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1
．
明
治
三
陸
地
震
に
関
す
る
資
料
に
つ
い
て

今
回
は
︑
筆
者
が
二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
の
東
日
本
大
震
災
直
後

か
ら
行
っ
て
き
た
︑
二
年
間
に
及
ぶ
調
査
に
つ
い
て
報
告
す
る
︒
そ
れ

は
一
八
九
六
年
六
月
十
五
日
に
発
生
し
た
明
治
三
陸
地
震
の
リ
ー
フ
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を
︑
震
災
か

ら
間
も
な
い
二
〇
一
一
年
四
月
に
富
山
大
学
附
属
図
書
館
の
ヘ
ル
ン
文

庫
で
確
認
し
た
こ
と
に
始
ま
る
（
１
）︒
さ
ら
に
調
査
を
進
め
る
と
︑
こ
の
資

料
が
現
時
点
で
富
山
大
学
附
属
図
書
館
だ
け
が
所
蔵
す
る
資
料
で
あ
る

こ
と
が
判
明
し
︑
そ
の
旨
が
二
〇
一
一
年
十
月
一
日
の
読
売
新
聞
富
山

版
に
掲
載
さ
れ
た
︒
資
料
は
Ｂ
五
サ
イ
ズ
で
︑
全
三
十
二
枚
で
あ
る
︒

当
初
あ
っ
た
は
ず
の
裏
表
紙
は
︑
ど
う
や
ら
経
年
劣
化
で
破
損
し
て
し

ま
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
︒
な
お
こ
の
資
料
に
つ
い
て
は
︑
現
在
は
富
山

大
学
附
属
図
書
館
に
よ
っ
て
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
さ
れ
︑
一
般
に
も
広

く
公
開
さ
れ
て
い
る
（
２
）︒

そ
の
後
︑
筆
者
は
資
料
の
日
本
語
訳
に
取
り
か
か
っ
た
︒
Ｇ
Ｄ
Ｊ
は

平
成
25
年
度
　
八
雲
会
総
会
講
演

　
小
泉
八
雲
と
服
部
一
三

　
　
―
富
山
大
学
で
の
調
査
と
静
岡
福
祉
大
学
で
の
展
示
を
経
て

―

中な
か

川か
わ

智と
も

視み

実
質
三
部
構
成
で
︑
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
︒

導
入
部
で
は
日
本
人
の
地
震
に
対
す
る
知
見
や
︑
過
去
に
日
本
で
起

き
た
地
震
と
津
波
現
象
︑
そ
し
て
安
政
南
海
地
震
の
被
害
の
実
例
な
ど

が
紹
介
さ
れ
る
︒
そ
の
後
︑
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
作
成
時
点
で
報
道
さ
れ
て

い
る
地
震
の
情
報
や
︑
原
因
の
考
察
な
ど
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
筆
者
は

当
初
こ
の
部
分
を
書
き
下
ろ
し
だ
と
思
っ
て
い
た
が
︑
さ
ら
な
る
調
査

の
結
果
︑
一
部
が
転
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た︵
詳
細
は
後
述
︶︒

続
い
て
こ
の
先
は
︑
横
浜
在
住
の
外
国
人
記
者
︵
内
容
か
ら
イ
ギ
リ

ス
出
身
と
思
わ
れ
る
︶
た
ち
に
よ
る
︑
明
治
三
陸
地
震
の
被
災
地
取
材

が
話
題
と
な
る
︒
横
浜
か
ら
岩
手
県
花
巻
町
ま
で
の
汽
車
の
旅
︑
花
巻

駅
か
ら
同
県
釜
石
町
︵
現
釜
石
市
︶
へ
の
馬
と
徒
歩
の
旅
︑
被
災
地
の

取
材
︑
そ
し
て
釜
石
か
ら
花
巻
ま
で
の
帰
路
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

六
月
二
十
一
日
︒
行
き
の
汽
車
に
お
け
る
状
況
と
︑
花
巻
か
ら
遠
野

ま
で
の
徒
歩
の
旅
が
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
一
行
は
は
じ
め
被
災
地
全
体

を
回
っ
て
報
告
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
が
︑
車
内
で
出
会
っ
た
内
務
省
県
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治
局
長
の
三
崎
亀
之
助
︵
一
八
五
八
︱
一
九
〇
六
︶
に
訪
問
先
を
一
か

所
に
限
定
す
る
よ
う
忠
告
さ
れ
︑
最
大
の
被
害
を
受
け
た
釜
石
に
絞
る

こ
と
に
す
る
︒
彼
は
記
者
た
ち
に
紹
介
状
を
書
く
ほ
か
に
︑
一
行
の
移

動
の
困
難
を
軽
減
す
る
よ
う
最
大
限
の
配
慮
を
尽
く
し
て
い
た
︒
花
巻

か
ら
遠
野
ま
で
の
旅
の
う
ち
︑
途
中
の
宮み
や

守も
り

ま
で
一
行
は
人
力
車
で
進

む
︒
そ
の
人
力
車
の
手
配
は
︑
三
崎
の
便
宜
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
︒
人

