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1  
ご
遺
体
を
守
る
水
銀

「
エ
ン
バ
ー
ミ
ン
グ
」
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。
あ
ま
り
聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
だ
が
、
遺
体
の
保
存
処
理
を
指
す

言
葉
で
、
防
腐
剤
な
ど
を
用
い
て
一
定
期
間
、
生
前
の
状
態
に
保
全
す
る
こ
と
を
言
う
。
血
液
の
代
わ
り
に
赤
い

防
腐
液
を
充
填
す
る
エ
ン
バ
ー
ミ
ン
グ
で
は
、
遺
体
を
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
で
冷
や
す
こ
と
な
く
血
色
の
良
い
や
わ
ら

か
な
姿
を
再
現
で
き
る
の
で
、
日
本
で
も
葬
儀
用
の
需
要
が
増
え
て
い
る
ら
し
い
。
古
今
東
西
、
様
々
な
理
由
か

ら
、
我
々
は
遺
体
を
保
存
し
て
き
た
。
戦
死
し
た
兵
士
を
故
郷
ま
で
送
り
返
す
、
支
配
者
が
永
遠
の
繁
栄
を
願

う
、
あ
る
い
は
博
物
館
の
展
示
用
に
エ
ン
バ
ー
ミ
ン
グ
を
施
す
こ
と
も
あ
る
。
そ
し
て
、
水
銀
の
最
も
古
い
用
途

の
一
つ
に
、
こ
の
防
腐
剤
と
し
て
の
利
用
が
あ
る
。

〇
世
界
中
で
行
わ
れ
て
い
た
遺
体
の
防
腐
処
理

古
代
に
遺
体
の
防
腐
処
理
が
行
わ
れ
て
い
た
の
は
、
主
に
文
化
・
宗
教
的
な
目
的
に
よ
る
も
の
だ
。
エ
ジ
プ
ト

で
は
、
そ
れ
を
専
門
と
す
る
聖
職
者
も
存
在
し
、
そ
の
技
術
も
、
単
純
な
乾
燥
処
理
か
ら
、
香
草
、
油
脂
、
タ
ー

ル
等
の
塗
布
や
内
臓
摘
出
な
ど
、
よ
り
高
度
な
も
の
へ
と
発
達
し
て
い
っ
た
。「
永

遠
の
命
は
肉
体
の
存
在
と
と
も
に
あ
る
」
と
い
う
考
え
は
、
エ
ジ
プ
ト
に
限
ら
ず
多

く
の
地
域
に
あ
っ
た
よ
う
で
、
例
え
ば
ス
ペ
イ
ン
の
ド
ル
メ
ン
（
支
石
墓
）
で
は
、

５
０
０
０
年
前
の
人
骨
が
、
粉
砕
し
た
辰
砂
（
し
ん
し
ゃ
：
硫
化
水
銀
鉱
）
に
覆
わ

れ
た
形
で
発
見
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
紀
元
前
２
世
紀
に
、
中
国
の
古
墳
か
ら
発
見

さ
れ
た
女
性
の
遺
体
が
、
あ
る
種
の
液
体
（
水
銀
が
検
出
さ
れ
て
い
る
が
そ
の
正
体

は
不
明
）
に
浸
か
っ
て
お
り
、
ま
だ
弾
力
が
残
る
そ
の
肌
は
瑞
々
し
か
っ
た
と
い
う

事
例
も
あ
る
。

血
管
内
に
液
体
を
注
入
し
て
遺
体
を
保
存
す
る
と
い
う
、
現
代
的
な
意
味
で
の
エ

ン
バ
ー
ミ
ン
グ
手
法
も
、
実
は
６
世
紀
頃
の
欧
州
で
、
す
で
に
始
め
ら
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
南
北
戦
争
に
お
い
て
も
、
葬
儀
の
儀
礼
的
な
目
的
で
、
戦

死
者
に
様
々
な
種
類
の
保
存
液
を
用
い
た
エ
ン
バ
ー
ミ
ン
グ
が
施
さ
れ
た
と
い
う
。

エ
ン
バ
ー
ミ
ン
グ
は
遺
体
に
対
す
る
処
理
な
の
で
、
毒
性
を
有
す
る
物
質
を
用
い
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
一
般
的
に
ホ
ル
マ
リ
ン
の
よ
う
な
有
機
溶
媒
を
用
い
て
い
た

よ
う
で
あ
る
が
、
中
に
は
水
銀
成
分
を
含
む
も
の
も
存
在
し
て
い
た
。
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〇「
お
墓
に
施
朱
」
は
日
本
の
伝
統

国
内
に
目
を
転
じ
る
と
、
弥
生
後
期
か
ら
古
墳
時
代
に
か
け
て
全
国
で
無
数
の
古
墳
が
築
造
さ
れ
、
そ
の
中
の

多
く
か
ら
、
辰
砂
や
朱
（
硫
化
第
二
水
銀
）
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
壁
画
や
彩
色
だ
け
で
な
く
、
遺
体
処
理
と
し

て
用
い
ら
れ
た
発
掘
例
も
少
な
か
ら
ず
報
告
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、
大
和
天
神
山
古
墳
（
奈
良
県
天
理
市
）

か
ら
は
約
40
㎏
の
朱
が
入
っ
た
木
棺
が
出
土
し
て
い
る
。
西
谷
３
号
墳
（
島
根
県
出
雲
市
）、
楯
築
墳
丘
墓
（
岡

山
県
倉
敷
市
）、
桜
井
茶
臼
山
古
墳
（
奈
良
県
桜
井
市
）、
小
羽
山
30
号
墓
（
福
井
県
福
井
市
）
な
ど
も
同
様
で
あ

り
、
施
朱
の
風
習
は
古
代
日
本
で
広
く
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

時
代
は
下
っ
て
江
戸
時
代
、
徳
川
将
軍
家
は
、
上
野
の
寛
永
寺
と
芝
の
増
上
寺
を
菩
提
寺
と
し
て
、
代
々
の
将

軍
と
そ
の
夫
人
、
子
女
を
埋
葬
し
て
い
た
。
戦
前
、
国
宝
に
指
定
さ
れ
る
ほ
ど
壮
麗
な
建
造
物
群
で
あ
っ
た
増
上

寺
の
将
軍
家
墓
所
は
、
残
念
な
が
ら
空
襲
に
よ
り
、
ほ
ぼ
全
壊
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
荒
れ
地
を
譲
り
受
け
た
西

武
鉄
道
が
東
京
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
を
建
設
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
際
に
大
規
模
な
学
術
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。

調
査
の
中
で
、
数
々
の
副
葬
品
と
並
び
、
遺
体
の
防
腐
目
的
で
用
い
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
石
灰
、
木
炭
、
朱
等
も
発

掘
さ
れ
、
と
り
わ
け
第
６
代
将
軍
家
宣
の
棺
に
は
、
400
㎏ 
近
い
量
の
朱
が
納
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

〇
エ
ン
バ
ー
ミ
ン
グ
は
現
代
で
も

全
体
主
義
的
な
思
想
か
ら
、
レ
ー
ニ
ン
、
ホ
ー
・
チ
・
ミ
ン
、
毛
沢
東
、
金
日
成
等
の
遺
体
は
永
久
保
管
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
思
想
的
・
宗
教
的
な
理
由
で
遺
体
を
保
存
す
る
と
い
う
行
為
が
、
今
後
も
続

け
ら
れ
る
か
は
全
く
分
か
ら
な
い
。
た
だ
、
科
学
技
術
が
発
展
し
た
現
代
で
は
、
エ
ン
バ
ー
ミ
ン
グ
用
の
薬
剤
開

発
も
進
み
、
保
存
剤
に
水
銀
を
用
い
る
必
要
は
ほ
ぼ
無
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
水
銀
を
使
わ
な
い
社
会
に
向

か
っ
て
、
一
歩
前
進
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
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硫
化
第
二
水
銀
）
と
呼
ん
で
区
別
す
る
こ
と
も
あ
る
。
古
代
中
国
や

ロ
ー
マ
で
作
ら
れ
始
め
た
鉛
丹
も
、
こ
う
し
た
人
工
合
成
顔
料
に
含

ま
れ
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
ラ
ス
コ
ー
や
シ
ョ
ー
ヴ
ェ
洞
窟
に
描
か
れ
た
壁
画
に

は
、
黒
と
赤
茶
色
の
色
彩
が
見
ら
れ
る
。
黒
は
、
火
を
使
う
こ
と
に

よ
り
カ
ー
ボ
ン
（
墨
）
と
し
て
得
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
黒
に
、
赤

色
顔
料
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
中
間
色
で
あ
る
黄
・
茶
・
褐
色

の
色
味
を
出
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

〇
色
彩
の
開
発
が
豊
か
な
文
化
に
貢
献

赤
色
顔
料
以
外
で
は
、
緑
色
顔
料
と
し
て
緑
青
（
孔
雀
石
）
が
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
や
古
代
中
国
で
使
わ
れ
て
い

た
。
美
し
い
青
色
を
出
す
群
青
（
ラ
ピ
ス
ラ
ズ
リ
）
は
、
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
の
産
地
が
限
ら
れ
て

い
た
た
め
、
大
変
貴
重
だ
っ
た
と
い
う
。
白
色
顔
料
は
、
チ
ョ
ー
ク
（
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
）、
石
膏
（
硫
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
）、
白
亜
（
酸
化
ア
ル
ミ
ナ
）
等
が
早
く
か
ら
使
わ
れ
て
お
り
、
人
工
顔
料
で
あ
る
鉛
白
（
塩
基
性
炭
酸

鉛
）
も
、
中
国
で
紀
元
前
か
ら
作
ら
れ
て
い
た
と
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
黄
色
顔
料
と
し
て
は
、
黄
土
（
水
和

酸
化
鉄
）
に
加
え
て
雄
黄
や
雌
黄
（
と
も
に
硫
化
ヒ
素
化
合
物
）
が
、
す
で
に
古
代
ロ
ー
マ
時
代
に
は
知
ら
れ
て

2  
色
の
世
界
は
赤
か
ら
始
ま
っ
た

人
類
が
「
色
」
を
使
い
始
め
た
の
は
大
変
古
く
、
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
ま
で
遡
る
と
い
う
研
究
も
あ
る
ら
し

い
。
彼
ら
は
、
身
体
を
着
色
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
主
に
赤
土
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い

う
。
ま
た
、
旧
石
器
時
代
の
洞
窟
壁
画
に
見
ら
れ
る
色
彩
が
赤
茶
色
（
具
体
的
に
は
酸
化
鉄
系
の
顔
料
）
中
心
で

あ
る
な
ど
、「
赤
色
」
は
、
人
類
が
意
識
し
て
使
用
し
た
最
初
の
色
と
言
え
る
。

〇
赤
色
顔
料
の
中
で
も
貴
重
な
「
朱
」

赤
色
顔
料
に
は
、
古
来
、
ベ
ン
ガ
ラ
（
酸
化
第
二
鉄
）、
朱
（
硫
化
第
二
水
銀
）、
鉛
丹
（
四
酸
化
三
鉛
）
が
用

い
ら
れ
て
き
た
が
、
中
で
も
ベ
ン
ガ
ラ
と
朱
（
丹
と
も
呼
ば
れ
る
）
は
、
そ
の
歴
史
が
特
に
古
い
と
さ
れ
て
い

