の
ま
」
に
わ
れ
わ
れ
の
方
に
応
用
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
、
時
間
史
の
一
般
的
渋
則
宇
一
示
す
も
の
と
し
て
は
不
完
全
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
も
し
湾
浅
氏
の
例
に
よ
っ
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て
経
許
学
史
を
分
類
ナ
る
な
ら
ば
、
第
三
期
に
は
学
制
領
布
を
と
り
、
第
四
期
に
帝
国
大
学
令
の
公
布
を
と
る
な
ら
ば
、
第
五
期
に
は
京

都
大
学
、
神
戸
高
商
の
増
設
を
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
第
六
期
は
経
済
学
部
の
独
立
を
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
或
は
大
原
社

会
問
題
研
究
所
・

協
調
会
の
創
立
を
と
っ
て
も
よ
い
。
そ
し
て
第
七
期
は
日
本
学
術
短
興
会
の
創
立
を
と
ら
事
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

ζ

れ
も
ま
た
た
し
か
に
学
問
進
歩
の
一
つ
の
指
標
で
は
あ
る
が
、
さ
て
、
そ
れ
ら
の
政
策
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
学
聞
が
そ
う
い
う
機
関

の
う
ち
か
ら
本
当
の
モ

I
テ
4

プ
を
得
て
、
今
日
の
経
済
学
が
で
き
た
か
と
い
う
と
、
私
は
何
と
な
く
そ
れ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
学
問
の

進
歩
の
方
向
と
内
容
と
は
、
明
ら
か
に
な
ら
ぬ
よ
ラ
に
思
う
。
そ
し
て
そ
の
'
失
点
は
、
右
に
私
が
試
み
た
よ
う
に
、
直
接
に
著
名
な
著
書

す
な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
以
て
学
聞
の
進
歩
の
指
標
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
と
思
う
。

と
れ
を
要
す
る
に
湯
浅
氏
が
自
然
科
学
の
時
代
区
分
に
つ
い
て
や
っ
て
い
る
こ
と
が
、
正
し
い
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
直
接

に
答
え
る
と
と
に
は
私
は
興
味
も
な
く
、
そ
れ
を
や
る
資
格
も
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
分
類
の
結
果
を
直
ち
に
社
会
科
学
の
方
に
う
つ
し

て
考
え
る
と
、
と
の
区
分
方
法
に
は
必
然
性
が
見
ら
れ
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
即
ち
、
る
ま
り
に
形
式
的
で
る
っ
て
、
実
質
的
で
は
な

い
と
思
う
の
で
あ
る
。

私
が
と
く
に
と
う
い
う
と
と
を
今
日
と
と
で
い
う
の
は
、
一
体
学
聞
の
進
歩
を
規
定
す
る
も
の
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
と
に
つ
い

て
、
い
や
し
く
も
学
聞
を
す
る
者
と
し
て
考
え
て
見
る
ζ

と
が
必
要
で
あ
り
、
少
く
と
も
そ
れ
が
自
己
反
省
の
一
つ
の
心
が
か
り
と
友
る

と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
何
と
い
っ
て
も
学
聞
は
人
閣
の
す
る
と
と
で
あ
る
。
学
問
と
は
、
あ
る
人
間
の
頭
の
中
に
あ
る
思
想
ま
た
は
原

理
が
世
に
示
さ
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
、
学
問
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
社
会
の
学
問
的
財
産
と
な
る
の
で
あ
る
。
い
か
に
研
究
所
が
出

来
、
い
か
に
政
府
の
奨
励
が
あ
っ
て
も
、
学
問
的
ア
仇
バ
イ
ト
が
な
く
て
は
学
聞
の
進
歩
は
な
い
。
さ
ら
に
い
い
か
え
れ
ば
、
学
聞
の
進

歩
を
担
当
す
る
も
の
は
や
は

p
学
者
個
人
で
あ
り
、
そ
れ
を
具
体
的
に
示
ナ
も
の
は
学
者
の
作
品
で
る
・る
と
い
叩
う
と
と
は
、
学
問
の
歴
史

を
考
え
る
の
に
つ
い
て
重
要
で
る
る
口
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
学
問
も
芸
術
と
同
じ
く
あ
く
ま
で
も
惜
し
八
叶

t
怯
貯
を
も
っ

τ
い
る
。
元

も
、
さ
ら
に
そ
の
個
人
が
い
か
な
る
社
会
的
保
件
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
か
と
い
え
ば
、
む
ろ
ん
そ
の
係
件
の
う
ち
に
は
い
ろ
い
ろ
の
事