力
車
が
使
え
な
い
宮
守
か
ら
先
は
︑
荷
馬
を
用
い
て
の
旅
に
な
る
︒
雨

に
打
た
れ
な
が
ら
︑
一
行
は
遠
野
に
た
ど
り
着
き
︑
こ
こ
に
宿
泊
す
る
︒

六
月
二
十
二
日
︒
朝
か
ら
釜
石
へ
向
け
て
山
を
越
え
る
旅
に
な
る
︒

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
・
デ
ヴ
ォ
ン
州
の
リ
ド
フ
ォ
ー
ド
渓
谷
に
準な
ぞ
ら
え
な
が
ら
︑

場
違
い
な
ほ
ど
山
の
美
し
さ
を
堪
能
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
︒
ま

た
釜
石
は
鉄
の
産
地
で
あ
っ
た
関
係
で
︑
早
く
か
ら
港
へ
の
鉄
鉱
輸
送

用
の
貨
物
線
が
確
保
さ
れ
て
い
た
︒
前
述
の
三
崎
に
よ
る
紹
介
状
が
効

果
を
発
揮
し
︑
貨
物
線
を
走
る
ト
ロ
ッ
コ
の
特
別
車
に
乗
る
こ
と
が
で

き
る
︒
や
が
て
釜
石
に
着
い
て
︑
一
行
は
佐
々
木
由
良
蔵
助
役
か
ら
の

歓
迎
を
受
け
る
︒

筆
者
は
︑
高
台
に
あ
る
釜
石
町
役
場
か
ら
被
災
地
の
状
況
を
見
渡
す
︒

そ
し
て
︑
釜
石
で
津
波
に
遭
難
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
神
父
ア
ベ
ー
・
リ
ス

パ
ル
の
行
方
を
心
配
し
た
二
人
の
カ
ト
リ
ッ
ク
神
父
に
出
会
う
︒
お
そ

ら
く
時
間
が
前
後
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
︑
ト
ロ
ッ
コ
を
降
り