る
。
朱
は
、
辰
砂
（
し
ん
し
ゃ
：
硫
化
水
銀
鉱
）
と
呼
ば
れ
る
鉱
石
を
粉
砕
し
て
顔
料
と
す
る
た
め
量
が
限
ら

れ
、
ベ
ン
ガ
ラ
（
赤
土
よ
り
採
取
）
よ
り
貴
重
で
、
特
に
重
要
な
用
途
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
水
銀
と

硫
黄
か
ら
朱
を
化
学
合
成
す
る
こ
と
も
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
特
に
銀
朱
（
組
成
的
に
は
同
じラスコーの壁画

写真：PIXTA
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い
た
。
こ
の
よ
う
に
古
代
文
明
期
は
、
彩
色
文
化
に
お
い
て
も
著
し
い
発
展
を
見
せ
た
時
期
で
あ
り
、
こ
う
し
た

発
展
が
、
極
彩
色
の
絵
画
や
工
芸
品
な
ど
を
生
み
出
す
背
景
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
絵
画
は
、
手
法
の
発
達
と
新
た
な
絵
具
の
開
発
に
よ
り
、
そ
の
国
の
豊
か
な
文
化
を
築

き
上
げ
て
き
た
。
日
本
で
は
、
植
物
か
ら
様
々
な
染
料
（
藍
、
茜
、
紅
、
梔
子
、
紫
草
等
の
水
溶
性
色
素
）
を
得

る
と
と
も
に
、
多
く
の
顔
料
を
輸
入
し
て
「
岩
絵
の
具
」
が
作
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
海
外
、
と
り
わ
け
西
洋
で

は
、
亜
鉛
華
（
酸
化
亜
鉛
：
白
）、
カ
ド
ミ
ウ
ム
黄
（
硫
化
カ
ド
ミ
ウ
ム
）、
ビ
リ
ジ
ア
ン
（
水
和
酸
化
ク
ロ
ム
：

緑
）、
コ
バ
ル
ト
青
（
ア
ル
ミ
ン
酸
コ
バ
ル
ト
）、
マ
ン
ガ
ン
紫
（
リ
ン
酸
マ
ン
ガ
ン
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
）、
ア
ン

バ
ー
（
酸
化
鉄
と
酸
化
マ
ン
ガ
ン
：
褐
色
）
等
々
、
美
術
の
授
業
で
も
聞
き
覚
え
の
あ
る
数
多
の
絵
具
が
作
ら
れ

て
い
っ
た
。

〇
水
銀
化
合
物
は
暖
色
系
？

水
銀
化
合
物
は
、
暖
色
を
示
す
こ
と
が
多
い
。
カ
ド
ミ
ウ
ム
黄
の
一
部
を
水
銀
で
置
換
し
た
硫
化
カ
ド
ミ
ウ
ム

水
銀
は
、
赤
色
系
顔
料
と
し
て
絵
具
に
な
っ
て
い
る
し
、
橙
色
の
酸
化
水
銀
は
、
船
底
の
防
汚
塗
料
と
し
て
広
く

使
わ
れ
て
い
た
時
期
が
あ
る
。
特
殊
な
例
と
し
て
は
、
温
度
に
よ
っ
て
色
が
変
わ
る
ヨ
ー
ド
赤
（
ヨ
ウ
化
第
二
水

銀
）
が
あ
る
。
こ
の
化
合
物
は
、
126
℃
で
結
晶
構
造
が
可
逆
的
に
変
化
す
る
性
質
が
あ
り
、
低
温
で
は
赤
色
、
高

温
で
は
淡
黄
色
を
呈
す
る
た
め
、
示
温
塗
料
と
し
て
塗
布
面
の
温
度
の
監
視
等
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
染

料
で
は
、
傷
口
消
毒
剤
と
し
て
知
ら
れ
る
マ
ー
キ
ュ
ロ
ク
ロ
ム
（
い
わ
ゆ
る
赤
チ
ン
）
が
、
着
色
に
用
い
ら
れ
る

場
合
も
あ
る
。

こ
こ
ま
で
見
て
き
て
分
か
る
と
お
り
、
顔
料
に
は
重
金
属
が
多
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
、
有
害
性

を
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
作
ら
れ
た
色
に
よ
っ
て
、
歴
代
の
画
家
達
が
素

晴
ら
し
い
絵
画
芸
術
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
は
貴
重
な
文
化
遺
産
を

得
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
、
華
や
か
な
色
彩
で
裏
側
に
あ
る
有
害
性
を
覆
い
隠
す
の
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
重

金
属
顔
料
と
の
付
き
合
い
方
を
考
え
つ
つ
、
こ
れ
か
ら
先
も
文
化
を
守
り
高
め
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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3  
鍍
金
技
術
の
伝
来
と
大
仏
造
立

鍍
金
（
め
っ
き
）
は
、
金
属
の
防
錆
と
し
て
広
く
使
わ
れ
る
技
術
だ
が
、
装
飾
目
的
に
も
用
い
ら
れ
る
。
そ
の

典
型
と
さ
れ
る
の
が
「
金
め
っ
き
」
で
あ
る
。
金
を
は
じ
め
と
し
た
金
属
に
よ
る
表
面
装
飾
に
は
、
溶
融
さ
せ
て

塗
り
つ
け
た
り
、
た
た
い
て
圧
着
さ
せ
た
り
、
漆
で
貼
り
付
け
た
り
と
様
々
な
方
法
が
あ
り
、
ま
た
、
素
材
に

よ
っ
て
も
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。

最
も
古
い
鍍
金
と
し
て
、「
ス
ズ
め
っ
き
」
の
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ス
ズ
は
融
点
が
232
℃
と
低
く
、
ま
た
製
錬

が
容
易
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
人
類
が
最
も
早
く
使
い
始
め
た
金
属
の
一
つ
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
銅
と
の

合
金
が
「
青
銅
」
と
し
て
一
時
代
を
築
い
た
ほ
か
、
鉄
に
薄
く
塗
る
（
今
で
い
う
ブ
リ
キ
）
処
理
も
、
紀
元
前

15
世
紀
頃
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
と
の
記
録
が
あ
る
。
対
し
て
金
は
、
ス
ズ
に
比
べ
て
融
点
が
高
い
（1064

℃
）
た

め
、
金
め
っ
き
で
は
、
金
を
融
解
さ
せ
て
用
い
る
の
で
は
な
く
、
溶
媒
に
溶
解
さ
せ
る
方
法
で
鍍
金
材
と
し
て
い

た
。
金
を
水
銀
に
溶
か
し
て
ア
マ
ル
ガ
ム
（
水
銀
と
の
合
金
）
を
生
成
、
そ
れ
を
対
象
の
表
面
に
塗
布
し
、
そ
の

後
加
熱
し
て
水
銀
を
蒸
発
さ
せ
る
と
い
う
鍍
金
手
法
は
、
紀
元
前
7
世
紀
頃
に
ス
キ
タ
イ
人
が
考
え
出
し
た
と
言

わ
れ
て
い
る
。
ス
キ
タ
イ
人
は
中
央
ア
ジ
ア
の
騎
馬
民
族
で
、
金
属
加
工
に
大
変
優
れ
て
い
た
と
さ
れ
、
そ
の
技

術
で
き
ら
び
や
か
な
装
飾
馬
具
な
ど
を
数
多
く
残
し
て
い
る
。

〇
鍍
金
技
術
は
装
飾
馬
具
と
し
て
伝
来

中
国
で
は
、
紀
元
前
５
世
紀
頃
か
ら
鍍
金
が
使
わ
れ
始
め
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
、
紀
元
後
２
世
紀
頃
に
仏
教
の

思
想
が
広
ま
る
と
、
鍍
金
を
施
し
た
金
銅
製
の
仏
像
が
盛
ん
に
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
習
慣

は
、
仏
教
伝
来
と
と
も
に
日
本
に
も
伝
わ
っ
て
き
た
の
だ
が
、
日
本
人
が
鍍
金
の
技
術
を
知
る
の
は
、
そ
れ
よ
り

少
し
前
の
よ
う
だ
。
古
墳
時
代
後
期
の
も
の
と
さ
れ
る
古
墳
の
副
葬
品
か
ら
は
、
鍍
金
さ
れ
た
馬
具
が
出
土
し

て
お
り
、
日
本
に
馬
が
伝
来
し
た
際
、
装
飾
馬
具
と
し
て
金
銅
（
金
め
っ
き
さ
れ
た
青
銅
）
製
品
が
持
ち
込
ま

れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
国
産
の
馬
具
が
い
つ
頃
か
ら
作
り
始
め
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
、
正
確

な
こ
と
は
分
か
っ
て
い
な
い
。
た
だ
、
法
隆
寺
金
堂
の
釈
迦
三
尊
像
を
作
っ
た
鞍
作
止
利
（
く
ら
つ
く
り
の
と

り
）
の
祖
父
で
あ
る
司
馬
達
等
（
し
ば
た
っ
と
）
が
、
馬
具
製
作
を
生
業
に
し
て
い
た
と
伝
承
が
あ
る
。
ち
な

み
に
、
中
国
系
渡
来
人
で
あ
る
彼
は
、
仏
教
伝
来
前
の
６
世
紀
初
頭
に
来
日
、
蘇
我
氏
と
と
も
に
仏
教
普
及
に

尽
く
し
た
人
物
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
馬
具
製
作
の
技
術
が
仏
像
制
作
に
も
活
か
さ
れ
た
と
考
え

る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
仏
教
伝
来
初
期
は
、
金
銅
仏
が
盛
ん
に
作
ら
れ
た
時
期
で
あ
る
。
特
に
７
世
紀
頃
の
も
の

と
さ
れ
る
小
型
の
金
銅
仏
は
多
数
残
っ
て
お
り
、
そ
の
頃
に
な
る
と
、
家
や
一
族
の
単
位
で
仏
像
を
持
ち
仏
教
を
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信
仰
し
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
８
世
紀
に
、
金
銅
仏
の
頂
点
と
も
い
え
る
東
大
寺
の
大
仏
が

造
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
聖
武
天
皇
の
治
世
は
、
疫
病
（
天
然
痘
）
が
大
流
行
す
る
な
ど
世
の
中
が
乱
れ
て
お

り
、
災
い
か
ら
脱
却
す
る
た
め
に
大
仏
の
造
立
が
発
願
さ
れ
、
発
願
か
ら
約
10
年
後
の
７
５
２
年
に
開
眼
供
養
が

行
わ
れ
た
。

〇
聖
武
天
皇
が
拝
ん
だ
大
仏
は
何
色
だ
っ
た
？

開
眼
供
養
時
の
大
仏
だ
が
、
現
在
目
に
す
る
姿
と
様
相
を
異
に
す
る

こ
と
は
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
当
初
の
大
仏
は
露
座
で
あ
り
、
大

仏
殿
が
完
成
す
る
の
は
６
年
後
の
７
５
８
年
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
だ

鍍
金
が
施
さ
れ
て
い
な
い
仏
像
は
青
銅
製
で
、
こ
が
ね
色
（
金
メ
ダ
ル

の
色
）
で
は
な
く
あ
か
が
ね
色
（
銅
メ
ダ
ル
の
色
）
に
輝
い
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
巨
像
へ
の
鍍
金
で
あ
る
が
、
５
年
の
歳

月
を
か
け
て
、
７
５
７
年
に
完
成
し
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
。

