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は
じ
め
に

人
の
歴
史
に
お
い
て
︑
あ
る
程
度
の
規
模
の
共
同
体
を
形
成
し
営
む
よ
う
に
な
っ
た
時
︑
そ
の
支
配
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
の
ひ

と
つ
と
し
て
︑
時
刻
や
暦
を
管
理
・
統
一
す
る
権
威
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
時
刻
や
暦
の
重
要
性
は
︑
現
在
の
我
々
の
生
活
を
考
え
て
み

て
も
明
ら
か
で
あ
り
︑
こ
れ
は
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
︑
ど
の
時
代
や
地
域
に
お
い
て
も
共
通
す
る
現
象
と
言
っ
て
よ
い
︒

し
た
が
っ
て
︑
時
刻
の
認
識
と
は
︑
歴
史
学
的
に
も
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
ち
︑
時
刻
制
度
や
時
刻
認
識
に
つ
い
て
グ
ロ
ー
カ

ル
的
な
視
点
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
に
は
︑
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
特
に
︑
江
戸
時
代
ま
で
の
状
況
と
︑
明
治
初
期
の

急
激
な
近
代
化
の
中
で
起
こ
っ
た
変
化
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
さ
ら
に
グ
ロ
ー
カ
ル
的
な
考
察
の
意
義
が
増
す
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
ま
ず
江
戸
時
代
の
時
計
や
時
の
鐘
︑
当
時
の
時
刻
認
識
な
ど
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
︒
そ
し
て
︑
午
砲
を
は

じ
め
と
し
た
明
治
期
の
近
代
化
に
よ
る
新
た
な
時
報
と
時
刻
認
識
の
変
化
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
標
準
時
の
導
入
な

ど
も
考
え
併
せ
る
こ
と
で
︑
近
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
に
お
け
る
時
報
や
︑
時
刻
認
識
の
変
化
に
つ
い
て
窺
い
見
た
い
︒

本
稿
は
︑
時
刻
の
報
知
や
認
識
の
変
化
が
︑
グ
ロ
ー
カ
ル
的
な
視
点
か
ら
ど
の
よ
う
に
考
察
で
き
る
か
を
︑
筆
者
な
り
に
試
み
る

も
の
で
あ
る
︒一

江
戸
の
時
計
と
時
の
鐘

⑴

江
戸
時
代
の
機
械
時
計
︱
︱
和
時
計
と
ロ
ン
ド
ン
時
計

時
刻
や
時
間(
)
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
︑
グ
ロ
ー
カ
ル
的
な
も
の
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
も
の
に
︑﹁
和
時
計
﹂
が

1
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あ
る
︒
和
時
計
と
は
︑
江
戸
時
代
︑
西
洋
か
ら
伝
来
し
た
時
計
を
元
に
し
て
︑
当
時
用
い
ら
れ
て
い
た
不
定
時
法
の
時
刻
を
表
示
で

き
る
よ
う
に
工
夫
し
︑
製
作
さ
れ
た
機
械
時
計
で
あ
る
︒
工
芸
的
な
価
値
も
あ
り
︑
高
価
で
大
名
な
ど
に
珍
重
さ
れ
た
こ
と
か
ら
︑

﹁
大
名
時
計
﹂
と
も
称
さ
れ
た
︒

当
時
用
い
ら
れ
て
い
た
不
定
時
法
と
は
︑
一
日
を
昼
と
夜
に
分
け
︑
そ
れ
ぞ
れ
を
六
等
分
す
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
春

分
・
秋
分
の
頃
を
除
い
て
は
︑
一
刻
の
長
さ
が
昼
夜
で
異
な
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
常
に
定
ま
っ
た
時
刻
の
幅
を
表
示
す
る
定
時
法
の

西
洋
時
計
を
日
常
的
に
用
い
る
に
は
︑
不
定
時
法
を
表
示
で
き
る
よ
う
に
改
良
す
る
必
要
が
あ
っ
た
︒
近
代
化
以
前
の
世
界
各
国
に

お
い
て
︑
不
定
時
法
を
用
い
て
い
た
地
域
は
多
い
が
︑
こ
の
よ
う
に
不
定
時
法
を
表
示
で
き
る
機
械
時
計
を
制
作
し
た
の
は
︑
日
本

の
み
で
あ
る
︒

具
体
的
に
は
︑
西
洋
時
計
の
基
本
的
機
能
を
利
用
し
つ
つ
︑
昼
用
と
夜
用
の
二
つ
の
天
符
︵
調
速
機
︶
を
用
い
た
り
︑
文
字
盤
の

時
刻
の
分
割
の
仕
方
を
変
え
た
り
と
工
夫
さ
れ
て
い
る
︒
精
度
こ
そ
良
く
は
な
か
っ
た
も
の
の
︑
日
時
計
や
香
盤
時
計
・
水
時
計
な

ど
の
自
然
の
力
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
時
刻
を
計
測
し
て
い
た
当
時
に
お
い
て
は
︑
自
然
環
境
に
左
右
さ
れ
な
い
和
時
計
は
︑

ま
さ
に
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
正
確
さ
を
期
す
た
め
に
は
︑
日
時
計
や
香
盤
時
計
な
ど
と
併
用
し
︑
そ
の
精
度
を
補
っ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
︒

グ
ロ
ー
バ
ル
化
さ
れ
た
二
十
四
時
間
制
の
定
時
法
を
日
本
が
導
入
す
る
の
は
︑
後
に
取
り
上
げ
る
と
お
り
︑
明
治
維
新
を
経
た
明

治
六
年
︵
一
八
七
三
︶
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る(
)
︒
日
本
の
和
時
計
は
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
的
な
西
洋
時
計
を
︑
日
常
用
い
ら
れ
る
ロ
ー
カ

2

ル
な
不
定
時
法
に
適
応
さ
せ
た
︑
ま
さ
に
グ
ロ
ー
カ
ル
な
存
在
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒

タ
イ
モ
ン
・
ス
ク
リ
ー
チ
氏
は
︑
江
戸
の
人
々
に
と
っ
て
の
西
洋
時
計
を
﹁
驚
く
べ
き
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
技
術
を
体
現
す
る
も
の
だ
っ