て
か
ら
被
災
地
の
惨
状
を
目
に
す
る
ま
で
の
様
子
が
説
明
さ
れ
る
︒
津

波
に
よ
っ
て
ず
ら
さ
れ
た
石
碑
や
︑
沖
か
ら
陸
地
へ
流
さ
れ
て
き
た
二

艘
の
大
型
船
︑
流
さ
れ
て
破
壊
さ
れ
た
多
数
の
漁
船
︑
仮
設
病
院
と
な
っ

た
学
校
で
の
軍
医
た
ち
の
救
護
活
動
︑
そ
こ
で
の
瀕
死
の
負
傷
者
た
ち

の
様
子
な
ど
の
描
写
を
経
て
︑
服
部
保
受
町
長
の
案
内
で
市
役
所
へ
と

行
く
こ
と
に
な
る
︒
そ
こ
で
一
行
は
︑
津
波
の
難
を
逃
れ
た
服
部
と
佐
々

木
︑
リ
ス
パ
ル
神
父
に
付
き
添
っ
て
い
た
日
本
人
男
性
を
取
材
し
て
︑

生
々
し
い
証
言
を
聞
く
︒
そ
し
て
救
助
活
動
に
当
た
っ
た
宿
の
お
か
み
︑

沖
に
出
て
い
て
難
を
逃
れ
た
漁
師
︑
地
域
の
郡
長
な
ど
の
証
言
が
続
く
︒

そ
の
夜
一
行
は
︑
板
垣
退
助
内
務
大
臣
が
後
日
宿
泊
す
る
予
定
の
特
別

室
に
泊
ま
る
︒

六
月
二
十
三
日
︒
一
行
は
︑
町
長
の
便
宜
に
よ
っ
て
小
舟
を
借
り
︑

釜
石
町
の
中
心
部
か
ら
そ
の
舟
で
湾
を
越
え
る
︒
そ
の
途
中
で
一
行
は

若
い
女
性
の
遺
体
を
発
見
し
︑
ど
う
す
る
か
を
話
し
合
っ
た
末
︑
取
材

の
帰
り
に
収
容
す
る
こ
と
に
決
め
て
︑
白
浜
に
上
陸
す
る
︒
そ
こ
で
現

地
の
人
々
と
話
を
す
る
︒
し
か
し
︑
精
神
的
な
負
担
も
大
き
く
︑
こ
れ

以
上
見
聞
を
深
め
る
こ
と
の
意
義
が
見
い
だ
せ
な
い
と
考
え
︑
一
行
は

こ
の
場
所
を
以
っ
て
取
材
を
終
え
る
こ
と
に
す
る
︒
そ
し
て
そ
の
帰
り

道
で
︑
一
行
は
女
の
子
の
遺
体
を
さ
ら
に
発
見
す
る
︒
同
行
し
て
い
た

船
頭
に
遺
体
を
託
し
︑
一
行
は
帰
途
に
着
く
準
備
を
始
め
る
︒
帰
途
に

着
く
前
に
︑
一
行
は
釜
石
に
あ
る
鋳
物
工
場
を
見
学
す
る
︒
移
動
に
関

す
る
諸
々
の
手
配
を
済
ま
せ
︑
午
後
八
時
ご
ろ
釜
石
を
出
発
す
る
︒

六
月
二
十
四
日
︒
大
橋
を
経
て
︑
翌
二
十
四
日
の
午
前
二
時
す
ぎ
に

遠
野
の
宿
に
た
ど
り
着
く
︒
し
か
し
宿
は
満
室
で
︑
雑
魚
寝
で
よ
け
れ

ば
と
い
う
条
件
で
宿
泊
に
こ
ぎ
つ
け
る
︒
一
行
は
翌
朝
七
時
に
宿
を
出

発
し
︑
十
二
時
半
に
宮
守
に
到
着
す
る
︒
そ
し
て
十
六
時
半
ぐ
ら
い
に

土つ
ち

沢ざ
わ

に
到
着
し
︑
そ
こ
か
ら
そ
れ
ま
で
以
上
に
歩
を
速
め
て
︑
列
車
が

到
着
す
る
わ
ず
か
十
五
分
前
に
花
巻
に
到
着
す
る
︒
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以
上
で
旅
行
記
は
終
わ
る
が
︑
こ
こ
で
は
記
者
一
行
以
外
に
被
災
地

に
赴
い
た
外
国
人
か
ら
︑
新
聞
社
に
届
い
た
手
紙
が
紹
介
さ
れ
る
︒

そ
の
後
は
︑
新
聞
や
雑
誌
︑
公
的
文
書
な
ど
に
掲
載
さ
れ
た
と
推
定

さ
れ
る
記
事
を
お
も
に
英
訳
し
︑
紹
介
し
て
い
る
︒
最
大
の
被
災
地
で

あ
る
岩
手
県
に
割
か
れ
て
い
る
箇
所
が
も
っ
と
も
多
く
︑
宮
城
県
と
青

森
県
が
そ
の
後
に
続
く
︒
六
月
下
旬
ご
ろ
ま
で
の
情
報
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
資
料
が
七
月
に
出
版
さ
れ
た
可
能
性
を
推
定
で

き
る
︒

こ
の
資
料
の
確
認
を
受
け
て
︑
静
岡
福
祉
大
学
附
属
図
書
館
︵
焼
津

市
︶
の
進
藤
令
子
氏
か
ら
問
い
合
わ
せ
を
い
た
だ
き
︑
二
〇
一
二
年
五

月
か
ら
開
催
の
﹁
小
泉
八
雲
と
自
然
災
害
﹂
展
と
︑
同
年
十
一
月
か
ら

開
催
の
﹁﹃
稲
む
ら
の
火
﹄
誕
生
と
服
部
一
三
﹂
展
の
︑
ふ
た
つ
の
企
画

展
示
に
協
力
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
同
資
料
は

二
〇
一
二
年
八
月
に
は
岩
手
県
釜
石
市
の
釜
石
市
郷
土
資
料
館
で
も
展

示
さ
れ
た
︒

2
．
ハ
ー
ン
と
服
部
の
出
会
い
―
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
万
国
博
覧
会
―

こ
れ
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
︑
服
部
と
ハ
ー
ン
の
出
会
い
は
︑
一

八
八
四
年
末
か
ら
翌
一
八
八
五
年
に
か
け
て
当
時
ハ
ー
ン
が
新
聞
記
者

と
し
て
活
躍
し
て
い
た
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
で
開
催
さ
れ
た
万
国
博
覧

会
︵
通
称
﹁
国
際
綿
花
産
業
百
年
記
念
万
国
博
覧
会 

︵The 
W

orld ’s 
Industrial and C

otton C
entennial Exposition

︶﹂︶
に
遡
る
︵
マ
レ
イ　

一
六
三
︶︒
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
の
観
光
文
化
に
つ
い
て
ま
と
め
た 

K
evin Fox G

otham
 

に
よ
れ
ば
︑
こ
の
万
博
は
︑
綿
花
の
積
荷
が
ニ
ュ
ー

オ
ー
リ
ン
ズ
か
ら
欧
州
に
向
け
て
初
め
て
出
荷
さ
れ
て
か
ら
百
年
経
っ

た
こ
と
を
記
念
し
て
開
催
さ
れ
た
︵G

otham
 49

︶︒
吉
見
俊
哉
や
木
下

直
之
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
当
時
の
日
本
政
府
は
︑
欧
米
の
万
国

博
覧
会
に
工
芸
品
な
ど
の
積
極
的
な
出
展
を
行
い
︑
か
つ
欧
米
の
芸
術

家
や
批
評
家
た
ち
に
非
常
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
︵
吉
見　

一
一
八
︑
一
二
四
︑
二
一
四
︱
二
四
︑
木
下　

一
九
︱
四
五
︶︒
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
万
博
自
体
は
︑
一
八
五
一
年
の
ロ