こ
の
鍍
金
に
要
し
た
資
材
の
量
は
、
古
代
史
料
に
も
記
載
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
詳
細
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
単
位
の
換
算
率
に
つ
い
て
は

諸
説
あ
る
た
め
、
文
献
に
よ
っ
て
数
値
は
異
な
る
が
、
最
近
で
は
、
金

約
60
㎏
、
水
銀
約
300
㎏
（
そ
れ
ぞ
れ
仏
体
部
の
み
で
台
座
等
を
含
ま
な
い
量
）
が
使
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
す

る
説
が
有
力
で
あ
る
。
現
在
と
違
い
、
水
銀
採
掘
の
絶
対
量
が
少
な
か
っ
た
古
代
に
お
い
て
、
こ
の
量
は
確
か
に

大
量
で
あ
る
。
し
か
し
、
時
の
帝
で
あ
れ
ば
こ
れ
く
ら
い
の
量
が
確
保
で
き
て
も
不
思
議
で
は
な
い
し
、
何
よ
り

大
仏
造
立
直
後
の
７
７
７
年
に
は
水
銀
を
輸
出
し
た
と
の
記
録
も
残
っ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
日
本

は
、
各
地
で
水
銀
開
発
が
盛
ん
に
進
め
ら
れ
て
お
り
、
豊
富
に
水
銀
を
持
ち
得
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

仏
像
へ
の
鍍
金
は
、
日
本
で
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
久
し
い
が
、
ア
ジ
ア
の
仏
教
国
（
例
え
ば
ネ
パ
ー
ル
）
で

は
、
ま
だ
そ
う
し
た
習
慣
を
残
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
で
き
る
だ
け
水
銀
を
使
用
し
な

い
社
会
に
向
け
て
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
仏
陀
の
教
え
も
う
か
が
っ
て
み
た
い
。

 黄金色に輝く東大寺大仏（想像図）
写真：PIXTA
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4  
空
海
と
丹
生
明
神

真
言
密
教
の
カ
リ
ス
マ
教
祖
で
あ
る
空
海
は
、
仏
教
界
で
は
特
別
の
存
在
だ
。
遣
唐
使
と
し
て
唐
に
渡
っ
た
当

時
、
す
で
に
高
名
な
僧
で
あ
っ
た
最
澄
。
同
じ
密
教
の
開
祖
で
あ
る
最
澄
と
比
し
て
、
同
行
し
た
空
海
は
、
無
名

の
一
学
問
僧
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
語
学
に
優
れ
、
三
筆
に
列
せ
ら
れ
る
ほ
ど
の
能
筆
家
で
あ
っ
た
空
海

は
、
短
期
間
の
う
ち
に
密
教
の
奥
義
を
伝
授
さ
れ
、
20
年
の
留
学
予
定
を
短
縮
し
、
わ
ず
か
２
年
で
帰
国
し
た
。

こ
の
よ
う
に
天
賦
の
才
に
恵
ま
れ
て
い
た
空
海
は
、
ま
た
、
朱
（
硫
化
第
二
水
銀
）
に
関
連
し
た
伝
承
の
多
い
人

物
で
も
あ
り
、
彼
の
足
跡
と
水
銀
と
の
関
連
を
伺
わ
せ
る
史
料
も
少
な
く
な
い
。
果
た
し
て
、
空
海
は
、
ど
れ
ほ

ど
水
銀
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

〇
空
海
を
高
野
山
に
導
い
た
２
柱
の
神

空
海
が
高
野
山
を
開
く
に
あ
た
り
、
二
人
の
人
物
に
道
案
内
さ
れ
た
と
の
伝
承
が
あ
る
。
２
人
は
高
野
明
神
と

丹
生
明
神
の
化
身
だ
っ
た
と
言
わ
れ
、
別
け
て
も
高
野
山
周
辺
の
地
元
神
で
あ
る
丹
生
明
神
は
、
空
海
に
現
在
の

伽
藍
が
あ
る
土
地
を
譲
っ
た
恩
人
と
さ
れ
て
い
る
。
丹
生
明
神
（
丹
生
都
比
売
神
）
は
、
朱
の
採
掘
を
生
業
と
す

る
丹
生
氏
が
信
仰
し
た
神
と
い
う
こ
と
か
ら
、
「
水
銀
の
神
」
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
神
功
（
じ
ん
ぐ
う
）
皇
后

の
三
韓
（
朝
鮮
半
島
）
遠
征
に
際
し
、
こ
の
丹
生
明
神
が
、
鉾
や
舟
を
赤
く
染
め
る
土
を
与
え
て
軍
威
を
高
め
た

と
の
言
い
伝
え
も
あ
る
。
紀
ノ
川
か
ら
高
野
山
へ
続
く
長
い
参
道
の
途
中
に
あ
る
丹
生
都
比
売
神
社
は
、
丹
生
明

神
を
祀
る
神
社
の
総
本
社
で
あ
り
、
ユ
ネ
ス
コ
世
界
遺
産
の
一
部
と
し
て
も
登
録
さ
れ
て
い
る
。

空
海
が
（
あ
く
ま
で
も
仮
定
だ
が
）
水
銀
に
関
わ
っ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
手
助
け
を
し
た
の
は
、
こ

の
丹
生
氏
の
一
族
と
も
考
え
ら
れ
る
。
全
国
に
あ
る
「
丹
生
」
の
名
前
を
含
む
地
名
や
施
設
は
、
朱
に
縁
が
あ
る

こ
と
が
考
古
学
的
に
も
確
か
め
ら
れ
て
お
り
、
例
え
ば
伊
勢

の
丹
生
鉱
山
は
、
大
仏
の
鍍
金
（
め
っ
き
）
用
に
水
銀
を
上

納
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
、
縄
文
時
代
か
ら
水
銀
採
取
地
で
あ

る
徳
島
の
若
杉
山
遺
跡
周
辺
は
丹
生
谷
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

高
野
山
で
は
、
丹
生
明
神
が
、
信
仰
の
中
心
で
あ
る
壇
上
伽

藍
に
守
護
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
。

丹生都比売神社（和歌山）
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〇
空
海
は
中
国
の
神
仙
思
想
の
影
響
を
受
け
た
の
か
？

空
海
が
留
学
し
た
唐
で
は
、
神
仙
思
想
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
唐
代
は
、
不
老
長
寿
を
信
じ
て
何
人
も
の
皇
帝
が

水
銀
を
飲
ん
で
い
た
時
代
で
あ
り
、
空
海
も
ま
た
、
水
銀
に
関
す
る
知
識
を
持
っ
て
帰
国
し
た
に
違
い
な
い
。
水

銀
は
、
朱
の
顔
料
と
し
て
絵
画
や
建
築
物
に
使
わ
れ
る
と
と
も
に
、
鍍
金
（
め
っ
き
）
の
材
料
と
し
て
も
利
用
さ

れ
て
い
た
。
ま
た
、
中
国
の
煉
丹
術
（
不
老
長
寿
の
薬
を
作
る
術
）
で
は
、
金
や
銀
よ
り
価
値
が
あ
る
も
の
と
さ

れ
て
お
り
、
高
価
な
材
料
で
あ
っ
た
。
西
洋
的
価
値
観
で
あ
れ
ば
「
金
・
銀
・
銅
」
の
順
に
な
る
と
こ
ろ
が
、
中

国
で
は
「
朱
・
金
・
銀
」
の
順
で
あ
っ
た
た
め
、
朱
を
求
め
て
山
に
入
る
と
い
う
の
は
、
当
時
の
人
に
と
っ
て
は

自
然
な
感
覚
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

空
海
は
、
生
ま
れ
故
郷
で
あ
る
四
国
か
ら
奈
良
末
期
の
平
城
京
に
上
っ
た
。
若
い
頃
の
空
海
は
、
吉
野
（
和
歌

山
県
）
や
出
生
地
で
あ
る
四
国
で
山
林
修
行
を
し
つ
つ
勉
学
に
励
ん
で
い
た
と
さ
れ
る
が
、
中
央
構
造
線
上
の
こ

の
あ
た
り
は
水
銀
の
産
地
で
、
縄
文
時
代
か
ら
朱
を
採
掘
し
て
い
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
修
行
中
の
彼
が
、
山

中
で
朱
に
関
し
て
見
聞
し
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
し
、
そ
の
経
験
か
ら
、
中
国
的
価
値
観
を
受
容
で

き
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
頷
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

高
野
山
に
お
参
り
す
る
と
、
根
本
大
塔
を
は
じ
め
と
し
て
、
朱
塗
り
の
立
派
な
御
堂
が
目
を
引
く
。
空
海
は
、

こ
こ
で
入
定
（
に
ゅ
う
じ
ょ
う
：
永
遠
の
瞑
想
の
意
）
し
、
今
で
も
奥
の
院
で
禅
定
を
続
け
て
い
る
と
さ
れ
、
毎

日
食
事
が
差
し
入
れ
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
果
た
し
て
彼
が
、
水
銀
を
飲
ん
で
不
老
長
寿
の
身
と
な
っ
た
か

ど
う
か
は
誰
に
も
分
か
ら
な
い
。
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5  
魅
惑
の
水
銀
が
人
を
惑
わ
す
術

水
銀
に
は
「Q

uicksilver

」
の
別
名
が
あ
る
。
そ
の
名
の
と
お

り
、
も
の
の
変
化
や
敏
捷
さ
を
象
徴
す
る
水
銀
は
、
そ
の
変
幻
自

在
を
も
っ
て
、
こ
れ
ま
で
人
類
を
大
い
に
惑
わ
せ
て
き
た
。
歴
史

を
振
り
返
る
と
、
錬
金
術
と
い
う
疑
似
科
学
（
現
代
の
目
か
ら
見

る
と
そ
う
評
価
さ
れ
る
）
が
信
じ
ら
れ
、
ま
た
実
践
さ
れ
た
の

も
、
水
銀
が
持
つ
不
思
議
な
性
質
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

〇
金
を
作
り
出
そ
う
と
し
た
西
洋
の
錬
金
術

錬
金
術
の
歴
史
は
長
く
、
盛
衰
も
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
一
義
的
に
そ
の
全
容
を
と
ら
え
る
の
は

困
難
で
あ
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
四
元
素
説
に
理
論
的
根
拠
を
求
め
て
い
る
。
現
代
の
元
素
の
考
え
方
と
異

な
る
の
で
理
解
し
難
い
が
、
我
々
の
住
む
世
界
が
「
火
・
空
気
・
水
・
土
の
４
つ
の
元
素
か
ら
構
成
さ
れ
て
い

る
」
と
す
る
彼
は
、
同
様
に
金
属
も
一
種
の
化
合
物
（
混
合
物
？
）
と
捉
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
仮
に
金
や
銀

が
化
合
物
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
化
学
反
応
に
よ
っ
て
作
り
出
せ
る
は
ず
と
考
え
る
の
は
特
に
不
自
然
で
は
な
い
。

そ
こ
か
ら
、
鉛
や
ス
ズ
な
ど
の
卑
金
属
か
ら
金
や
銀
な
ど
の
貴
金
属
を
作
り
出
す
錬
金
術
と
い
う
学
問
が
始
ま
っ

た
の
だ
ろ
う
。

錬
金
術
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
で
生
ま
れ
、
中
世
ア
ラ
ビ
ア
で
花
開
い
た
。
古
く
か
ら