が
る

b
、
彼
の
遺
伝
は
ど
う
か
、
彼
の
少
年
時
代
の
教
養
は
ど
う
か
、
彼
の
周
囲
、
先
生
、
友
人
は
ど
う
か
、
と
い
う
よ
う
な
問
題
が

る
る
。
さ
ら
に
そ
の
傑
件
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
の
国
家
の
政
策
が
る
る
。
そ
し
て
そ
の
政
策
は
場
合
に
よ
り
個
人
の
事
情
に
よ
っ
て

日
本
近
代
科
学
史
の
分
類
に
つ
い
て
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日
木
近
代
科
学
史
の
分
類
に
つ
い
て

相
当
に
重
要
友
煮
味
を
も
っ
と
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
学
聞
の
進
歩
を
具
体
的
に
規
定
す
る
も
の
は
何
と
い
っ
て
も
、
そ
う
い

う
い
ろ
い
ろ
の
係
件
の
も
と
に
沿
い
て
生
産
さ
れ
る
と
と
ろ
の
個
人
の
作
物
(
ア
ル
バ
イ
ト
)
で
る
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
社
会

科
学
で
あ
れ
、
自
然
科
学
で
あ
れ
、
学
問
の
歴
史
の
時
代
を
区
分
す
る
も
の
は
、
や
は
り
、
学
問
上
に
冶
け
る
あ
る
原
理
の
発
見
で
あ

り
、
そ
の
発
見
を
現
わ
す
と
と
ろ
の
ア
ル
バ
イ
ト
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
学
史
の
時
代
区
分
を
し
よ
う
と
思
え
ば
、

そ
う
い
う
ア
ル
バ
イ
ト
の
学
問
の
進
歩
の
上
に
治
け
る
意
義
を
確
定
す
る
と
と
で
た
く
て
は
な
ら
ぬ
。

私
が
右

K
の
べ
た
の
は
、
私
の
ほ
ん
の
せ
ま
い
読
書
の
印
象
に
よ
る
メ
モ
ア

l

ル
に
も
と
や
く
一
つ
の
断
想
に
止
ま
る
。
私
の
の
べ
た

と
と
は
、
そ
れ
を
以
て
日
本
経
済
学
史
の
区
分
と
し
て
人
に
一
示
す
べ
き
ほ
ど

の
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
け
れ
ど
も
、
社
会
科
学
の

時
代

区
分
を
す
る
と
い
う
上
に
ゆ
布
い
て
何
が
重
要
で
あ
る
か
と
い
う
と
と
に
つ
い
て
の
着
想
と
し
て
、
学
問
的
ア
ル
バ
イ
ト
を
軽
視
す
る
考
に

は
さ
ん
せ
い
で
き
な
い
。

と
れ
を
逆
の
方
面
か
ら
い
う
と
、
日
本
に
沿
い
て
は
、
学
聞
の
進
多
を
規
定
し
て
い
る
も
の
は
、
国
家
の
政
策
で
あ
る
と
い
う
事
実
は

否
定
で
き
-
な
い
と
と
で
あ
る
か
ら
、
国
家
の
学
問
政
策
を
以
て
時
代
を
画
す
る
と
と
は
無
意
味
で
は
な
く
、
た
し
か
に
使
利
た
方
法
で
も

あ
る
が
、
そ
れ
を
あ
ま
り
に
重
要
視
す
る
と
、
学
聞
の
進
歩
の
形
と
そ
の
内
容
と
そ
一
示
し
得
な
い
危
険
が
あ
ろ
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
て
、
い
ま
は
如
何
な
る
時
代
で
あ
る
か
、
と
の
表
た
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
日
本
学
術
会
議
時
代
で
あ
る
と
い
う
と
と
に
放
っ
て
い
る
。

日
本
学
術
会
議
は
政
府
の
学
問
政
策
に
関
す
る
一
般
的
方
諮
問
機
関
で
あ
り
、
と
の
機
関
は
一
方
に
沿
い
て
は
学
問
の
自
由
を
守
る
と
共

に
、
他
方
に
た
い
て
は
学
術
の
進
歩
を
侭
進
す
る
方
法
を
政
府
に
建
議
ナ
る
学
者
の
会
議
で
あ
る
。
も
し
、
と
の
会
議
が
そ
の
目
的
を
達

し
得
る
な
ら
ば
、
従
来
の
よ
う
な
ま
や
い
学
問
政
策
は
な
く
な
り
、
学
聞
は
自
由
た
発
展
を
と
げ
る
と
共
に
学
聞
の
進
歩
に
必
要
な
い
ろ