た
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
江
戸
後
期
の
狂
歌
師
で
あ
り
︑
戯
作
者
で
も
あ
る
大
田
南
畝
は
︑
安
永
︵
一
七
七
二
～
八
一
年
︶

か
ら
天
明
︵
一
七
八
一
～
八
九
年
︶
の
初
め
の
頃
︑
皆
が
紅
毛
︵
こ
の
場
合
は
欧
米
を
指
す
と
思
わ
れ
る
︶
よ
り
渡
来
し
た
﹁
香
箱

時
計
﹂︵
懐
中
時
計
の
こ
と
︶
を
懐
に
入
れ
て
い
た
こ
と
に
触
れ
︑﹁
誠
や
太
平
武
を
不
要
の
風
俗
と
は
い
は
ん
﹂
と
評
し
て
い
る(
)
︒

3
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江
戸
時
代
当
時
︑
イ
ギ
リ
ス
は
︑
機
械
時
計
の
主
要
産
出
国
で
あ
っ
た
︒
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
か
ら
日
本
に
入
っ
て
き
て
い
た
西
洋
時

計
も
︑
実
際
に
は
イ
ギ
リ
ス
製
の
可
能
性
が
高
い
︒
イ
ギ
リ
ス
の
呼
称
は
様
々
あ
る
が
︑﹁
ロ
ン
ド
ン
﹂
と
い
う
都
市
名
は
︑
日
本

人
が
覚
え
や
す
く
発
音
も
し
や
す
い
︒
そ
の
た
め
︑
西
洋
か
ら
入
っ
て
き
た
懐
中
時
計
は
︑
す
べ
て
﹁
ロ
ン
ド
ン
時
計
﹂
と
称
さ
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒

ロ
ン
ド
ン
時
計
は
高
価
で
珍
品
で
あ
り
︑
贈
り
物
と
し
て
用
い
ら
れ
た
︒
十
四
代
将
軍
徳
川
家
茂
な
ど
も
︑
ロ
ン
ド
ン
時
計
を
所

持
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
当
然
の
こ
と
な
が
ら
︑
こ
の
時
計
は
二
十
四
時
間
制
の
定
時
法
で
時
を
刻
ん
で
お
り
︑
江
戸

時
代
の
日
本
人
が
日
常
生
活
で
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
は
一
種
の
調
度
品
で
あ
り
︑
こ
れ
ら
を

所
持
す
る
こ
と
は
︑
ひ
と
つ
の
ス
テ
ー
タ
ス
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
こ
こ
に
は
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
的
な
西
洋
時
計
に
憧
れ
る
当
時

の
人
び
と
の
姿
が
見
て
取
れ
る
︒

さ
て
︑
そ
れ
で
は
江
戸
時
代
の
時
刻
報
知
と
は
︑
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
次
に
︑
江
戸
の
時
の
鐘
を
中
心
と

し
た
︑
江
戸
の
時
報
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
︒

⑵

江
戸
に
置
か
れ
た
時
の
鐘

①
設
置
場
所
と
個
数

江
戸
時
代
︑
時
報
の
中
心
的
な
手
段
と
な
っ
て
い
た
の
は
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
時
の
鐘
﹂
と
称
さ
れ
る
時
報
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
︒
近

代
以
前
の
日
本
に
お
い
て
︑
梵
鐘
は
鳴
物
︵
楽
器
︶
の
中
で
も
っ
と
も
大
き
な
音
を
出
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
り
︑
鐘
楼
に

吊
っ
た
大
型
の
梵
鐘
を
撞
い
て
時
刻
を
報
せ
る
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
︑
幕
府
の
お
膝
元
で
あ
る
江
戸
を
は
じ
め
︑
地
方
で
も
広
く
用
い

ら
れ
た
︒

江
戸
に
お
い
て
は
︑
複
数
の
時
の
鐘
に
よ
り
昼
夜
一
日
十
二
回
の
報
知
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
て
い
る
︒
馬
よ
り
速

い
移
動
手
段
が
な
く
︑
電
信
な
ど
の
遠
距
離
を
結
ぶ
通
信
技
術
も
持
た
な
い
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
︑
日
本
全
国
で
均
一
化
さ
れ
た
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時
刻
報
知
を
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
江
戸
と
地
方
の
村
な
ど
と
で
は
︑
必
要
と
さ
れ
る
時
報
の
回
数
も
精
度
も
異

な
っ
て
い
た
︒
地
方
の
村
な
ど
で
は
︑
一
日
数
回
必
要
な
時
刻
の
み
︑
山
の
寺
の
鐘
な
ど
を
用
い
て
報
じ
て
い
る
こ
と
も
多
か
っ
た
︒

そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
︑
幕
府
の
お
膝
元
で
あ
る
江
戸
と
い
う
都
市
の
特
質
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
︒

江
戸
の
町
は
︑
そ
の
目
覚
し
い
発
展
に
伴
い
︑
武
家
・
寺
社
・
町
方
に
︑
一
元
的
に
時
刻
を
報
じ
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
︒
幕

府
の
管
轄
の
下
︑
最
初
に
設
置
さ
れ
た
の
は
本
石
町
の
鐘
で
あ
り(
)

︑
基
本
的
に
は
町
の
発
展
と
共
に
数
を
増
や
し
た
と
考
え
ら
え
る
︒

4

確
認
で
き
て
い
る
限
り
︑
最
多
時
に
は
︑
本
石
町
・
上
野
寛
永
寺
・
市
ヶ
谷
八
幡
・
赤
坂
︵
赤
坂
田
町
成
満
寺
︶・
芝
切
通
し
︵
増

上
寺
飛
地
境
内
︶・
目
白
不
動
尊
・
浅
草
寺
・
本
所
横
堀
・
四
谷
天
龍
寺
お
よ
び
下
大
崎
村
寿
昌
寺
の
十
ヶ
所
の
鐘
が
設
置
さ
れ
て