ア
ラ
ブ
人
は
、
科
学
に
熱
心
だ
っ
た
よ
う
で
、
現
在
で
も
多
く
の
ア
ラ
ビ
ア
語
起
源

の
科
学
用
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
ア
ル
カ
リ
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
ア
ル
ジ
ブ
ラ
（
代
数

学
）、
ア
ル
ケ
ミ
ー
（
錬
金
術
）
と
い
っ
た
単
語
の
「
ア
ル
」
は
、
ア
ラ
ビ
ア
語
の
定

冠
詞
だ
。
こ
の
ア
ラ
ビ
ア
の
錬
金
術
で
特
に
重
要
視
さ
れ
た
の
が
、
水
銀
と
硫
黄
で
あ

る
。
彼
ら
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
４
元
素
の
う
ち
水
と
土
か
ら
水
銀
が
生
ま
れ
、
火

と
空
気
か
ら
硫
黄
が
生
ま
れ
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
こ
の
２
つ
を
適
切
な
割
合
で
混

合
す
る
こ
と
に
よ
り
、（
金
を
含
む
）
全
て
の
金
属
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
の
で

あ
る
。

そ
の
後
、
十
字
軍
の
遠
征
を
機
に
ア
ラ
ビ
ア
の
錬
金
術
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
再
流
入
す

る
と
、
こ
れ
を
利
用
す
る
神
秘
主
義
者
や
さ
ら
に
は
単
な
る
ペ
テ
ン
師
が
世
に
溢
れ
、

つ
い
に
は
ロ
ー
マ
法
王
が
禁
止
令
を
出
す
に
至
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
錬
金
術
は
、
ま

す
ま
す
暗
く
オ
カ
ル
ト
的
な
様
相
を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

錬金術記号の例
左から金、銀、鉛、硫黄、水銀 液体として存在する水銀
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〇
不
老
不
死
を
求
め
た
中
国
の
煉
丹
術

西
の
錬
金
術
に
対
し
、
東
の
煉
丹
術
も
紀
元
前
か
ら
の
長
い
歴
史
を
有
す
る
。
中
国
に
お
い
て
は
、
道
教
的
な

思
想
の
下
、
不
老
長
寿
を
達
成
す
る
た
め
の
術
と
し
て
発
達
し
た
煉
丹
術
だ
が
、
最
も
重
視
さ
れ
た
も
の
に
「
煉

丹
服
薬
法
」
が
あ
る
。
仙
薬
（
仙
人
に
な
る
た
め
の
薬
）
を
作
っ
て
服
用
す
る
と
い
う
こ
の
方
法
で
は
、
最
上
の

仙
薬
が
丹
（
朱
と
同
じ
）
で
、
次
い
で
金
、
銀
の
順
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
当
時
の
人
々
は
、
植
物
性
の

薬
（
薬
草
）
は
燃
や
す
と
灰
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
鉱
物
性
の
薬
（
例
え
ば
丹
の
場
合
）
は
焼
け
ば
水
銀
と
な

り
、
ま
た
水
銀
か
ら
丹
を
作
り
出
す
こ
と
も
で
き
る
こ
と
か
ら
、
不
滅
の
薬
は
鉱
物
か
ら
得
ら
れ
る
と
考
え
た
。

た
だ
、
実
際
に
丹
薬
を
服
用
し
た
人
の
運
命
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
不
老
長
寿
を
達
成
し

た
仙
人
な
ど
、
少
な
く
と
も
今
は
生
き
て
い
な
い
の
だ
か
ら
。

錬
金
術
に
し
ろ
煉
丹
術
に
し
ろ
、
そ
の
歴
史
は
優
に
１
０
０
０
年
を
超
え
る
。
そ
れ
だ
け
の
長
い
間
、
水
銀
は

我
々
を
惑
わ
し
続
け
て
き
た
わ
け
だ
が
、
近
世
の
新
た
な
元
素
論
の
台
頭
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
「
術
」
の
効
き

目
も
終
わ
り
の
時
を
迎
え
る
。
そ
し
て
18
世
紀
以
降
、
次
々
に
新
た
な
元
素
が
発
見
さ
れ
る
と
、
水
銀
も
、
数
あ

る
元
素
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

〇
現
代
的
な
視
点
で
の
錬
金
術

こ
こ
で
、
現
代
的
な
視
点
で
錬
金
術
（
つ
ま
り
金
を
合
成
す
る
方
法
）
を
考
え
て
み
よ
う
。
放
射
性
同
位
体
が

ベ
ー
タ
崩
壊
す
る
場
合
、
原
子
量
が
同
じ
で
原
子
番
号
が
隣
接
す
る
元
素
と
な
る
が
、
水
銀
（
80
）
と
金
（
79
）

は
隣
同
士
の
元
素
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
方
法
で
の
相
互
変
換
が
可
能
で
あ
る
。
水
銀
は
、
原
子
量
が
196
、
198
、

199
、
200
、
201
、
202
、
204
の
７
種
類
の
安
定
同
位
体
を
持
つ
。
こ
れ
に
対
し
て
金
は
、
197
の
み
安
定
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
（
人
工
の
）
放
射
性
同
位
体
で
あ
る197H

g

を
作
れ
ば
、
ベ
ー
タ
崩
壊
（
電
子
捕
獲
と
も
い
う
）
の

結
果
、197A

u

（
安
定
）
を
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
金
を
作
る
の
は
、
金
鉱
山
か
ら

金
を
採
掘
す
る
よ
り
は
る
か
に
費
用
が
か
か
る
た
め
一
つ
も
メ
リ
ッ
ト
が
無
い
。
現
代
科
学
の
錬
金
術
で
も
、
ど

う
や
ら
一
攫
千
金
と
は
い
か
な
い
よ
う
で
あ
る
。
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6  
ザ
・
水
銀 

～
水
銀
の
製
造
・
販
売
体
制

「
座
」
と
い
う
の
は
、
商
工
業
者
に
よ
る
一
種
の
同
業
者
団
体
で
あ
る
。
平
安
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
、
朝

廷
や
公
家
、
寺
社
な
ど
が
「
本
所
」
と
呼
ば
れ
る
権
限
付
与
・
管
理
機
能
を
担
い
、
各
地
に
座
を
開
い
て
い
っ

た
。
こ
の
時
代
の
座
と
し
て
は
、
石
清
水
八
幡
宮
の
「
大
山
崎
油
座
」
や
北
野
社
の
「
麹
座
」
が
有
名
で
あ
る
。

権
力
者
に
お
金
な
ど
を
払
う
代
わ
り
に
販
売
権
や
独
占
権
を
付
与
さ
れ
る
「
座
」
と
い
う
し
く
み
に
よ
っ
て
、
商

工
業
者
た
ち
は
自
身
の
商
売
を
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

〇
水
銀
座

全
国
で
多
種
多
様
な
座
が
開
か
れ
る
中
、
平
安
時
代
末
期
（
12
世
紀
頃
）
に
、
伊
勢
の
丹
生
（
現
在
の
三
重
県

多
気
町
）
で
国
内
唯
一
の
「
水
銀
座
」
が
設
立
さ
れ
た
。
古
く
か
ら
顔
料
及
び
鍍
金
用
に
使
わ
れ
て
い
た
水
銀
だ

が
、
こ
の
地
に
お
け
る
辰
砂
（
し
ん
し
ゃ
：
硫
化
水
銀
鉱
）
採
取
の
歴
史
は
、
は
る
か
縄
文
時
代
ま
で
遡
る
。
水

銀
座
の
本
所
に
つ
い
て
は
、
確
た
る
史
料
は
無
い
も
の
の
、
摂
関
家
に
当
た
る
高
位
の
公
家
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
水
銀
を
京
に
納
め
る
水
銀
商
人
は
、
多
量
の
商
品
物
資
と
と
も
に
街
道
を
行
き
交
う

富
豪
の
象
徴
と
し
て
「
今
昔
物
語
集
」
に
も
書
か
れ
て
い
る
。
隆
盛
を
極
め
た
で
あ
ろ
う
水
銀
商
人
で
あ
る
が
、

そ
の
権
威
を
か
さ
に
着
て
乱
暴
や
悪
事
に
手
を
染
め
て
い
た
こ
と
も
伝
わ
っ
て
お
り
、
特
に
お
膝
元
の
伊
勢
神
宮

と
は
揉
め
事
が
絶
え
ず
、
神
宮
側
が
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
水
銀
座
だ
が
、
14
世
紀
頃
ま

で
は
確
認
で
き
る
も
の
の
、
伊
勢
の
辰
砂
鉱
資
源
が
枯
渇
し
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
最
後
に
つ
い
て
は
知
ら
れ
て

い
な
い
。

〇
白
粉
座

水
銀
座
が
辰
砂
や
水
銀
を
扱
う
の
に
対
し
、
「
白
粉
（
お
し
ろ
い
）
座
」
は
、
軽
粉
＝
甘
汞
（
か
ん
こ
う
：
塩

化
第
一
水
銀
、
汞
は
中
国
語
で
水
銀
の
こ
と
）
を
取
り
扱
う
団
体
に
な
る
。
白
粉
座
は
、
丹
生
か
ら
遠
く
な
い
射

和
村
（
現
在
の
三
重
県
松
阪
市
射
和
町
）
で
鎌
倉
時
代
（
13
世
紀
頃
）
に
成
立
し
、
伊
勢
神
宮
を
本
所
と
し
て
い

た
。
射
和
の
白
粉
座
で
は
、
製
法
が
秘
伝
と
さ
れ
、
家
も
世
襲
と
し
て
情
報
漏
洩
を
防
ぐ
な
ど
、
専
売
権
の
維
持

に
努
め
て
い
た
。
し
か
し
、
よ
り
廉
価
な
鉛
製
白
粉
の
鉛
白
（
え
ん
ぱ
く
：
塩
基
性
炭
酸
鉛
）
が
伝
来
・
普
及
し

た
こ
と
で
、
座
は
衰
退
し
て
い
っ
た
。
そ
の
後
、
15
世
紀
末
に
欧
州
で
発
生
し
た
梅
毒
が
日
本
に
も
上
陸
、
瞬
く

間
に
蔓
延
し
た
こ
と
で
状
況
が
変
化
す
る
。
甘
汞
の
駆
梅
薬
と
し
て
の
は
た
ら
き
が
注
目
さ
れ
る
と
、
射
和
に
お

い
て
も
全
面
的
に
販
売
方
針
が
転
換
さ
れ
、
薬
と
し
て
軽
粉
を
生
産
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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中
世
の
座
は
、
織
田
信
長
の
政
策
で
有
名
な
「
楽
市
楽
座
令
」
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、
江
戸
時
代
に
入
り
「
株
仲
間
」
と
名
前
を
変
え
て
類
似
の
同
業
者
団
体
が
復
活
す
る
と
、
仲
間
意
識
が
強

か
っ
た
射
和
の
軽
粉
業
者
は
、
「
軽
粉
株
仲
間
」
と
し
て
再
結
成
を
果
た
す
。
軽
粉
株
仲
間
で
は
、
共
同
で
水
銀

の
購
入
、
価
格
の
協
定
、
製
品
の
販
売
を
行
い
、
ま
た
、
業
者
仲
間
の
倒
産
を
回
避
す
る
た
め
に
仲
間
同
士
で
融

資
し
合
う
な
ど
、
そ
の
関
係
が
緊
密
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
丹
生
の
水
銀
が
枯
渇
し
た
後
も
、
大
坂
の
薬
種
問
屋