ン
ド
ン
万
博
︑
一
八
六
二
年
の
パ
リ
万
博
︑
一
八
七
三
年
の
ウ
ィ
ー
ン

万
博
︑
一
八
七
六
年
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
万
博
︑
一
八
九
三
年
の
シ
カ

ゴ
万
博
な
ど
と
比
較
し
て
︑
あ
ま
り
知
名
度
の
高
い
博
覧
会
と
は
言
え

な
い
の
が
実
情
で
あ
る
︒G

otham
 

に
よ
れ
ば
︑
こ
の
博
覧
会
は
海
外
か

ら
の
展
示
が
少
な
か
っ
た
こ
と
や
︑
当
初
四
百
万
人
を
見
込
ん
で
い
た

総
入
場
者
が
わ
ず
か
百
十
六
万
人
弱
に
し
か
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
な
ど

を
含
め
︑
興
行
的
に
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
と
言
え
る
︵G

otham
 

46

︶︒

た
だ
し
彼
は
︑
こ
の
博
覧
会
が
大
企
業
や
電
力
会
社
な
ど
の
典
型
的
な

近
代
装
置
に
よ
っ
て
大
規
模
に
運
営
さ
れ
た
点
と
︑
観
光
地
と
し
て
の

イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
た
点
で
︑
社
会
史
や
文
化
史
の
観
点
か
ら
相
応
の

意
義
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
︵G

otham
 46-47, 65-68

︶︒

こ
の
こ
ろ
の
日
本
政
府
は
︑
博
覧
会
に
内
包
さ
れ
る
思
想
を
︑
そ
の

起
源
で
あ
る
西
洋
の
認
識
に
す
り
合
わ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
時
期
だ

と
考
え
ら
れ
る
︒
吉
見
に
よ
れ
ば
︑
明
治
期
以
降
日
本
各
地
で
﹁
博
覧

会
﹂
と
称
す
る
催
し
が
開
催
さ
れ
て
い
た
︒
明
治
半
ば
ご
ろ
に
開
催
さ

れ
た
博
覧
会
の
傾
向
と
し
て
︑
吉
見
は
展
示
行
為
か
ら
見
世
物
的
要
素

が
排
除
さ
れ
︑
代
わ
り
に
体
系
化
や
啓
蒙
と
い
っ
た
単
語
に
収
斂
す
る
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よ
う
な
︑
近
代
性
を
顕
著
に
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る

︵
吉
見　

一
三
〇
︱
一
三
八
︶︒
そ
の
例
と
し
て
吉
見
は
︑
ウ
ィ
ー
ン
万

博
と
そ
の
責
任
者
だ
っ
た
佐
野
常
民
が
︑
西
洋
で
興
っ
た
博
覧
会
に
対

し
︑
よ
り
西
洋
の
意
図
を
汲
み
取
っ
た
理
解
を
示
し
た
事
例
を
挙
げ
る

︵
吉
見　

一
二
三
︱
一
三
〇
︶︒
服
部
は
︑
そ
の
よ
う
な
時
期
に
日
本
か

ら
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
に
責
任
者
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
の
だ
︒

服
部
に
関
し
て
は
︑
兵
庫
県
知
事
時
代
の
知
己
が
顕
彰
の
た
め
に
没

後
お
よ
そ
十
年
を
経
た
一
九
四
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
伝
記﹃
服
部
一
三
翁

景
伝
﹄
が
︑
確
認
で
き
る
事
実
上
唯
一
の
出
版
物
と
な
る
︒
服
部
は
一

八
五
一
年
長
州
に
生
ま
れ
︑
岩
倉
具
視
の
息
子
で
あ
る
岩
倉
具
定
に
随

行
し
て
一
八
六
八
年
に
ア
メ
リ
カ
に
行
き
︑
一
八
七
一
年
に
ニ
ュ
ー

ジ
ャ
ー
ジ
ー
に
あ
る
ラ
ト
ガ
ー
ス
大
学
へ
留
学
︑一
八
七
五
年
に
学
位
を

取
得
す
る
（
３
）︒
そ
の
後
岩
手
県
知
事
に
就
任
す
る
ま
で
︑
官
僚
と
し
て
文

部
省
に
奉
職
し
︑
在
職
中
︑
東
京
英
語
学
校
校
長
︵
旧
一
高
︶
や
大
阪

専
門
学
校
総
理
︵
旧
三
高
︶
に
就
任
す
る
︒
前
後
し
て
彼
は
東
京
帝
国

大
学
の
創
設
に
も
大
き
く
関
与
す
る
︒
万
博
後
彼
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
渡
り
︑
視
察
を
続
け
る
︵
彼
は
ア
メ
リ
カ
よ
り
︑
ド
イ
ツ
の
法