い
る
︵
順
不
同
︑︻
図
一
︼
参
照(
)
︶︒

5

時
の
鐘
の
設
置
場
所
と
個
数
は
︑
中
絶
や
移

設
︑
さ
ら
に
は
廃
止
な
ど
に
よ
り
︑
時
期
に

よ
っ
て
変
化
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
少
な
く
と
も

江
戸
中
期
か
ら
幕
末
に
は
︑
基
本
的
に
九
～
十

個
程
度
の
鐘
が
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
︒

こ
れ
ら
は
︑
後
に
︑
述
べ
る
通
り
︑
い
ず
れ
も

時
報
専
用
の
鐘
で
あ
り
︑
寺
社
の
儀
式
用
の
鐘

と
は
別
に
設
置
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑

近
代
化
す
る
以
前
の
日
本
に
お
い
て
︑
一
つ
の

都
市
に
十
ヶ
所
も
の
時
報
専
用
施
設
が
あ
っ
た

こ
と
は
︑
注
目
に
値
す
る
︒

②
維
持
管
理
と
報
知
方
法
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図一 江戸の時の鐘設置場所（『ビジュアル・ワ

イド江戸時代館』小学館)



江
戸
の
時
の
鐘
に
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
管
理
者
が
置
か
れ
て
い
た
︒
こ
の
管
理
者
は
︑
公
式
に
は
﹁
請
負
人
﹂
と
記
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
あ
り
︑
個
別
に
は
﹁
鐘
撞
人
﹂﹁
時
鐘
役
﹂﹁
鐘
撞
頭
﹂
な
ど
の
呼
称
も
用
い
て
い
た
︒
こ
の
請
負
人
︵
も
し
く
は
そ
れ
に
代
わ
る

寺
社
︶
は
︑
呼
称
通
り
ま
さ
に
幕
府
の
時
の
鐘
の
管
理
・
運
営
を
﹁
請
け
負
っ
て
﹂
い
た
︒
つ
ま
り
江
戸
の
時
の
鐘
は
︑
幕
府
の
一

元
的
な
統
括
の
も
と
︑
幕
府
の
請
け
負
い
と
い
う
形
で
︑
特
定
の
人
物
や
寺
社
が
管
理
・
運
営
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

実
際
に
︑
江
戸
の
時
の
鐘
は
︑
そ
の
設
置
︑
修
復
︑
請
負
人
の
交
代
︑
運
営
費
の
捻
出
方
法
︑
鐘
撞
銭
の
金
額
や
徴
収
範
囲
の
設

定
・
変
更
な
ど
︑
そ
の
す
べ
て
に
つ
い
て
幕
府
へ
の
願
い
出
と
許
可
を
必
要
と
し
た
︒
請
負
人
は
原
則
と
し
て
世
襲
制
︵
名
跡
相
続

を
含
む
︶
で
あ
り
︑
幕
府
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
た
世
襲
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
に
よ
り
︑
そ
の
責
任
の
所
在
を
明
確
に
す
る
意
図
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

一
方
︑
江
戸
の
時
の
鐘
の
管
理
状
況
は
一
様
で
な
か
っ
た
︒
江
戸
と
い
う
都
市
は
︑
武
家
地
・
寺
社
地
・
町
人
地
の
よ
う
に
︑
性

質
の
異
な
る
地
域
が
混
在
し
て
い
た
︒
く
わ
え
て
︑
同
じ
町
人
地
で
も
︑
場
所
に
よ
っ
て
町
入
用
︵
税
収
入
︶
な
ど
に
高
下
が
あ
る
︒

そ
の
よ
う
な
多
様
な
状
況
下
に
あ
る
江
戸
の
時
の
鐘
は
︑
管
理
・
運
営
の
方
法
を
︑
各
々
の
請
負
人
に
よ
っ
て
工
夫
さ
せ
る
必
要
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

③
時
の
鐘
の
撞
き
方

当
時
用
い
ら
れ
て
い
た
不
定
時
法
で
は
︑
一
刻
の
長
さ
が
昼
夜
で
異
な
る
︒
時
計
な
ど
は
︑
年
に
二
十
四
回
ほ
ど
︵
約
十
五
日
ご

と
︶︑
分
銅
な
ど
に
よ
り
昼
夜
の
長
さ
を
調
節
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
時
の
鐘
に
よ
る
報
知
も
︑
同
様
に
不
定
時
法
で
行
わ
れ
た
︒

報
知
の
際
の
時
刻
の
計
測
は
︑
香
盤
時
計
と
和
時
計
︵
櫓
時
計
・
尺
時
計
︶
を
併
用
し
て
︑
当
時
な
り
に
で
は
あ
れ
︑
厳
密
に
行
わ

れ
て
い
た
と
言
え
る
︒
当
時
︑
和
時
計
は
ま
だ
非
常
に
高
価
で
あ
り
︑
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
も
多
大
な
手
間
と
費
用
を
要
し
た
︒
当
時

の
入
用
帳
な
ど
か
ら
は
︑
苦
し
い
運
営
状
況
の
中
︑
苦
心
し
て
和
時
計
整
備
費
を
捻
出
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒

さ
て
︑
江
戸
の
時
の
鐘
は
︑﹁
捨
て
鐘
﹂
と
呼
ば
れ
る
三
打
の
後
︑
少
々
間
を
あ
け
て
時
刻
の
数
を
撞
い
て
い
た
︒
そ
し
て
さ
ら

に
︑
十
ヶ
所
の
鐘
の
う
ち
四
ヶ
所
の
順
序
を
決
め
︵
上
野
寛
永
寺
↓
市
ヶ
谷
八
幡
↓
赤
坂
田
町
成
満
寺
↓
芝
増
上
寺
︶︑
前
の
捨
て
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鐘
を
聞
き
︑
遅
速
な
く
撞
く
よ
う
に
と
定
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る(
)
︒
江
戸
の
時
の
鐘
は
︑
互
い
の
他
の
鐘
の
音
が
必
ず
一