を
通
じ
て
中
国
か
ら
水
銀
を
購
入
し
て
操
業
を
続
け
、
明
治
維
新
で
株
仲
間
制
度
自
体
が
解
体
さ
れ
る
中
、
戦
後

の
１
９
５
３
年
ま
で
軽
粉
の
製
造
を
続
け
た
。

〇
朱
座

中
世
と
は
異
な
り
、
江
戸
時
代
の
「
座
」
は
、
幕
府
に
よ
る
製
造
・
販
売
を
独
占
す
る
制
度
で
、
現
在
の
専
売

制
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。「
金
座
」
「
銀
座
」
「
銭
座
」
な
ど
、
金
融
関
係
の
座
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、

朱
の
製
造
も
「
朱
座
」
と
し
て
幕
府
直
轄
と
さ
れ
て
い
た
。
朱
座
は
、
ま
ず
堺
が
幕
府
の
公
認
と
な
り
、
後
に
江

戸
や
京
都
に
も
設
置
さ
れ
て
い
く
。
朱
座
が
扱
う
「
朱
」
と
は
、
水
銀
と
硫
黄
か
ら
合
成
さ
れ
る
人
工
の
硫
化
第

二
水
銀
（
銀
朱
と
も
い
う
）
だ
が
、
物
質
的
に
は
天
然
鉱
物
で
あ
る
辰
砂
と
同
じ
で
あ
る
。
朱
墨
や
絵
具
が
主
な

用
途
で
あ
る
銀
朱
が
座
の
専
売
品
で
あ
っ
た
一
方
で
、
辰
砂
は
、
座
の
専
売
品
で
は
な
く
、「
薬
」
と
し
て
薬
種

商
が
取
り
扱
う
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。
同
じ
物
質
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
辰
砂
は
薬
で
銀
朱
は
毒
と
信
じ
ら
れ

て
い
た
た
め
、「
別
扱
い
」
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
こ
の

朱
座
に
よ
る
専
売
事
業
は
、
明
治
維
新
で
廃
止
さ
れ
る

ま
で
続
い
た
。

座
に
よ
る
水
銀
の
製
造
と
販
売
、
そ
の
歴
史
を
俯
瞰

す
る
と
、
私
的
用
途
か
公
的
用
途
か
を
問
わ
ず
、
水
銀

が
時
代
を
通
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

も
ち
ろ
ん
使
わ
れ
方
は
い
ろ
い
ろ
と
変
遷
し
て
き
た

が
、
今
も
昔
も
水
銀
は
、
我
々
の
す
ぐ
近
く
に
あ
り
続

け
て
い
る
。

街中にひっそりと建つ堺の朱座之阯の碑
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7  
赤
備
え
は
武
勇
の
誉
れ

甲
冑
は
、
戦
い
の
た
め
の
ア
ウ
ト
フ
ィ
ッ
ト
で
あ
り
、
生
死
を
左
右
す
る
戦
場
に
お
い
て
機
能
性
を
第
一
と
す

べ
き
も
の
で
あ
る
。
実
際
の
足
軽
が
白
兵
戦
で
用
い
る
よ
う
な
甲
冑
に
は
、
簡
素
に
し
て
防
御
能
力
に
優
れ
た
も

の
が
求
め
ら
れ
、
戦
国
の
世
は
、
そ
う
し
た
甲
冑
が
大
量
に
供
給
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
。

〇
戦
場
で
恐
れ
ら
れ
た
精
鋭
軍
団

「
赤
備
え
」
は
、
全
体
の
地
色
を
赤
く
統
一
し
た
甲
冑
に
身
を
包
ん
だ
戦
闘
集
団
を
指
し
、
戦
国
時
代
に
は
精

鋭
部
隊
が
着
用
し
た
こ
と
で
、
恐
れ
ら
れ
つ
つ
も
一
目
置
か
れ
る
存
在
だ
っ
た
。
そ
の
戦
い
ぶ
り
は
、
数
々
の

戦
記
物
で
も
描
か
れ
て
い
る
た
め
割
愛
す
る
が
、
武
田
、
井
伊
、
真
田
の
名
が
特
に
知
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、

神
功
（
じ
ん
ぐ
う
）
皇
后
が
、
朝
鮮
半
島
（
新
羅
）
に
出
兵
（
３
世
紀
）
す
る
際
の
武
器
や
軍
衣
を
「
赤
土
」
で

染
め
た
と
日
本
書
紀
に
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
風
習
は
か
な
り
古
く
か
ら
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
赤
備
え
の

顔
料
に
は
、
ベ
ン
ガ
ラ
（
酸
化
第
二
鉄
）
と
と
も
に
朱
（
硫
化
第
二
水
銀
）
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
朱
は
、
ベ
ン

ガ
ラ
よ
り
色
鮮
や
か
な
顔
料
だ
が
、
室
町
時
代
に
は
国
内
の
水
銀
資
源
が
枯
渇
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
中
国
か

ら
水
銀
を
輸
入
し
て
作
ら
れ
る
貴
重
品
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

赤
備
え
が
今
な
お
も
て
は
や
さ
れ
る
の
は
、
徳
川
家
康
の
思
い
と
、
そ
れ
を
斟
酌
し
た
後
世
の
伝
承
に
よ
る
と

こ
ろ
が
大
き
い
だ
ろ
う
。
家
康
は
、
た
び
た
び
赤
備
え
部
隊
に
悩
ま
さ
れ
た
。
三
方
ヶ
原
の
戦
い
（
１
５
７
３

年
）
に
お
い
て
、
自
身
の
馬
印
（
武
将
が
自
身
の
居
場
所
を
示
す
た
め
に
掲
げ
る
目
印
）
が
倒
さ
れ
た
（
即
ち
本

陣
が
敵
方
の
攻
撃
に
曝
さ
れ
た
）
わ
け
だ
が
、
そ
の
時
の
相
手
が
、
赤
備
え
部
隊
の
発
祥
と
さ
れ
る
武
田
軍
で

あ
っ
た
。
そ
の
後
、
武
田
氏
が
１
５
８
２
年
に
滅
亡
し
た
際
、
家
康
は
こ
の
精
鋭
部
隊
を
自
軍
に
引
き
入
れ
、
家

臣
で
あ
る
井
伊
直
政
の
配
下
と
し
た
。
そ
し
て
、「
井
伊
の
赤
鬼
」
と
呼
ば
れ
る
闘
将
直
政
は
、
幾
度
も
激
戦
を

潜
り
抜
け
、
関
が
原
に
お
い
て
も
赤
備
え
を
率
い
て
戦
い
、
武
勲
を
立
て
た
。

家
康
は
、
大
坂
夏
の
陣
（
１
６
１
５
年
）
で
再
び
、
赤
備
え
部
隊
（
真
田
軍
）
に
本
陣
の
馬
印
を
倒
さ
れ
る
。

こ
れ
に
よ
り
真
田
信
繁
（
幸
村
）
は
、「
日
本
一
の
兵
」（
ひ
の
も
と
い
ち
の
つ
わ
も
の
）
と
称
賛
を
受
け
る
こ

と
と
な
っ
た
が
、
家
康
に
と
っ
て
も
、
敵
は
強
敵
で
あ
る
方
が
自
身
の
武
勇
を
強
調
で
き
る
た
め
都
合
が
良
か
っ

た
の
だ
ろ
う
。
な
お
、
大
坂
の
陣
の
頃
に
な
る
と
、
戦
乱
の
世
も
終
わ
り
、
戦
国
武
将
も
世
代
交
代
が
進
ん
で
い

た
。
井
伊
家
の
赤
備
え
も
、
若
輩
の
井
伊
直
孝
が
率
い
る
こ
と
に
な
り
、
戦
闘
経
験
の
無
い
ピ
カ
ピ
カ
の
甲
冑
を

見
て
家
康
は
、
大
い
に
落
胆
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
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〇
現
存
す
る
赤
備
え
は
平
和
な
時
代
の
装
飾
品

甲
冑
は
戦
闘
服
で
あ
る
か
ら
、
損
耗
が
激
し
く
、
後
世
に

は
残
り
に
く
い
。
一
般
の
武
士
が
戦
場
で
着
用
し
た
も
の
は

使
い
尽
く
さ
れ
て
し
ま
う
し
、
ひ
と
た
び
敗
走
と
な
れ
ば
、

重
た
い
甲
冑
は
打
ち
捨
て
ら
れ
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
残
っ
て
い
た
と
し
て
も
痛
み
が
激
し
か
っ
た

り
、
後
世
の
修
理
が
入
っ
て
い
た
り
す
る
た
め
、
文
化
遺
産

と
し
て
価
値
の
あ
る
も
の
は
限
ら
れ
て
し
ま
う
。
寺
社
の
宝

物
殿
な
ど
に
残
さ
れ
て
い
る
甲
冑
類
は
、
将
軍
な
ど
限
ら
れ

た
武
将
の
持
ち
物
と
さ
れ
、
実
用
性
よ
り
外
見
の
立
派
さ
に

主
眼
を
お
い
て
作
ら
れ
た
華
美
壮
麗
な
も
の
が
多
い
。

現
在
、
我
々
が
目
に
す
る
赤
備
え
の
甲
冑
は
、
井
伊
家
に

伝
わ
っ
た
江
戸
時
代
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
こ
の

頃
の
甲
冑
は
、
戦
場
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
無
く
、
井
伊
家

代
々
の
軍
装
で
あ
る
朱
漆
塗
り
の
甲
冑
も
、
結
果
的
に
良
い

状
態
で
保
存
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
甲
冑
の
性
格
が
合
戦
用
か
ら
工
芸
品
に
な
っ
て
い
き
、
立
派
に
見

せ
る
た
め
の
装
飾
が
増
え
て
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
井
伊
の
赤
備
え
と
し
て
甲
冑
は
残
っ
た
が
、
精
鋭
部
隊
と
し
て
の
赤
備
え
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
太
平
の
世
に
、
甲
冑
の
着
用
方
法
す
ら
忘
れ
て
し
ま
っ
た
武
士
が
、
に
わ
か
仕
立
て
で
重
武
装
し
た
と
こ
ろ

で
、
銃
火
器
中
心
の
近
代
戦
で
は
通
用
し
な
い
。
幕
末
の
戦
乱
に
お
い
て
、
主
君
で
あ
る
徳
川
幕
府
軍
の
一
員
と

し
て
戦
っ
た
井
伊
の
赤
備
え
部
隊
は
、
敵
方
鉄
砲
隊
の
恰
好
の
標
的
と
さ
れ
、
大
敗
し
た
と
の
こ
と
。
戦
国
の
世

の
武
勇
も
、
も
は
や
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

赤備え具足
写真：PIXTA
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8  
世
界
遺
産
と
な
っ
た
水
銀

２
０
１
２
年
、
「
水
銀
の
遺
産
ア
ル
マ
デ
ン
と
イ
ド
リ
ヤ
」
は
、
ユ
ネ
ス
コ
世
界
文
化
遺
産
と
し
て
登
録
さ
れ

た
。
ア
ル
マ
デ
ン
は
ス
ペ
イ
ン
中
部
、
イ
ド
リ
ヤ
は
ス
ロ
ベ
ニ
ア
西
部
に
か
つ
て
あ
っ
た
水
銀
鉱
山
で
あ
り
、
こ