い
ろ
の
賢
明
な
政
策
が
行
わ
れ
る
は
や
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
日
本
に
直
ち
に
い
い
学
問
が
大
い
に
起
る
と
い
う
と
と
は

期
待
す
る
方
が
無
理
で
あ
る
。
学
問
の
進
歩
は
そ
う
い
う
と
と
だ
け
で
は
で
き
た
い
。
そ
う
い
ろ
係
件
の
も
と
に
た
い
て
学
者
が
、
実
際

に
い
い
研
究
を
し
、
実
際
に
い
い
ア
ル
バ
イ
ト
去
す
お
と
と
に
よ
っ
て
の
み
進
歩
す
る
。
そ
と
で
日
本
の
い
ま
の
社
会
は
学
者
が
学
聞
を

す
る
の
に
い
い
僚
件
に
あ
る
か
、
学
者
外
個
人
は
そ
れ
ぞ
れ
い
い
僚
件
を
具
え
て
い
る
か
。
そ
う
い
ろ
と
と
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

日
本
学
術
会
議
は
本
年
の
総
会
に
あ
い
て
原
子
力
栴
究
所
設
立
の
必
要
b
議
定
し
た
。
原
子
力
の
研
究
の
必
要
は
む
ろ
ん
誰
で
本
認
め
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る
が
原
子
力
の
研
究
が
実
際
う
ま
く
行
く
か
ど
う
か
、
ま
た
う
ま
く
行
っ
た
と
き
、
そ
の
社
会
的
意
義
は
ど
う
な
る
か
。
例
え
ば
原
子
爆

弾
の
製
造
と
い
う
問
題
と
ど
う
い
う
関
係
に
立
っ
か
。
自
然
科
学
の
問
題
と
し
て
も
、
社
会
科
学
の
問
題
と
し
て
も
、
重
大
な
問
題
が
ふ

く
ま
れ
て
い
る
o

そ
れ
と
と
も
に
、
い
ま
の
時
代
は
、
日
本
に
と
っ
て
は
、
日
本
の
経
済
。
政
治
が
独
立
し
得
る
か
、
独
立
し
得
な
い

か
。
そ
れ
と
戦
争
と
は
ど
う
い
う
関
係
が
あ
る
か
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
い
う
大
き
な
問
題
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
た
く
さ
ん
も
っ
て
い
る
。
単
聞

が
人
聞
社
会
の
人
間
的
幸
福
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
に
な
る
と
と
が
必
要
で
あ
る
と
仮
定
し
て
、
さ
ら
に
そ
う
い
う
学
聞
が
ほ
ん
と
う
に
学
問

の
進
歩
で
あ
る
と
仮
定
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
い
う
と
と
を
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
か
d

例
え
ば
そ
う
い
う
よ
う
な
意
識
に
沿

い
て
わ
れ

わ
れ
が
学
聞
の
任
務
を
思
う
と
き
、
日
本
の
学
者
は
、
そ
の
責
任
の
重
い
こ
と
、
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
与
え
ら
れ
た
僚

件
の
ま
や
し
さ
を
嘆
ぜ
ゃ
に
は
い
ら
れ
な
い
。

と
れ
は
す
べ
て
の
日
本
の
学
者
の
デ
4

レ
ン
マ
で
る
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
デ
ィ
レ
ン

マ
と
そ
う
い
う
困
難
と
に
う
ち
克
つ

こ
と
な
く
し
て
、
エ

ポ
ッ
ク

・
メ

イ
キ
ン
グ

な
学
問
上
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
作
ら
友
か
っ
た
学
者
が

一

人
で
も
あ
る
だ
ろ
う
か
。

わ
れ
わ
れ
は
先
人
の
歩
ん
だ
道
と
先
人
の

苦
心
と
を
顧
み

て
、
自
分
た
ち

の
勇
気
を
鼓
舞
し

て
い
い
と
思
う
。

私
は
、
と
の
困
難
に
も
か
L

わ
ら
や
、
い
ま
や
日
本
に
も
い
い
ア
ル
バ
イ
ト
が
出
て
い
い
と
思
う
。
新
し
い
時
代
が
そ
の
名
に
値
い
す
る

な
ら
ば
、
私
は
、
日
本
の
社
会
科
学
の
世
外
に
ど
う
し
て
も
い
い
ア
ル
バ
イ
ト
、
エ
ポ
ッ
ク
・
メ
イ
キ
ン
グ
な
ア
ル
バ
イ
ト
が
出
な
く
て

は
な
ら
ぬ
と
思
う
。
私
は
、
そ
れ
を
、
と
の
学
会
の
人
k

に
期
待
す
る
。

百
木
近
代
科
学
史
グ
一分
類
に
つ
い
て
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