6

つ
は
聞
き
取
れ
る
位
置
関
係
に
あ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
先
の
四
ヶ
所
以
外
の
時
の
鐘
も
︑
自
分
の
と
こ
ろ
だ
け
が
遅
れ
る
こ
と
は

で
き
な
い
︒
十
ヶ
所
す
べ
て
の
順
序
を
決
め
る
よ
り
も
︑
ず
れ
が
少
な
く
有
効
な
方
法
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

捨
て
鐘
に
は
︑
民
俗
学
的
な
意
味
合
い
も
指
摘
さ
れ
る
が
︑
少
な
く
と
も
江
戸
中
期
以
降
の
江
戸
で
は
︑
単
に
正
時
の
前
の
合
図

と
し
て
の
意
味
が
強
い
︒
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
が
︑
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
な
ど
で
﹁
ピ
ッ
ピ
ッ
ピ
ッ
︑
ポ
ー

ン
﹂
と
い
う
時
報
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
時
報
は
︑
イ
ギ
リ
ス
の
Ｂ
Ｂ
Ｃ
放
送
で
用
い
ら
れ
て
い
た
﹁
six
pips﹂
と

称
さ
れ
る
時
報
を
元
に
し
て
い
る
︒
Ｂ
Ｂ
Ｃ
で
は
︑
国
会
議
事
堂
の
鐘
で
あ
る
﹁
ビ
ッ
グ
・
ベ
ン
︵
B
ig
B
en
︶﹂
の
鐘
の
音
を
︑

ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
寺
院
の
ピ
ア
ノ
で
再
現
す
る
と
い
う
方
法
を
取
っ
た
︒﹁
six
pips﹂
と
い
う
名
の
通
り
︑
五
打
の
後
の
六
打

目
で
正
時
を
報
じ
る
︒
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
は
︑
こ
の
正
時
の
前
の
打
数
を
決
め
る
際
に
︑
江
戸
の
時
の
鐘
が
捨
て
鐘
三
打
の
後
に
時
刻
を
報

じ
て
い
た
こ
と
に
倣
い
︑
三
打
に
し
た
と
い
う(
)

︒
7

こ
の
こ
と
か
ら
も
︑
江
戸
の
時
の
鐘
の
﹁
捨
て

鐘
﹂
が
︑
正
時
を
報
じ
る
前
の
合
図
と
認
識
さ

れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
︒
時
代
は
下

る
が
︑
こ
れ
も
ま
た
︑
海
外
の
シ
ス
テ
ム
を

ロ
ー
カ
ラ
イ
ズ
し
て
取
り
入
れ
た
と
い
う
意
味

で
︑
グ
ロ
ー
カ
ル
な
一
例
と
言
え
る
か
も
し
れ

な
い
︒

さ
て
︑
先
に
触
れ
た
鐘
を
撞
く
順
序
に
つ
い

て
︑
定
め
ら
れ
た
四
ヶ
所
の
う
ち
︑
最
初
と
な

る
上
野
寛
永
寺
は
︑
い
わ
ば
江
戸
の
時
報
の
基

第二章 日本の時刻報知の近代化

27

図二 上野寛永寺の時の鐘（『鹿鳴館秘蔵写

真帖』・部分）



準
点
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒
寛
永
寺
の
鐘
撞
人
は
︑
複
数
の
和
時
計
︵
櫓
時
計
と
尺
時
計
︶
と
香
盤
時
計
を
併
用
し
︑
極
力
ず
れ
を

防
ぎ
な
が
ら
︑
特
に
厳
密
に
時
間
を
測
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る(
)

︒
つ
ま
り
︑
江
戸
の
時
の
鐘
は
︑
当
時
の
最
先
端

8

の
技
術
や
工
夫
に
よ
り
︑
可
能
な
限
り
正
確
な
時
刻
の
報
知
を
行
お
う
と
し
て
い
た
と
言
え
る
︒
江
戸
に
生
活
す
る
人
び
と
は
︑
複

数
の
時
の
鐘
に
よ
る
時
刻
報
知
の
下
で
生
活
を
営
ん
で
い
た
︒
当
時
な
り
に
厳
密
な
報
知
に
よ
っ
て
︑
江
戸
の
時
の
鐘
は
︑
ま
さ
に

人
び
と
の
生
活
リ
ズ
ム
の
基
本
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

さ
て
︑
江
戸
の
時
の
鐘
に
つ
い
て
︑
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
︑
時
の
鐘
に
用
い
ら
れ
て
い
る
鐘
楼
と

梵
鐘
が
︑
す
べ
て
時
報
専
用
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
寺
社
の
境
内
に
置
か
れ
た
時
の
鐘
も
︑
そ
の
寺
の
儀
式
鐘
︵
法
要

鐘
︶
と
は
別
に
︑
時
の
鐘
専
用
の
鐘
と
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
︑
西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
会
の
鐘
の
例
と
比
較
す

る
と
︑
わ
か
り
や
す
い
︒
教
会
の
鐘
が
報
じ
る
時
刻
は
︑
礼
拝
の
時
刻
な
ど
︑
宗
教
的
な
意
味
を
持
つ
こ
と
が
多
く
︑
教
会
の
権
威

を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
時
刻
の
報
知
を
め
ぐ
っ
て
︑
教
会
と
領
主
な
ど
が
争
う
こ
と
も
多
か
っ
た
と
い
う
︒
対
し

て
江
戸
で
は
︑
幕
府
の
管
轄
に
よ
る
時
の
鐘
の
み
が
梵
鐘
に
よ
る
時
刻
の
報
知
を
許
さ
れ
て
い
た
た
め
︑
そ
の
よ
う
な
争
い
も
な

か
っ
た
︒

時
の
鐘
の
維
持
に
は
︑
鐘
撞
人
足
ら
の
給
金
を
は
じ
め
と
し
た
人
件
費
や
︑
梵
鐘
・
鐘
楼
・
撞
木
︑
さ
ら
に
は
所
持
す
る
和
時
計

を
は
じ
め
と
し
た
施
設
や
道
具
の
維
持
費
な
ど
︑
多
額
の
経
費
が
か
か
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
い
ず
れ
も
そ
の
管
理
と
維
持
に
苦
労
し