の
２
つ
の
鉱
山
が
、
世
界
の
歴
代
水
銀
鉱
出
量
の
１
位
と
２
位
を
占
め
る
。
ア
ル
マ
デ
ン
は
古
く
ロ
ー
マ
時
代
か

ら
採
掘
の
記
録
が
あ
り
、
イ
ド
リ
ヤ
も
15
世
紀
に
発
見
さ
れ
た
と
さ
れ
、
共
に
２
０
０
０
年
前
後
ま
で
続
い
た
長

い
歴
史
を
持
つ
鉱
山
で
あ
る
。
ユ
ネ
ス
コ
は
、
こ
れ
ら
の
鉱
山
遺
構
が
、
限
ら
れ
た
鉱
山
の
み
で
採
掘
さ
れ
て
い

た
資
源
で
あ
る
「
水
銀
」
の
２
大
産
地
と
し
て
、
中
世
以
降
の
世
界
的
な
金
銀
需
要
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果

た
し
た
と
評
価
し
た
。
ア
ル
マ
デ
ン
と
イ
ド
リ
ヤ
で
採
掘
さ
れ
た
水
銀
は
、
ス
ペ
イ
ン
帝
国
の
植
民
地
で
あ
っ
た

中
南
米
に
輸
出
さ
れ
、
金
銀
（
特
に
銀
）
の
生
産
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

〇
大
航
海
時
代
の
新
大
陸
は
銀
の
世
界
的
産
地
で
あ
っ
た

15
世
紀
、
話
は
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
新
大
陸
発
見
ま
で
遡
る
。
コ
ロ
ン
ブ
ス
が
ス
ペ
イ
ン
王
室
か
ら
援
助
を
受
け
て

西
回
り
航
海
に
出
発
し
た
目
的
、
そ
の
一
つ
が
金
銀
財
宝
の
獲
得
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
マ
ル
コ
ポ
ー
ロ
の
東
方
見

聞
録
に
書
か
れ
た
黄
金
の
国
ジ
パ
ン
グ
に
惹
か
れ
、
ア
ジ
ア
行
き
を
計
画
し
た
と
い
う
。
結
局
、
彼
が
発
見
し
た

の
は
ア
メ
リ
カ
（
西
イ
ン
ド
諸
島
）
だ
っ
た
が
、
ス
ペ
イ
ン
は
、
こ
こ
で
す
ぐ
に
鉱
山
開
発
を
始
め
て
い
る
。
メ

キ
シ
コ
の
マ
ヤ
、
ア
ス
テ
カ
や
、
ペ
ル
ー
／
ボ
リ
ビ
ア
の
イ
ン
カ
等
の
旧
文
明
を
次
々
と
征
服
し
て
い
く
と
、
こ

の
地
域
は
や
が
て
、
ス
ペ
イ
ン
帝
国
に
よ
る
銀
の
主
要
な
産
地
と
な
る
。
16
世
紀
に
入
り
、
メ
キ
シ
コ
の
サ
カ
テ

カ
ス
、
グ
ア
ナ
フ
ァ
ー
ト
、
ボ
リ
ビ
ア
の
ポ
ト
シ
等
南
米
各
地
で
銀
が
発
見
さ
れ
る
と
、
ス
ペ
イ
ン
主
導
に
よ
る

本
格
的
な
銀
山
開
発
が
始
ま
っ
た
。

〇
ア
メ
リ
カ
の
銀
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
水
銀
で
製
錬

銀
の
製
錬
に
あ
た
っ
て
、
ス
ペ
イ
ン
は
、
そ
の
頃
北
イ
タ
リ

ア
で
使
わ
れ
始
め
た
「
水
銀
ア
マ
ル
ガ
ム
法
」
を
導
入
し
て
い

る
（
ア
マ
ル
ガ
ム
と
は
水
銀
と
他
の
金
属
と
の
合
金
の
こ
と
）。

こ
の
方
法
は
、
最
終
工
程
を
除
い
て
加
熱
を
必
要
と
せ
ず
、
品
位

の
低
い
鉱
石
か
ら
も
銀
を
取
り
出
せ
る
た
め
、
16
世
紀
中
期
以
降

急
速
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
ス
ペ
イ
ン
は
、
水
銀
の
供
給
ル
ー
ト

を
確
保
す
る
た
め
、
国
王
の
独
占
体
制
を
構
築
し
、
ア
ル
マ
デ
ン

アルマデンの水銀鉱山遺構
写真：PIXTA
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と
イ
ド
リ
ヤ
の
水
銀
を
メ
キ
シ
コ
の
銀
鉱
山
へ
と
送
り
込
ん
だ
。
18
世
紀
に
ス
ペ
イ
ン
帝
国
が
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
朝

か
ら
ブ
ル
ボ
ン
朝
に
移
る
と
、
税
制
改
革
を
行
う
と
と
も
に
、
国
王
直
属
の
水
銀
管
理
委
員
会
を
創
設
す
る
な
ど

し
て
、
さ
ら
に
鉱
山
管
理
を
強
化
し
た
。
そ
の
後
、
こ
う
し
た
ス
ペ
イ
ン
の
鉱
山
管
理
は
、
19
世
紀
初
頭
ま
で
続

い
て
い
っ
た
。

〇
日
本
で
水
銀
が
使
わ
れ
な
か
っ
た
の
は
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
お
か
げ
？

ア
ル
マ
デ
ン
と
イ
ド
リ
ヤ
に
先
立
ち
、
メ
キ
シ
コ
の
サ
カ
テ
カ
ス
と
グ
ア
ナ
フ
ァ
ー
ト
、
お
よ
び
ボ
リ
ビ
ア
の

ポ
ト
シ
が
揃
っ
て
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
で
も
、
島
根
県
の
石
見
銀
山
が
登
録
さ
れ
る
な

ど
、
銀
に
つ
い
て
言
え
ば
、
中
近
世
の
代
表
的
な
鉱
山
は
押
し
な
べ
て
世
界
遺
産
に
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。
石
見

銀
山
は
、
16
世
紀
か
ら
19
世
紀
に
か
け
て
採
掘
が
行
わ
れ
、
開
発
の
時
期
・
規
模
と
も
中
南
米
の
銀
山
に
匹
敵
す

る
が
、
銀
の
製
錬
に
は
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
「
灰
吹
法
」
が
用
い
ら
れ
、
水
銀
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
灰
吹

法
と
は
、
鉛
で
銀
鉱
石
か
ら
銀
を
抽
出
す
る
方
法
で
、
一
度
銀
と
鉛
の
合
金
を
生
成
さ
せ
、
そ
の
後
加
熱
し
て
鉛

を
酸
化
鉛
と
し
て
分
離
し
、
銀
を
精
製
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
水
銀
で
あ
っ
て
も
鉛
で
あ
っ
て
も
、
有
害
物

質
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

こ
こ
か
ら
は
想
像
に
な
る
が
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
が
ジ
パ
ン
グ
の
黄
金
を
目
指
し
た
結
果
が
、
中
南
米
で
の
銀
山
開

発
に
つ
な
が
っ
た
の
だ
と
す
る
と
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
が
ア
メ
リ
カ
で
は
な
く
本
当
に
ア
ジ
ア
に
到
達
し
て
い
た
ら
ど

う
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
ス
ペ
イ
ン
帝
国
は
、
石
見
銀
山
に
水
銀
を
送
り
込
ん
で
銀
山
開
発
を
し
た
で
あ
ろ
う
か

（
当
時
ス
ペ
イ
ン
は
、
ア
カ
プ
ル
コ
か
ら
マ
ニ
ラ
に
至
る
太
平
洋
航
路
を
確
立
し
て
い
た
の
で
不
可
能
で
は
な

い
。
）。
コ
ロ
ン
ブ
ス
が
、
誤
っ
て
「
イ
ン
ド
を
見
つ
け
た
ぞ
」
と
言
い
放
ち
、
誇
ら
し
げ
に
卵
を
立
て
た
お
か

げ
で
、
日
本
は
、
ス
ペ
イ
ン
か
ら
の
大
量
の
水
銀
流
入
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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9  
物
語
の
中
の
水
銀

『
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
』
は
、
19
世
紀
後
半
に
英
国
の
小
説
家
ル

イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
児
童
文
学
シ
リ
ー
ズ
で
、
何
度

も
映
画
化
さ
れ
て
い
る
の
で
知
ら
な
い
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
に

登
場
す
る
帽
子
屋
（
ハ
ッ
タ
ー
）
は
、
典
型
的
な
変
人
と
し
て
「
狂
っ

た
帽
子
屋
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
帽
子
屋
が
水
銀
中
毒

だ
っ
た
と
い
う
話
は
、
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
た
都
市
伝
説
で
あ
る
。

最
近
で
は
、
テ
ィ
ム
・
バ
ー
ト
ン
監
督
に
よ
る
映
画
の
中
で
、
ジ
ョ

ニ
ー
・
デ
ッ
プ
演
じ
る
姿
が
記
憶
に
新
し
い
。
『
不
思
議
の
国
の
ア
リ

ス
』
は
言
葉
遊
び
の
多
い
物
語
だ
が
、
ル
イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
の
時
代
に

は
、「
帽
子
屋
の
よ
う
に
気
が
狂
っ
て
い
る
」（m

ad as a hatter

）

と
い
う
慣
用
句
が
あ
っ
た
と
い
う
。
ハ
ッ
タ
ー
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

は
、
そ
の
慣
用
句
を
基
に
彼
が
創
作
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

〇
帽
子
屋
は
な
ぜ
気
が
狂
っ
て
し
ま
っ
た
の
か

19
世
紀
の
英
国
で
は
、
帽
子
の
素
材
と
な
る
フ
ェ
ル
ト
を
処
理
す
る
た
め
に
「
硝
酸
第
二
水
銀
」
が
使
わ
れ

て
い
た
。
フ
ェ
ル
ト
の
材
料
で
あ
る
羊
毛
は
、
表
面
が
う
ろ
こ
状
の
キ
ュ
ー
テ
ィ
ク
ル
に
覆
わ
れ
て
お
り
、
こ

の
キ
ュ
ー
テ
ィ
ク
ル
同
士
を
絡
み
合
わ
せ
固
く
す
る
た
め
に
、
水
銀
に
よ
る
物
理
化
学
的
な
処
理
が
行
わ
れ
て

い
た
。
こ
の
と
き
用
い
ら
れ
た
水
銀
は
、
蒸
気
（
気
体
と
し
て
の
元
素
状
水
銀
で
、
肺
か
ら
吸
収
さ
れ
水
銀
中

毒
を
起
こ
し
や
す
い
）
と
な
っ
て
作
業
場
内
に
排
出
さ
れ
る
た
め
、
作
業
者
は
高
濃
度
の
水
銀
に
ば
く
露
さ
れ

る
こ
と
（
危
険
因
子
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
）
に
な
る
。
「
水
銀
蒸
気
」
に
よ
る
繰
り
返
し
ば
く
露
で
は
、
中
枢

神
経
系
が
標
的
臓
器
と
考
え
ら
え
て
お
り
、
振
戦
（
手
足
の
震
え
）
や
水
銀
エ
レ
チ
ス
ム
と
呼
ば
れ
る
行
動
・
性

格
の
変
化
（
癇
癪
、
い
ら
い
ら
、
過
度
の
人
見
知
り
、
不
眠
等
）
が
症
状
と
し
て
現
れ
、
そ
れ
ら
が
全
て
帽
子
屋

の
職
業
病
「
帽
子
屋
の
よ
う
に
気
が
狂
っ
て
い
る
」（m

ad as a hatter

）
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

〇
赤
い
「
賢
者
の
石
」、
そ
の
正
体
は
水
銀
だ
っ
た
!?