制
に
関
心
を
示
し
た
よ
う
で
あ
る
︶︒
帰
国
後
は
再
度
東
京
帝
国
大
学
の

運
営
に
か
か
わ
っ
た
の
ち
に
地
方
行
政
に
転
じ
︑
岩
手
県
︵
一
八
九
一
︱

九
八
︶︑
広
島
県
︵
一
八
九
八
︶︑
長
崎
県
︵
一
八
九
八
︱
一
九
〇
〇
︶︑

兵
庫
県︵
一
九
〇
〇
︱
一
六
︶
の
県
知
事
を
歴
任
す
る
︒
ま
た
一
九
〇
三

年
に
貴
族
院
議
員
に
も
任
じ
ら
れ
︑
一
九
二
九
年
に
亡
く
な
る
︒

経
歴
に
大
臣
職
が
な
い
た
め
︑
服
部
の
知
名
度
自
体
は
そ
れ
ほ
ど
高

く
な
い
が
︑
一
八
九
六
年
の
明
治
三
陸
地
震
時
に
岩
手
県
知
事
の
職
に

あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
︑
東
日
本
大
震
災
以
降
の
社
会
情
勢
を
鑑
み
れ

ば
︑
そ
の
事
績
を
学
術
的
見
地
か
ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
人
物
だ
と

言
え
る
︒
清
水
唯
一
朗
は
近
刊
の
﹃
近
代
日
本
の
官
僚
﹄
と
い
う
本
の

中
で
︑
明
治
初
期
か
ら
大
正
時
代
ま
で
の
官
僚
制
度
の
変
遷
を
概
略
的

に
追
い
か
け
て
い
る
︒
こ
の
本
に
は
明
治
期
の
官
僚
が
多
数
登
場
す
る

も
の
の
︑
残
念
な
が
ら
服
部
へ
の
言
及
は
な
い
︒
し
か
し
清
水
は
︑
日

本
が
一
八
七
〇
年
代
以
降
︑
立
憲
国
家
へ
と
向
か
う
過
程
で
多
数
の
人

材
が
欧
米
に
留
学
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る︵
清
水　

五
一
︱
九
六
︶︒
服

部
も
︑
当
時
の
立
身
出
世
の
ル
ー
ト
に
乗
っ
た
人
物
の
ひ
と
り
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
︒

他
方
一
八
八
五
年
前
後
の
ハ
ー
ン
は
︑
文
筆
家
と
し
て
の
知
名
度
が
ア

メ
リ
カ
国
内
に
お
い
て
︑
全
国
区
に
な
り
か
か
っ
て
い
た
時
期
で
あ
る
︒

彼
は
こ
の
博
覧
会
の
運
営
を
指
揮
し
て
い
た
新
聞
社 Tim

es D
em

ocrat 

紙
の
記
者
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
と
同
時
に
︑
こ
の
万
博
に
合
わ
せ
て
ク

レ
オ
ー
ル
料
理
の
レ
シ
ピ
本 La C

uisine C
reole 

や
︑
ク
レ
オ
ー
ル
の
こ

と
わ
ざ
集
で
あ
る G

om
bo Zhebes 

と
い
う
二
冊
の
本
を
出
版
し
︑
後
の

来
日
に
も
か
か
わ
る
ハ
ー
パ
ー
社
の
雑
誌
に
︑
記
事
を
寄
稿
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
︒
松
江
市
立
図
書
館
は
︑
ハ
ー
ン
の
作
品
の
み
な
ら
ず
︑
当

時
の
新
聞
や
雑
誌
批
評
な
ど
関
連
す
る
多
数
の
古
い
記
事
を
所
蔵
し
て

い
る
が
︑
そ
の
な
か
に
当
時
の
記
事
が
あ
る
の
で
︑
そ
れ
を
参
照
し
て
み

た
い
︒
ハ
ー
ン
は
同
紙
の
一
八
八
五
年
一
月
三
十
一
日
号
で
日
本
館
を
早

く
も
取
り
上
げ
︑
詳
し
く
そ
の
様
子
を
説
明
し
て
い
る
︒
彼
は
そ
こ
で
︑

日
本
製
の
香
炉
︑
花
瓶
な
ど
の
工
芸
品
︑
絵
画
︑
刀
な
ど
に
大
き
な
関

心
を
寄
せ
て
い
る
も
の
の
︑
服
部
の
名
前
に
は
言
及
し
て
い
な
い
︒
そ
の
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名
が
ハ
ー
ン
の
記
事
に
初
め
て
登
場
す
る
の
は
︑
確
認
で
き
る
か
ぎ
り
同

年
三
月
七
日
号
の H

arper's W
eekly 

の
記
事
で
あ
る
︒
服
部
は
こ
の
記

事
の
中
で
︑
日
本
の
教
育
が
西
洋
の
水
準
に
決
し
て
劣
ら
な
い
こ
と
を

力
説
し
て
い
る
︒
つ
い
で H

arper's Bazar 

三
月
二
十
八
日
号
で
︑
彼
は

再
び
日
本
館
を
取
り
上
げ
て
い
る
︒
こ
こ
で
彼
は
以
前
の
記
事
と
異
な

り
︑
工
芸
品
よ
り
も
展
示
さ
れ
て
い
る
書
籍
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
︒
彼