て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
で
も
な
お
︑
多
く
の
時
の
鐘
が
︑
ひ
と
つ
の
都
市
の
中
に
設
置
さ
れ
︑
当
時
な
り
に
と
は
い
え
厳
密
な
時

刻
の
報
知
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
化
さ
れ
る
前
段
階
と
し
て
の
江
戸
時
代
に
お
い
て
︑
時
刻
報
知
が
い
か
に

重
要
視
さ
れ
て
い
た
か
を
示
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
後
に
考
察
す
る
通
り
︑
明
治
維
新
を
経
た
近
代
化
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
で
︑

旧
時
代
の
ロ
ー
カ
ル
な
も
の
と
し
て
切
り
捨
て
ら
れ
か
け
た
際
︑
時
の
鐘
は
そ
の
意
義
や
意
味
合
い
を
変
え
て
︑
グ
ロ
ー
カ
ル
な
存

在
と
し
て
形
を
残
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
︒
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二

時
刻
と
時
報
の
近
代
化

⑴

近
代
化
の
中
に
お
け
る
時
の
鐘

従
来
︑
日
本
に
お
け
る
近
世
と
近
代
の
時
刻
は
︑
明
治
六
年
︵
一
八
七
三
︶
の
時
刻
改
正
に
よ
っ
て
︑
そ
の
制
度
の
み
な
ら
ず
報

知
の
方
法
な
ど
ま
で
が
︑
一
気
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
︒
た
と
え
ば
︑
明
治
初
期
に
お
け
る
時
刻
報
知
の

手
段
と
し
て
︑
ま
ず
一
般
的
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
︑﹁
午
砲
﹂
と
称
さ
れ
る
大
砲
に
よ
る
時
報
や
︑
官
庁
・
学
校
・
時
計
店
な
ど
に

設
置
さ
れ
た
時
計
台
︑
そ
し
て
懐
中
時
計
や
腕
時
計
な
ど
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
一
方
︑
時
の
鐘
に
つ
い
て
は
︑
明
治
初
年
の
廃
仏
毀
釈

な
ど
で
す
べ
て
廃
止
さ
れ
︑
新
た
な
シ
ス
テ
ム
に
切
り
替
え
ら
れ
た
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
す
ら
あ
っ
た
︒

し
か
し
︑
先
に
見
た
よ
う
に
︑
す
で
に
江
戸
に
お
い
て
︑
時
の
鐘
に
よ
る
時
刻
の
報
知
は
︑
一
日
十
二
回
昼
夜
に
亘
っ
て
行
わ
れ
︑

そ
の
報
知
の
仕
方
も
︑
当
時
な
り
に
厳
密
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
江
戸
に
お
い
て
︑
す
で
に
こ
の
よ
う
な
緻
密
な
時
報
シ
ス
テ
ム
が
構

築
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
明
治
期
に
な
っ
て
一
日
一
回
︑
正
午
の
み
の
午
砲
で
こ
と
足
り
た
は
ず
も
な
い
︒

確
か
に
︑
明
治
四
年
︵
一
八
七
一
︶
の
竹
橋
陣
営
︵
近
衛
歩
兵
隊
営
所
︶
を
嚆
矢
に
︑
東
京
に
は
次
々
に
時
計
台
が
設
置
さ
れ
た
︒

し
か
し
︑
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
西
洋
の
例
と
は
異
な
り
︑
鐘
な
ど
の
音
に
よ
る
時
報
の
機
能
を
持
ち
併
せ
た
も
の
で
は
な
く
︑
あ
く

ま
で
も
そ
の
文
字
盤
が
視
認
で
き
る
範
囲
で
の
み
有
効
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
音
と
光
で
は
光
の
方
が
速
く
届
く
た
め
︑
よ
り
正
確
に

時
刻
を
報
せ
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
梵
鐘
な
ど
の
大
き
な
音
の
届
く
範
囲
と
︑
人
が
肉
眼
で
視
認
で
き
る
範
囲
を
較
べ
れ
ば
︑
音
に
よ

る
報
知
の
方
が
広
範
囲
に
及
ぶ
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
ま
た
︑
腕
時
計
や
懐
中
時
計
が
普
及
す
る
の
は
明
治
中
期
以
降
で
あ
り
︑

さ
ら
に
庶
民
が
広
く
所
持
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
︑
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
︒
実
際
の
と
こ
ろ
︑
明
治
中
期
頃
ま
で
︑

時
報
の
中
心
的
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
の
は
︑
時
の
鐘
で
あ
っ
た
︒
目
白
蓮
華
寺
の
時
の
鐘
な
ど
の
よ
う
に
︑
明
治
二
年

︵
一
八
六
九
︶
に
な
っ
て
か
ら
設
置
さ
れ
た
例
が
あ
る
こ
と
も
︑
明
治
初
期
に
お
け
る
時
の
鐘
の
重
要
性
を
物
語
っ
て
い
る
︒
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明
治
五
年
十
一
月
九
日
︑
改
暦
の
詔
書
が
発
布
さ
れ
︑
同
時
に
太
政
官
の
布
達
が
発
表
さ
れ
た
︵
明
治
五
年
太
政
官
布
第
三
三
七

号
︶︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑﹁
改
暦
﹂
と
﹁
時
刻
改
正
﹂
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
具
体
的
に
は
︑
翌
六
年
よ
り
︑
当
時
用
い
ら
れ
て

い
た
太
陰
太
陽
暦
︵
天
保
暦
︶
に
代
わ
っ
て
太
陽
暦
︵
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
︶
が
導
入
さ
れ
︑
同
時
に
不
定
時
法
に
よ
る
時
制
も
︑
定
時

法
に
よ
る
二
十
四
時
間
制
に
切
り
替
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
︑
こ
の
太
政
官
布
に
は
︑﹁
一