テ
ィ
ム
・
バ
ー
ト
ン
の
映
画
も
ヒ
ッ
ト
し
た
が
、『
ハ
リ
ー
ポ
ッ
タ
ー
と
賢
者
の
石
』
は
、
そ
れ
以
上
の
大

ヒ
ッ
ト
を
記
録
し
た
。
こ
ち
ら
も
英
国
作
家
の
児
童
文
学
シ
リ
ー
ズ
だ
が
、
ア
リ
ス
シ
リ
ー
ズ
よ
り
１
０
０
年

写真：PIXTA
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以
上
後
に
書
か
れ
た
。
こ
の
中
に
登
場
す
る
「
賢
者
の
石
」
は
、
錬
金
術
に
お
い
て
卑
金
属
を
金
に
変
え
る
た

め
の
触
媒
の
よ
う
な
働
き
を
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
作
者
の
Ｊ
・Ｋ・ロ
ー
リ
ン
グ
は
、
こ
の
作
品
の
中

で
「
血
の
よ
う
に
赤
い
石
」
と
表
現
し
て
い
る
。
水
銀
が
含
ま
れ
る
鉱
石
の
最
も
代
表
的
な
も
の
が
辰
砂
（
し
ん

し
ゃ
：
硫
化
水
銀
鉱
）
で
、
赤
褐
色
の
塊
状
、
あ
る
い
は
深
紅
色
の
結
晶
の
形
で
産
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
賢
者

の
石
は
水
銀
で
あ
る
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。

採
掘
さ
れ
た
赤
い
鉱
石
（
辰
砂
）
が
光
り
輝
く
液
体
と
な
り
、
さ
ら
に
金
銀
な
ど
を
溶
か
す
性
質
を
持
つ
水
銀

は
、
古
代
か
ら
中
世
に
お
け
る
錬
金
術
で
盛
ん
に
用
い
ら
れ
た
。
水
銀
の
沸
点
は
357
℃
と
金
属
と
し
て
は
低
い
。

そ
の
た
め
、
金
を
溶
か
し
込
ん
だ
水
銀
の
合
金
（
こ
れ
を
ア
マ
ル
ガ
ム
と
い
う
）
を
火
で
あ
ぶ
る
な
ど
し
て
強
熱

す
る
と
、
沸
点
の
低
い
水
銀
は
蒸
発
し
て
金
だ
け
が
残
る
。
確
か
に
こ
れ
な
ら
、
操
作
手
順
を
工
夫
す
れ
ば
、
卑

金
属
が
金
に
変
わ
っ
た
よ
う
に
見
せ
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。

〇m
ad as a m

iner

の
言
葉
が
生
ま
れ
ぬ
よ
う
に

水
銀
を
使
っ
た
こ
の
方
法
は
、
零
細
・
小
規
模
な
金
採
掘
（
Ａ
Ｓ
Ｇ
Ｍ
と
呼
ば
れ
て
い
る
）
に
お
け
る
金
の

製
錬
法
と
し
て
、
現
在
で
も
世
界
各
地
で
行
わ
れ
て
い
る
。
金
鉱
石
（
を
砕
い
た
砂
）
と
水
銀
を
混
ぜ
る
と
、

金
が
水
銀
の
中
に
溶
け
出
し
て
ア
マ
ル
ガ
ム
と
な
る
。
そ
れ
を
バ
ー
ナ
ー
な
ど
で
あ
ぶ
っ
て
金
を
取
り
出
し
て

売
る
─
─
こ
れ
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
る
人
は
、
途
上
国
を
中
心
に
１
０
０
０
万
人
以
上
い
る
と
推
計
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
場
合
も
帽
子
屋
と
同
じ
よ
う
に
、
作
業
者
は
高
濃
度
の
水
銀
蒸
気
に
繰
り
返
し
ば
く
露
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
水
銀
が
賢
者
の
石
で
あ
っ
た
時
代
は
ま
だ
良
か
っ
た
が
、
今
や
「
狂
人
の
石
」
に
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い

ほ
ど
、
こ
の
Ａ
Ｓ
Ｇ
Ｍ
は
途
上
国
に
と
っ
て
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
世
界
的
な
水
銀
規
制
を
進
め
て
い
る

中
、
Ａ
Ｓ
Ｇ
Ｍ
は
最
大
の
水
銀
の
用
途
と
な
っ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
消
費
量
は
上
昇
傾
向
に
あ
る
。
時
々
の
社

会
情
勢
を
踏
ま
え
て
多
く
の
新
語
・
造
語
が
作
ら
れ
る
今
の
時
代
に
、「m

ad as a m
iner

」
と
い
う
慣
用
句
が

生
ま
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
Ａ
Ｓ
Ｇ
Ｍ
へ
の
対
応
を
よ
り
一
層
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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た
ち
だ
。
彼
ら
は
、
金
発
見
の
噂
を
聞
き
つ
け
て
や
っ
て
来
た
「
よ
そ

者
」
で
、
こ
こ
を
開
拓
す
る
者
の
日
雇
い
人
夫
と
し
て
働
い
て
い
た
。

開
拓
者
と
い
っ
て
も
、
結
局
は
地
権
者
か
ら
小
さ
な
土
地
（
一
区
画

２
m
×
３
m
）
の
採
掘
権
を
手
に
入
れ
た
だ
け
の
、
こ
ち
ら
も
「
よ
そ

者
」
た
ち
で
あ
る
（
４
０
０
０
件
以
上
の
権
利
が
発
行
さ
れ
た
と
言
わ

れ
て
い
る
）。
当
時
、
５
万
人
を
超
え
る
男
た
ち
が
、
直
径
約
２
０
０

メ
ー
ト
ル
の
穴
の
底
で
一
攫
千
金
を
狙
い
、
泥
土
の
中
に
あ
る
幸
運
を

探
し
求
め
て
い
た
。

サ
ル
ガ
ド
が
こ
こ
を
訪
れ
た
の
は
１
９
８
６
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
こ
の
金
鉱
を
報
道
し
た
最
初
の
写
真
家
で
は
な
い
。
そ

れ
で
も
、
彼
の
写
真
は
大
き
な
反
響
を
呼
び
、
世
界
中
の
名
だ
た
る

ニ
ュ
ー
ス
週
刊
誌
～
イ
ギ
リ
ス
の
サ
ン
デ
ー
タ
イ
ム
ズ
、
ア
メ
リ
カ
の

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
タ
イ
ム
ズ
、
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
マ
ッ
チ
等
～
が
特
集
記

事
を
組
ん
だ
。（
な
お
、
サ
ル
ガ
ド
は
、
そ
の
後
も
数
多
く
の
写
真
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
企
画
・
実
施
す
る
と
と
も
に
、
長
く
ユ
ニ
セ
フ
の
親
善

大
使
も
務
め
て
い
る
）

10  
呪
わ
れ
た
金
山 

～
セ
ラ
・
ペ
ラ
ダ

ブ
ラ
ジ
ル
生
ま
れ
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
写
真
家
で
あ
る
サ
ル
ガ
ド
は
、
１
９
８
０
年
代
に
ブ
ラ
ジ
ル
・
ア
マ

ゾ
ン
川
流
域
に
お
い
て
進
ん
で
い
た
大
規
模
な
金
採
掘
の
現
場
を
カ
メ
ラ
に
収
め
、
そ
れ
を
世
の
中
に
広
め
た
こ

と
で
知
ら
れ
る
。
金
鉱
の
名
は
、「
セ
ラ
・
ペ
ラ
ダ
」。
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
で
「
禿
げ
山
」
を
意
味
す
る
金
鉱
は
、
ア

マ
ゾ
ン
川
下
流
の
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
か
ら
外
れ
た
不
便
な
丘
の
上
に
あ
っ
た
。
１
９
７
９
年
、
一
人
の
農
夫
が
こ
の

地
で
金
塊
を
発
見
し
た
こ
と
か
ら
、
ア
マ
ゾ
ン
の
ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ
は
始
ま
っ
た
。

〇
サ
ル
ガ
ド
が
切
り
取
っ
た
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
の
悪
夢

カ
ラ
ー
フ
ィ
ル
ム
が
す
で
に
普
及
し
て
い
た
時
代
、
サ
ル
ガ
ド
の
写
真
は
白
黒
で
撮
影
さ
れ
て
い
た
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
見
た
者
は
誰
も
が
、
そ
の
中
に
写
る
幾
千
も
の
人
影
に
圧
倒
さ
れ
た
。
人
人
人･･････

、
心
を
失
く

し
た
機
械
仕
掛
け
の
人
形
の
よ
う
に
、
男
た
ち
は
一
区
画
四
畳
半
に
も
満
た
な
い
地
面
を
掘
り
返
し
、
土
の
入
っ

た
袋
を
担
い
で
は
長
い
梯
子
を
上
っ
て
い
た
。
ガ
リ
ン
ペ
イ
ロ
と
呼
ば
れ
る
、
組
織
に
属
さ
な
い
金
の
採
掘
人サルガドの展示会におけるセラペラダの写真

写真：gettyimages/Europa Press News
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〇
ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ
の
熱
と
夢
の
跡

大
航
海
時
代
の
エ
ル
・
ド
ラ
ド
（
新
大
陸
の
ど
こ
か
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
黄
金
郷
）
探
検
の
旅
は
、
16
世

紀
の
メ
キ
シ
コ
、
ペ
ル
ー
に
始
ま
り
、
19
世
紀
に
は
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
、
カ
ナ
ダ
・
ク
ロ
ン
ダ
イ
ク

の
ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
間
、
16
世
紀
に
は
水
銀
ア
マ
ル
ガ
ム
法
が
開
発
さ
れ
、

い
わ
ゆ
る
砂
金
探
し
で
は
採
り
き
れ
な
い
微
細
な
金
の
採
掘
・
製
錬
が
可
能
と
な
っ
た
（
ア
マ
ル
ガ
ム
と
は
、

水
銀
と
他
の
金
属
と
の
合
金
の
こ
と
）。
金
鉱
開
発
は
水
銀
鉱
開
発
と
一
体
に
進
め
ら
れ
て
い
き
、
例
え
ば
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
で
は
、
金
鉱
と
と
も
に
ニ
ュ
ー
・
ア
ル
マ
デ
ン
水
銀
鉱
山
な
ど
が
開
発
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
、
こ
の
ア
メ
リ
カ
の
ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ
は
、
よ
り
効
率
的
な
金
採
掘
技
術
の
開
発
に
貢
献
す
る

だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
技
術
（
水
銀
ア
マ
ル
ガ
ム
法
も
含
む
）
を
世
界
中
に
普
及
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
。

20
世
紀
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
特
定
の
国
の
特
産
物
と
考
え
ら
れ
て
き
た
金
が
、「
誰
も
が
自
身
の
裏
山
か
ら

掘
り
出
せ
る
も
の
」
と
認
識
が
変
化
し
て
い
っ
た
。
こ
の
変
化
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
「
零
細
・
小
規
模
金
採