は
︑
一
八
八
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
小
石
川
庭
園
の
植
物
誌 Figures and 

D
escriptions of Plants in the K

oishikaw
a G

arden 

︵
伊
藤
圭
介
英

訳
︶︑
日
本
の
音
楽
教
育
に
関
す
る
伊
沢
修
二
の
著
作
な
ど
を
紹
介
す
る
︒

そ
し
て
こ
の
記
事
の
後
半
で
︑
彼
は
服
部
の
言
葉
を
概
略
的
に
紹
介
し

て
い
る
︒
そ
こ
で
服
部
は
︑
日
本
で
は
十
分
な
科
学
教
育
に
必
要
な
装

置
が
︑
安
価
で
揃
う
こ
と
を
ハ
ー
ン
に
伝
え
て
い
る
︒

以
上
の
こ
と
か
ら
︑
服
部
は
︑
大
学
の
創
設
や
運
営
・
維
持
管
理
体

制
の
確
立
︑
学
会
の
創
設
︑
科
学
教
育
の
水
準
向
上
な
ど
︑
近
代
国
家

の
学
術
や
教
育
体
制
の
確
立
に
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
可
能
性
が
︑

見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
彼
の
そ
の
よ
う
な
関
心
は
︑
明

治
維
新
を
経
て
近
代
国
家
へ
の
道
を
着
実
に
歩
ん
で
い
た
当
時
の
日
本

社
会
の
情
勢
と
も
︑
密
接
に
か
か
わ
っ
て
く
る
︒
現
時
点
の
調
査
で
断

定
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
︑
彼
は
︑
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
万
国
博
覧
会

で
︑
国
家
の
基
幹
と
な
る
教
育
制
度
や
体
制
が
西
洋
に
劣
ら
ず
十
分
に

整
備
さ
れ
て
い
る
日
本
の
現
状
を
語
り
伝
え
る
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒

こ
こ
で
︑
ハ
ー
ン
の
来
日
直
後
の
状
況
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
︒

彼
は
も
と
も
と
︑
先
に
紹
介
し
た H

arper 

社
の
通
信
記
者
と
し
て
︑
日

本
の
記
事
を
執
筆
す
る
た
め
に
来
日
し
た
︒
つ
ま
り
︑
彼
が
万
博
の
記
事

や
文
学
作
品
を
出
版
し
た H

arpers M
onthly ︵

現 H
arper's M

agazine

︶

を
は
じ
め
と
す
る
︑
同
社
が
抱
え
る
系
列
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
記
事
を
書
く
た
め
の
記
者
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
同
社
と
稿
料

を
め
ぐ
っ
て
ト
ラ
ブ
ル
に
な
り
︑
そ
の
ま
ま
同
社
と
の
関
係
を
解
消
し
て

し
ま
う
︒
他
方
服
部
は
一
八
九
〇
年
︑
ハ
ー
ン
が
来
日
し
た
時
点
で
は
文

部
省
普
通
学
務
局
長
の
職
に
あ
っ
た
︒
こ
の
と
き
︑
収
入
口
が
な
く
な
っ

た
ハ
ー
ン
に
手
を
差
し
伸
べ
︑
松
江
へ
の
就
職
を
あ
っ
せ
ん
し
た
の
が
︑

の
ち
に
彼
の
友
人
と
な
る B

asil H
all C

ham
berlain 

と
︑
当
時
文
部
省

の
要
職
に
あ
っ
た
旧
知
の
服
部
一
三
だ
っ
た
の
で
あ
る︵
マ
レ
イ　

二
五

六
︶︒
ハ
ー
ン
は
そ
の
後
日
本
国
籍
を
取
得
し
周
知
の
よ
う
に
小
泉
八
雲

と
名
乗
る
が
︑
最
初
に
派
遣
さ
れ
た
場
所
が
松
江
で
な
か
っ
た
な
ら
︑
彼

の
遍
歴
は
き
っ
と
ま
た
別
の
展
開
に
な
っ
て
い
た
は
ず
だ
︒

3
．
ハ
ー
ン
と
服
部
の
知
ら
れ
ざ
る
関
係

以
上
の
二
人
の
直
接
的
な
関
係
は
︑
先
述
し
た
よ
う
に
ハ
ー
ン
関
係

の
研
究
書
に
お
い
て
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
︒
で
は
︑
筆
者
は
ハ
ー
ン

と
服
部
の
知
ら
れ
ざ
る
関
係
に
︑
ど
の
よ
う
に
し
て
気
が
つ
い
た
の
か
︒

話
は
︑
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
万
博
か
ら
お
よ
そ
七
年
遡
る
こ
と
に
な
る
︒