時
鐘
ノ
儀
︑
来
ル

一
月
一
日
ヨ
リ
右
時
刻
ニ
可
改
事

但
︑
是
迄
時
辰
儀
時
刻
ヲ
何
字
ト
唱
来
候
処
︑
以
後
何
時
ト
可
称
事
﹂
と
い
う
一
条
が
含
ま
れ

て
い
た
︒

｢右
時
刻
﹂
と
は
︑
こ
の
前
条
に
あ
る
二
十
四
時
間
制
を
指
し
て
お
り
︑
時
の
鐘
は
明
治
六
年
一
月
一
日
よ
り
︑
二
十
四
時
間
制

に
改
め
て
撞
く
よ
う
に
と
定
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒
時
刻
改
正
の
布
達
に
︑
こ
の
よ
う
な
条
文
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
︑

当
時
の
時
刻
報
知
の
中
心
的
手
段
が
︑
ま
さ
に
時
の
鐘
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る(
)

︒
9

布
達
か
ら
施
行
ま
で
の
期
間
の
短
さ
︵
明
治
五
年
十
一
月
九
日
の
布
達
に
よ
り
︑
同
年
十
二
月
六
日
を
明
治
六
年
一
月
一
日
と
し

た
︶
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
明
治
政
府
の
財
政
難
に
よ
り
︑
明
治
五
年
十
二
月
分
と
︑
翌
六
年
の
閏
月
分
の
給
料
を
節
約
す
る
目
的

が
あ
っ
た
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
が(
)

︑
同
時
に
布
達
さ
れ
た
二
十
四
時
間
制
の
導
入
は
︑
ま
さ
に
明
治
新
政
府
が
日
本
を
近
代

10

国
家
と
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
た
め
の
︑
必
要
不
可
欠
な
手
段
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒
時
刻
改
正
と
い
う
転
換
機
を
乗
り
越
え
た

時
の
鐘
も
︑
や
が
て
そ
の
役
割
を
時
計
と
い
う
手
段
に
譲
っ
て
い
く
︒
そ
の
中
で
必
要
と
さ
れ
た
の
が
︑
時
の
鐘
の
意
義
な
ど
の
見

直
し
で
あ
っ
た
︒

明
治
三
十
年
代
後
半
か
ら
四
十
年
代
に
な
る
と
︑
時
計
を
所
持
す
る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
︑
鐘
撞
料
の
支
払
い
を
拒
む
者
が
増
え

て
き
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る(
)
︒
ま
た
︑
馬
車
や
鉄
道
に
よ
る
騒
音
な
ど
︑
周
囲
の
環
境
の
変
化
か
ら
︑
鐘
の
音
が
聞
き
取
り
に
く

11

く
な
っ
た
こ
と
な
ど
も
あ
り
︑
時
の
鐘
の
維
持
運
営
は
急
激
に
困
難
と
な
っ
た
︒

日
常
の
生
活
に
密
着
し
た
︑
ロ
ー
カ
ル
で
実
用
的
な
存
在
で
あ
っ
た
は
ず
の
時
の
鐘
が
︑
近
代
化
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
︑
不
必

要
な
も
の
と
し
て
排
斥
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
︒
こ
の
時
︑
時
の
鐘
が
そ
の
存
続
の
た
め
の
理
由
と
し
た
の
が
︑﹁
文
化
的
な
価
値
﹂
や
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﹁
歴
史
的
な
意
義
﹂
で
あ
る
︒
時
の
鐘
は
︑
そ
の
存
在
の
意
味
と
形
を
変
え
︑
伝
統
的
︑
歴
史
的
な
時
報
の
施
設
と
し
て
︑
朝
六

時
・
正
午
・
夜
六
時
の
三
回
な
ど
︑
大
き
な
区
切
り
と
な
る
時
刻
の
み
を
報
じ
る
と
こ
ろ
が
増
え
て
い
く
︒
こ
れ
も
︑
グ
ロ
ー
バ
ル

化
の
中
︑
ロ
ー
カ
ル
な
も
の
を
残
す
ひ
と
つ
の
手
段
で
あ
り
︑
同
時
に
そ
の
地
域
に
と
っ
て
の
価
値
を
持
つ
︑
グ
ロ
ー
カ
ル
な
存
在

と
も
考
え
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

⑵

近
代
化
と
新
た
な
時
報

①
午
砲

旧
江
戸
城
で
あ
る
皇
城
内
に
午
砲
が
設
置
さ
れ
た
の
は
︑
明
治
四
年
︵
一
八
七
一
︶
九
月
九
日
で
あ
る
︒
当
時
︑
兵
部
省
か
ら
太

政
官
に
出
さ
れ
た
書
面
に
は
︑﹁
依
て
旧
本
丸
中
に
於
て
︑
昼
一
二
時
大
砲
一
発
づ
ゝ
毎
日
時
号
砲
執
行
致
し
︑
且
つ
諸
官
員
よ
り

府
下
遠
近
の
人
民
に
至
る
ま
で
︑
普
く
時
刻
の
正
当
を
知
り
易
く
し
︑
以
て
各
所
持
す
る
時
計
も
︑
正
信
を
取
る
所
有
之
候
様
致
し

度
︑
此
段
御
伺
候
也
﹂
と
の
文
言
が
あ
る(
)
︒
こ
こ
か
ら
は
︑
午
砲
の
目
的
が
︑
官
民
す
べ
て
に
正
確
な
時
刻
を
報
せ
︑
各
々
の
所
持

12

す
る
時
計
を
正
確
に
合
わ
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
つ
ま
り
︑
午
砲
と
は
︑
当
時
精
度
の
低
か
っ
た
時
計
を
合
わ
せ

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
︑
各
時
間
の
区
切
り
を
報
せ
る
時
の
鐘
と
は
︑
少
々
異
な
る
性
格
の
時
報
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒

先
に
取
り
上
げ
た
通
り
︑
明
治
五
年
の
時
刻
改
正
に
あ
た
っ
て
の
太
政
官
布
に
は
︑
時
の
鐘
の
撞
き
方
を
二
十
四
時
間
制
に
変
え

さ
せ
る
た
め
の
条
文
が
含
ま
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
す
で
に
設
置
さ
れ
て
い
た
午
砲
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
い
︒
こ
の
こ
と
も
︑
こ