掘
（
Ａ
Ｓ
Ｇ
Ｍ
）」
に
よ
り
、
ア
ジ
ア
で
、
ア
フ
リ
カ
で
、
そ
し
て
再
び
南
米
で･･････

ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ
と
い

う
熱
病
は
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
よ
う
に
拡
散
し
て
い
っ
た
。
零
細
・
小
規
模
と
い
う
言
葉
の
響
き
か
ら
、
ど
こ
か
の

ど
か
な
光
景
を
想
像
し
が
ち
だ
が
、
経
営
形
態
は
零
細
で
あ
っ
て
も
、
複
数
の
集
団
が
同
じ
時
期
に
同
じ
場
所
で

採
掘
を
行
え
ば
、
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
、
特
に
環
境
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
無
視
で
き
な
い
も
の
に
な
る
。
セ
ラ
・
ペ

ラ
ダ
の
熱
狂
は
、
そ
の
一
つ
の
極
限
形
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
呪
わ
れ
た
金
山
は
、
し
か
し
、
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
発
見
後
10
年
程
度
で
資
源
が
枯
渇
し
、
現
在

は
、
当
時
の
傷
跡
が
残
る
山
肌
と
深
さ
２
０
０
メ
ー
ト
ル
の
水
銀
に
汚
染
さ
れ
た
湖
を
さ
ら
す
の
み
で
あ
る
。
し

か
し
、
世
界
の
Ａ
Ｓ
Ｇ
Ｍ
は
未
だ
衰
え
を
見
せ
て
お
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
廃
墟
は
世
界
各
地
で
作
ら
れ
続
け
て
い

る
。
こ
の
現
実
に
、
我
々
は
ど
う
向
き
合
っ
て
い
け
ば
よ
い
の
か
。
確
か
な
答
え
は
ま
だ
得
ら
れ
て
い
な
い
。
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11  
軍
事
と
水
銀

古
代
中
国
の
４
大
発
明
、
そ
の
一
つ
と
さ
れ
る
火
薬
は
、
後
の
戦
争
を
一
変
さ
せ
た
。
す
で
に
６
～
７
世
紀
に

は
「
黒
色
火
薬
」
が
発
明
さ
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
用
い
た
「
鉄
砲
」
（
火
縄
銃
）
が
、
14
世
紀

頃
か
ら
使
わ
れ
始
め
る
。
19
世
紀
初
頭
に
発
見
さ
れ
た
雷
酸
化
合
物
（
と
り
わ
け
雷
汞
：
ら
い
こ
う
、
汞
は
中
国

語
で
水
銀
の
こ
と
）
は
、
刺
激
に
敏
感
な
爆
薬
で
、
特
に
起
爆
薬
と
し
て
盛
ん
に
利
用
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
「
火

薬
」「
爆
薬
」
と
聞
く
と
、
ど
ち
ら
も
可
燃
性
の
危
険
物
と
い
う
漠
然
と
し
た
印
象
を
持
つ
が
、
火
薬
は
、
主
に

弾
丸
の
射
出
（
発
射
薬
）
や
ミ
サ
イ
ル
の
飛
行
（
推
進
薬
）
な
ど
に
用
い
ら
れ
、
爆
薬
は
、
爆
弾
の
爆
発
（
炸

薬
）
や
火
薬
へ
の
点
火
（
起
爆
薬
）
等
の
用
途
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
ち
な
み
に
、
科
学
的
に
は
、
燃
焼
速
度
が

音
速
以
下
の
も
の
を
火
薬
と
呼
び
、
音
速
以
上
を
爆
薬
と
す
る
分
類
も
あ
る
。

〇「
銃
用
雷
管
」
に
よ
り
火
を
点
け
る
必
要
が
無
く
な
っ
た

こ
の
雷
汞
を
用
い
た
「
銃
用
雷
管
」
は
、
当
時
の
火
縄
銃
が
抱
え
て
い
た
い
く
つ
か
の
問
題
を
解
決
し
た
。
火

縄
銃
は
、
引
き
金
を
引
い
て
点
火
薬
（
燃
焼
速
度
の
遅
い
黒
色
火
薬
）
に
着
火
し
て

か
ら
弾
丸
が
発
射
さ
れ
る
ま
で
、
一
瞬
の
間
が
で
き
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
そ
の

間
に
目
標
物
が
移
動
し
て
的
を
外
し
て
し
ま
う
「
遅
発
」
の
問
題
が
あ
っ
た
。
ま

た
、
火
縄
に
つ
い
て
も
、
戦
場
で
は
雨
に
弱
い
こ
と
、
暗
闇
で
光
っ
て
敵
に
見
つ
け

ら
れ
や
す
い
こ
と
、
火
の
粉
が
飛
散
し
て
隣
の
銃
が
誤
射
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と

な
ど
の
欠
点
が
あ
っ
た
。
雷
汞
は
、
刺
激
に
敏
感
な
こ
と
か
ら
、
火
を
点
け
る
必
要

が
無
く
、
ま
た
、
撃
鉄
を
打
ち
付
け
る
だ
け
で
爆
発
す
る
た
め
、
不
発
の
可
能
性
が

少
な
か
っ
た
。
更
に
雷
汞
は
、
燃
焼
速
度
の
速
い
爆
薬
で
あ
る
た
め
、
遅
発
も
ほ
と

ん
ど
無
く
、
命
中
精
度
の
向
上
に
も
貢
献
し
た
。

〇「
水
素
爆
弾
」
の
原
料
は
ア
マ
ル
ガ
ム
で
濃
縮
さ
れ
た

20
世
紀
を
迎
え
る
と
、
世
は
核
兵
器
の
時
代
に
な
る
。「
水
素
爆
弾
」（
水
爆
）

は
、
こ
れ
ま
で
実
戦
で
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
が
、
現
在
、
世
界
最
大
の
威
力

を
持
つ
兵
器
と
さ
れ
て
い
る
。
水
爆
は
、
水
素
（
H
）
の
同
位
体
で
、
原
子
核
に

中
性
子
を
１
個
持
つ
「
重
水
素
」（
D
）
と
中
性
子
を
２
個
持
つ
「
ト
リ
チ
ウ
ム
」

（
T
）
を
核
融
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
莫
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
放
出
す
る
も
の
で

19世紀に製造された
銃用雷管を用いたエンフィールド銃

写真：PIXTA
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あ
る
。
こ
の
中
で
重
水
素
は
、
水
素
の
安
定
同
位
体
で
、
自
然
界
に
も0.015%

の
割
合
で
存
在
す
る
た
め
、
水

か
ら
取
り
出
し
て
濃
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
の
ト
リ
チ
ウ
ム
は
、
半
減
期
が
短
い
（
約
12
年
）
放
射
性

同
位
体
で
、
毎
年
５
％
程
度
減
耗
す
る
た
め
、
自
然
界
に
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。
そ
の
た
め
、
水
爆
で
は
、

リ
チ
ウ
ム
の
安
定
同
位
体
「
リ
チ
ウ
ム
６
」（
6Li
、
陽
子
が
３
個
、
中
性
子
が
３
個
）
を
ト
リ
チ
ウ
ム
源
と
し
て

い
る
。
リ
チ
ウ
ム
６
に
中
性
子
を
打
ち
込
む
と
、
ト
リ
チ
ウ
ム
（
陽
子
が
１
個
、
中
性
子
が
２
個
）
と
ヘ
リ
ウ
ム

（
He
、
陽
子
が
２
個
、
中
性
子
が
２
個
）
に
分
裂
す
る
性
質
を
利
用
し
、
重
水
素
化
リ
チ
ウ
ム
（

LiD
、
こ
れ
自
身

に
放
射
性
は
な
い
）
を
用
い
て
水
爆
は
作
ら
れ
て
い
る
。

リ
チ
ウ
ム
６
は
、
自
然
界
に
7.5
％
ほ
ど
存
在
し
て
い
る
（
残
り
は
リ
チ
ウ

ム
７
、
7Li
）
が
、
こ
れ
を
水
爆
で
使
用
す
る
に
は
、
さ
ら
に
濃
縮
す
る
必

要
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
開
発
さ
れ
て
き
た
多
く
の
方
法
の
う
ち
、
最
も
実
用

性
が
高
い
と
さ
れ
る
の
が
、
水
銀
ア
マ
ル
ガ
ム
（
水
銀
と
他
の
金
属
と
の
合

金
）
を
用
い
たC

O
LE

X

法
と
い
う
手
法
だ
。
こ
のC

O
LE

X

法
は
、
リ
チ

ウ
ム
６
が
、
リ
チ
ウ
ム
７
よ
り
水
銀
へ
の
親
和
性
が
少
し
だ
け
高
い
と
い
う

性
質
を
利
用
し
て
、
両
者
を
徐
々
に
分
離
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
で
は
、
１
９
５
０
～
６
０
年
代
に
か
け
てC

O
LE

X

法
の
施
設
を

建
設
、
リ
チ
ウ
ム
６
を
分
離
濃
縮
し
た
。
水
爆
実
験
が
行
わ
れ
な
く
な
り
需

要
が
ほ
と
ん
ど
無
く
な
っ
た
現
在
で
は
、
も
ち
ろ
ん
生
産
は
さ
れ
て
い
な
い

が
、
そ
の
時
精
製
し
た
在
庫
か
ら
必
要
量
が
、
今
も
供
給
さ
れ
て
い
る
。

〇
軍
事
技
術
が
平
和
利
用
さ
れ
る
時

こ
の
よ
う
に
水
銀
に
は
、
兵
器
開
発
に
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う
暗
い
過
去
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
技
術
は
、
他

の
多
く
の
軍
事
技
術
と
同
様
、
平
和
的
な
用
途
に
も
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
銃
用
雷
管
に
用
い
ら
れ

て
い
た
雷
汞
を
使
っ
て
、
ノ
ー
ベ
ル
が
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
起
爆
用
の
「
雷
管
」（
工
業
雷
管
）
を
発
明
し
た
の
が
良

い
例
で
あ
る
。
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
は
、
鉱
山
や
ト
ン
ネ
ル
の
掘
削
効
率
を
著
し
く
高
め
、
産
業
の
発
展
に
大
き
く
貢

献
し
た
。

水
爆
の
技
術
も
、
未
来
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
呼
ば
れ
る
核
融
合
炉
に
応
用
が
可
能
だ
。
こ
れ
ま
で
実
例
は
無
い

が
、
机
上
の
空
論
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
21
世
紀
半
ば
の
実
用
化
に
向
け
て
、
国
際
的
な
研
究
が
進
め
ら
れ
て

い
る
。
仮
に
実
用
化
さ
れ
る
と
な
れ
ば
、
炉
の
燃
料
と
し
て
リ
チ
ウ
ム
６
の
需
要
が
再
び
高
ま
っ
て
く
る
た
め
、

そ
の
供
給
方
式
を
検
討
す
る
時
期
も
出
て
こ
よ
う
。
現
在
も
、
技
術
的
・
経
済
的
な
面
で
「
ア
マ
ル
ガ
ム
」
を
用

い
る
方
法
が
最
も
優
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
は
い
る
が
、
本
当
に
こ
の
方
法
を
採
用
し
て
よ
い
の
か
、
あ
る
い

は
別
の
技
術
を
改
良
し
て
い
く
べ
き
な
の
か
。
数
十
年
先
の
需
要
と
は
言
え
、
そ
の
体
制
整
備
に
向
け
た
方
針
の

整
理
は
必
要
で
あ
る
。

トリチウム発生のしくみ

6Li

7Li

4He

3T1n