一
八
七
八
年
三
月
︑
当
時
文
部
官
僚
だ
っ
た
弱
冠
二
十
七
歳
の
服
部
は
︑

日
本
ア
ジ
ア
協
会
で
日
本
の
地
震
に
関
す
る
発
表
を
英
語
で
行
い
︑
そ

の
内
容
を
同
会
の
紀
要
に
残
し
て
い
た
︒
筆
者
が
な
ぜ
こ
の
存
在
に
気

が
つ
い
た
か
は
︑
Ｇ
Ｄ
Ｊ
に “M

r. H
attori ” 

と
い
う
記
載
が
あ
っ
た
こ

と
に
始
ま
る
︒
そ
の
箇
所
を
引
用
し
て
み
た
い
︒



－9－

﹁
地
震
が
引
き
起
こ
し
た
津
波
が
深
刻
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
と
い
う

見
つ
か
る
か
ぎ
り
の
最
古
の
記
録
は
八
六
九
年
五
月
の
も
の
で
︑
服

部
氏
が
数
年
前
に
ア
ジ
ア
協
会
で
発
表
し
た
報
告
の
中
で
言
及
し
て

い
る
︒﹂　
︵
Ｇ
Ｄ
Ｊ 

1　

下
線
は
引
用
者
に
よ
る
︶

上
記
の
引
用
は
︑
先
の
東
日
本
大
震
災
に
関
連
し
て
た
び
た
び
言
及

さ
れ
て
い
た
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
貞
観
地
震
﹂
の
紹
介
で
あ
る
︒
そ
こ
に
﹁
服

部
氏
﹂
が
ア
ジ
ア
協
会
で
発
表
し
た
と
い
う
具
体
的
な
表
現
が
出
て
き

た
と
こ
ろ
か
ら
︑
こ
の
﹁
服
部
氏
﹂
が
誰
か
を
特
定
す
べ
く
︑
ヘ
ル
ン

文
庫
に
も
収
蔵
さ
れ
て
い
る
ア
ジ
ア
協
会
の
紀
要
を
さ
ら
に
調
査
し
︑
こ

こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
﹁
服
部
氏
﹂
が
服
部
一
三
で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
た
︒
服
部
は
明
治
三
陸
地
震
時
の
岩
手
県
知
事
で
あ
っ
た
だ
け
で
な

く
︑
日
本
の
近
代
地
震
学
の
確
立
に
も
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
た
の
だ
︒

さ
ら
に
彼
は
一
八
八
〇
年
か
ら
二
年
ほ
ど
日
本
地
震
学
会
の
会
長
職
に

あ
り
︑
そ
の
立
ち
上
げ
に
も
か
か
わ
っ
て
い
た
（
４
）︒

服
部
の
論
文
は
ア
ジ
ア
協
会
で
の
発
表
の
記
録
を
︑
そ
の
ま
ま
文
章

に
起
こ
し
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
が
︑
Ｇ
Ｄ
Ｊ
と
共
通
す
る
箇
所
を
挙

げ
た
い
︒
そ
れ
は
と
り
わ
け
Ｇ
Ｄ
Ｊ
の
冒
頭
に
集
中
し
て
い
る
︒
日
本

に
お
け
る
地
震
の
歴
史
を
概
略
的
に
紹
介
し
た
Ｇ
Ｄ
Ｊ
の
導
入
部
は
︑

こ
の
論
文
を
要
約
し
た
も
の
で
︑
と
り
わ
け
Ｇ
Ｄ
Ｊ
の
安
政
南
海
地
震

の
高
知
の
状
況
を
紹
介
し
た
箇
所
は
︑
事
実
上
こ
こ
か
ら
の
転
載
で

あ
る
︒

こ
の
論
文
の
問
題
設
定
は
非
常
に
単
純
で
︑
古
文
書
や
古
い
文
学
作

品
な
ど
に
記
述
さ
れ
た
過
去
の
大
地
震
の
記
述
を
調
査
し
︑
英
語
で
概

略
的
に
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
ず
服
部
は
︑
日
本
に
お
け
る
地
震

に
ま
つ
わ
る
問
題
を
取
り
上
げ
る
う
え
で
︑
漢
籍
︵﹃
後
漢
書
張
衡
伝
﹄︶

に
収
録
さ
れ
て
い
る
地
震
計
を
ま
ず
紹
介
す
る
︒
彼
は
そ
の
複
製
品
を

陶
工
に
作
ら
せ
て
お
り
︑
発
表
の
さ
い
に
披
露
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒

そ
れ
か
ら
︑
陰
陽
道
や
鯰
︑
神
話
な
ど
︑
当
時
の
地
震
に
関
す
る
伝
承

や
民
間
信
仰
を
紹
介
す
る
︒
前
置
き
を
経
て
︑
彼
は
日
本
書
紀
に
記
さ

れ
た
四
一
六
年
か
ら
一
八
七
二
年
ま
で
の
地
震
を
紹
介
す
る
︒
彼
は
京

都
や
江
戸
な
ど
の
人
口
密
集
地
と
︑
そ
う
で
な
い
場
所
の
記
述
の
残
り

具
合
に
偏
り
が
あ
る
こ
と
に
注
意
を
払
い
な
が
ら
︑
こ
の
作
業
を
行
っ

て
い
る
︒
そ
し
て
︑
古
い
時
代
よ
り
も
比
較
的
直
近
で
あ
る
江
戸
時
代

以
降
の
地
震
の
ほ
う
が
︑
必
然
的
に
そ
の
記
述
に
厚
み
が
あ
る
こ
と
に

も
︑
同
じ
く
彼
は
気
が
つ
い
て
い
る
︒

こ
の
発
表
を
締
め
く
く
る
に
あ
た
り
︑
服
部
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と

め
る
︒
日
本
で
地
震
が
終
息
し
た
と
は
言
え
な
い
こ
と
︑
日
本
の
ほ
ぼ

全
域
が
地
震
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
こ
と
︑
ほ
ぼ
十
年
お
き
に
大

地
震
が
起
き
て
い
る
こ
と
︑
さ
ら
に
大
地
震
が
短
期
間
の
あ
い
だ
に
集

中
す
る
こ
と
︑
大
地
震
の
予
兆
と
し
て
異
常
気
象
が
起
こ
り
う
る
こ
と
︑

最
後
に
大
地
震
に
先
立
ち
︑
磁
気
の
異
常
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る

こ
と
︒
以
上
の
仮
説
を
示
し
て
︑
論
文
は
結
ば
れ
る
︒
そ
し
て
︑
彼
の

発
表
が
も
た
ら
し
た
反
響
の
大
き
さ
は
︑
質
疑
応
答
で
示
さ
れ
た
多
彩

な
反
応
に
表
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
こ
の
発
表

と
論
文
が
き
っ
か
け
で
︑
彼
が
日
本
地
震
学
会
初
代
会
長
に
推
挙
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
︒
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お
わ
り
に

松
江
時
代
以
降
の
ハ
ー
ン
と
服
部
の
直
接
的
な
関
係
を
示
す
資
料
で

あ
る
が
︑
筆
者
は
現
時
点
で
は
確
認
し
て
い
な
い
︒
ハ
ー
ン
が
﹁
生
き

神
﹂
を
執
筆
し
て
い
た
ま
さ
に
そ
の
と
き
︑
彼
の
来
日
と
来
松
に
大
き

く
か
か
わ
っ
た
服
部
は
︑
明
治
三
陸
地
震
の
津
波
で
甚
大
な
被
害
を
受

け
た
岩
手
県
の
地
方
行
政
の
責
任
者
と
し
て
︑
国
と
の
折
衝
に
奔
走
し

て
い
た
の
だ
︒
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
彼
は
︑
日
本
の
近
代
地
震
学
の
立

ち
上
げ
に
か
か
わ
る
重
要
人
物
の
ひ
と
り
で
あ
る
こ
と
も
見
え
て
き
た
︒

ハ
ー
ン
が
遺
し
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
内
容
調
査
か
ら
始
ま
っ
た
一
連
の

研
究
に
お
い
て
筆
者
が
最
も
痛
感
し
た
こ
と
は
︑
分
断
さ
れ
た
学
問
領

域
の
中
で
こ
の
問
題
を
扱
う
こ
と
の
困
難
さ
で
あ
っ
た
︒
現
代
の
学
問

領
域
に
単
純
に
収
斂
さ
れ
え
な
い
当
時
の
思
考
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か

を
︑
こ
の
件
は
問
う
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒

︵
1
︶
同
資
料
に
つ
い
て
は
︑
以
下
Ｇ
Ｄ
Ｊ
と
略
記
す
る
︒

︵
2
︶
こ
の
資
料
に
つ
い
て
は
︑
富
山
大
学
附
属
図
書
館
か
ら
デ
ジ
タ
ル
デ
ー

タ
化
さ
れ
て
い
る
︒ToR

epo 

を
参
照
の
こ
と
︒
リ
ン
ク
に
つ
い
て
は
︑

http://utom
ir.lib.u-toyam

a.ac.jp/dspace/handle/10110/10652

︵
3
︶W

illiam
 Elliot G

riffiths

︵1843-1928

︶
は
︑
日
本
に
お
け
る
ラ
ト
ガ
ー

ス
大
学
の
卒
業
生
を
紹
介
し
た
講
演
の
中
で
︑
服
部
の
名
に
言
及
し
て
い

る
︒G

riffiths 23.

︵
4
︶
な
お
こ
れ
は
︑
同
郷
の
工
部
官
僚
山
尾
庸
三
︵
一
八
三
七
︱
一
九
一
七
︶

が
会
長
就
任
を
辞
退
し
た
関
係
で
回
っ
て
き
た
職
で
あ
っ
た
︒
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