の
二
つ
の
時
報
の
性
格
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
納
得
が
い
く
︒

こ
の
午
砲
は
︑
皇
城
内
中
央
気
象
台
の
隣
地
に
午
砲
台
を
設
置
し
︑
天
文
台
か
ら
の
電
信
を
受
け
て
︑
大
砲
に
よ
り
︑
洲
崎
方
面

の
湾
内
に
向
か
っ
て
正
午
を
報
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
後
に
天
文
台
と
直
接
ラ
イ
ン
を
繋
ぐ
な
ど
改
良
を
重
ね
る
が
︑
時
報
の
制
度

と
し
て
は
高
い
と
は
言
い
難
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
大
正
十
一
年
︵
一
九
二
二
︶
年
に
陸
軍
省
か
ら
東
京
市
に
事
業
が
引
き
継
が
れ
︑

昭
和
四
年
︵
一
九
二
九
︶
に
モ
ー
タ
ー
サ
イ
レ
ン
に
よ
っ
て
正
時
が
報
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
用
い
ら
れ
た
︒
国
内
で
は
他
に
︑
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大
阪
城
な
ど
に
も
設
置
さ
れ
た
ほ
か
︑
戦
時
中
に
は
日
本
軍
が
台
湾
な
ど
に
も
設
置
し

た(
)

︒
13

午
砲
を
設
置
し
た
当
時
の
時
計
の
普
及
率
は
︑
さ
ほ
ど
高
い
も
の
で
は
な
か
っ
た(
)
︒
14

そ
の
た
め
︑
一
般
の
人
々
に
と
っ
て
の
午
砲
は
︑
な
か
な
か
手
に
す
る
こ
と
の
で
き
な

い
時
計
を
合
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
︑
正
午
の
合
図
と
い
う
︑
生
活
に
密
着
し
た

も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
な
午
砲
の
本
来
の
役
割
に
つ
い
て
は
︑
海
外
の
事
例
か
ら
も
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
︒
香
港
に
は
︑﹁
ヌ
ー
ン
デ
イ
・
ガ
ン
︵
N
oonday
gun
︶﹂︵
広
東
語
で

は
﹁
午
炮
﹂︶
と
称
さ
れ
る
時
報
に
用
い
ら
れ
る
銃
砲
が
あ
り
︑
現
在
で
も
香
港
島
の

銅
鑼
湾
︵
C
ausew
ay
B
ay
︶
の
波
止
場
で
使
用
さ
れ
て
い
る
︒
一
九
九
七
年
の
中
国

へ
の
返
還
の
セ
レ
モ
ニ
ー
の
際
に
も
︑
祝
砲
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
︑
香
港
で
は
観

光
ツ
ア
ー
な
ど
に
も
含
ま
れ
る
名
所
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
﹁
午
炮
﹂
の
場

合
︑
現
在
で
も
三
ポ
ン
ド
︵
一
・
四
㎏
弱
︶
の
銃
砲
に
よ
っ
て
︑
毎
日
正
午
に
空
砲
一

発
が
打
ち
続
け
ら
れ
て
い
る
︒

由
来
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
︑
多
く
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
な
ど
に
は
︑
現
在
こ
れ
を

管
理
し
て
い
る
香
港
企
業
ジ
ャ
ル
デ
ィ
ン
・
グ
ル
ー
プ
の
ジ
ャ
ル
デ
ィ
ン
・
マ
セ
ソ
ン

︵
Jardin
M
atheson
︶
が
︑
か
つ
て
己
の
船
の
入
港
に
対
し
て
祝
砲
を
打
っ
た
こ
と
を

イ
ギ
リ
ス
軍
の
権
利
を
侵
害
し
た
と
咎
め
ら
れ
︑
罰
則
と
し
て
時
刻
を
報
じ
さ
せ
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
説
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
実
際
に
は
︑
一
八
四
二
年
に
香

港
が
イ
ギ
リ
ス
統
治
下
と
な
っ
て
す
ぐ
︑
イ
ギ
リ
ス
軍
が
湾
内
の
船
の
ク
ロ
ノ
メ
ー
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タ
ー
︵
時
辰
儀
・
経
線
儀
︶
を
合
わ
せ
さ
せ
る
た
め
に
︑
毎
日
正
午
に
大
砲
を
打
っ
て
報
せ
る
よ
う
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
一
八

八
五
年
に
国
立
天
文
台
が
で
き
︑
後
述
す
る
タ
イ
ム
・
ボ
ー
ル
︵
T
im
e
B
all︶
に
よ
る
時
報
の
サ
ー
ビ
ス
を
始
め
た
こ
と
か
ら
︑

そ
の
必
要
が
な
く
な
り
︑
廃
止
を
惜
し
ん
だ
ジ
ャ
ル
デ
ィ
ン
が
こ
れ
を
引
き
継
ぐ
と
申
し
出
︑
や
が
て
地
域
的
な
儀
式
と
も
な
っ
て

現
代
に
続
い
て
い
る
と
い
う
の
が
事
実
の
よ
う
で
あ
る(
)
︒
ジ
ャ
ル
デ
ィ
ン
・
マ
セ
ソ
ン
は
︑
日
本
と
の
繋
が
り
も
強
く
︑
日
本
の
午

15

砲
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
も
高
い
︒

こ
の
よ
う
な
銃
砲
に
よ
る
時
報
の
シ
ス
テ
ム
を
最
初
に
制
度
化
し
た
の
は
︑
イ
ギ
リ
ス
で
あ
る
︒
ヌ
ー
ン
デ
イ
・
ガ
ン
お
よ
び
︑

そ
れ
と
同
類
の
も
の
は
︑
イ
ギ
リ
ス
の
ほ
か
︑
ア
メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ
な
ど
を
は
じ
め
︑
世
界
各
地
に
設
置
さ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
ら
は
︑

い
ず
れ
も
船
の
ク
ロ
ノ
メ
ー
タ
ー
や
時
計
を
合
わ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
︒
遠
洋
航
海
の
際
に
船
の
位
置
を
測
る
た
め
︑
時
刻

の
正
確
さ
が
必
要
と
さ
れ
︑
日
本
も
そ
の
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
た
わ
け
で
あ
る
︒

日
本
の
午
砲
は
︑
夏
目
漱
石
の
﹃
三
四
郎
﹄
な
ど
を
は
じ
め
と
し
た
文
学
作
品
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
か
︑
日

本
独
自
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
︒
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
的
な
も
の
で
は
な
く
︑
ロ
ー
カ

ル
的
な
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
次
に
取
り
上
げ
る
報
時
球
︵
タ
イ
ム
・
ボ
ー
ル
︶
の
導
入
な
ど
と
考
え
併

せ
て
も
︑
午
砲
の
技
術
自
体
が
欧
米
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
︑
本
来
グ
ロ
ー
バ
ル
的
な
も
の
が
︑
文
学
作
品
な

ど
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
日
本
の
ロ
ー
カ
ル
な
伝
統
文
化
の
ひ
と
つ
と
認
識
さ
れ
て
い
っ
た
︑
興
味
深
い
一
例
と
言

う
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

②
報
時
球
︵
タ
イ
ム
・
ボ
ー
ル
︶

香
港
の
午
砲
が
ジ
ャ
ル
デ
ィ
ン
・
マ
セ
ソ
ン
社
の
所
有
に
な
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
タ
イ
ム
・
ボ
ー
ル
︵
T
im
e
B
all︶
と
は
︑

高
い
塔
や
屋
根
の
上
に
立
て
た
棒
に
ボ
ー
ル
を
通
し
た
時
報
装
置
で
あ
る
︒
決
め
ら
れ
た
時
刻
の
一
分
ま
た
は
数
分
前
に
ボ
ー
ル
を

引
き
上
げ
︑
時
刻
ち
ょ
う
ど
に
そ
れ
を
落
下
さ
せ
て
︑
合
図
と
す
る
︒
も
っ
と
も
有
名
な
も
の
は
︑
一
八
三
三
年
に
イ
ギ
リ
ス
の
グ
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リ
ニ
ッ
ジ
旧
王
立
天
文
台
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
現
在
も
︑

毎
日
午
後
一
時
︵
正
午
は
観
測
中
の
た
め
︶
に
︑
屋
根
の
上
の
赤
く
塗

ら
れ
た
ボ
ー
ル
が
落
と
さ
れ
て
お
り
︑
多
く
の
観
光
客
が
見
物
に
訪
れ

て
い
る
︒

午
砲
と
の
違
い
は
︑
音
と
光
の
伝
達
速
度
に
よ
る
精
度
の
差
で
あ
る
︒

光
よ
り
も
音
の
方
が
︑
空
気
中
を
伝
わ
る
の
に
時
間
が
か
か
る
た
め
︑

午
砲
の
音
も
遠
く
で
聞
い
た
場
合
は
︑
そ
の
分
の
差
異
が
生
じ
る
︒
し

た
が
っ
て
︑
ボ
ー
ル
が
落
ち
る
瞬
間
を
光
︵
視
覚
︶
で
と
ら
え
る
タ
イ

ム
・
ボ
ー
ル
の
方
が
︑
よ
り
正
確
な
時
刻
が
伝
わ
る
わ
け
で
あ
る
︒

日
本
で
も
︑
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
﹁
報
時
球
﹂
と
訳
し(
)
︑
明
治
三
十
六

16

年
︵
一
九
〇
三
︶
三
月
に
︑
初
め
て
横
浜
と
神
戸
の
港
に
設
置
し
た
︒

さ
ら
に
そ
の
後
︑
明
治
四
十
一
年
六
月
に
門
司
︑
大
正
十
二
年
︵
一
九

二
三
︶
六
月
に
長
崎
︑
翌
十
三
年
九
月
に
大
阪
に
設
置
︒
そ
の
他
︑
呉
と
佐
世
保
の
軍
港
に
も
設
置
し
て
い
る
︒
停
泊
中
の
船
舶
か

ら
見
え
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
タ
イ
ム
・
ボ
ー
ル
は
︑
定
時
に
な
る
と
同
時
に
落
下
し
︑
こ
れ
を
視
認
し
た
船
舶
の
ブ

リ
ッ
ジ
で
は
︑﹁
タ
イ
ム
！
﹂
と
叫
ん
で
こ
れ
を
報
せ
る
︒
そ
し
て
︑
マ
リ
ン
・
ク
ロ
ノ
メ
ー
タ
ー
︵
船
舶
用
の
精
密
時
計
︶
と
の

誤
差
を
読
み
取
り
︑
そ
れ
を
調
整
し
た(
)
︒
17

タ
イ
ム
・
ボ
ー
ル
は
︑
最
盛
期
に
は
地
球
一
巡
を
カ
バ
ー
で
き
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
て
い
た
ほ
ど
の
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
な
シ
ス
テ
ム

で
あ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
近
代
化
を
急
ぐ
日
本
が
こ
れ
を
取
り
入
れ
た
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
る
︒
日
本
に
タ
イ
ム
・
ボ
ー
ル
が

設
置
さ
れ
は
じ
め
た
明
治
三
十
年
代
後
半
か
ら
四
十
年
代
前
半
は
︑
ち
ょ
う
ど
時
の
鐘
な
ど
の
旧
来
の
シ
ス
テ
ム
が
衰
退
し
は
じ
め
︑

そ
の
運
営
な
ど
が
苦
し
く
な
っ
て
き
た
頃
に
あ
た
る
︒
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
︑
こ
の
頃
を
境
と
し
て
︑
激
し
く
進
む
グ
ロ
ー
バ
ル
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化
の
中
で
︑
時
の
鐘
は
そ
の
意
味
合
い
を
︑
実
用
的
な
時
報
か
ら
文
化
的
・
文
化
財
的
な
時
報
と
し
て
の
意
味
合
い
へ
と
切
り
替
え

始
め
て
い
る
︒

そ
の
後
︑
タ
イ
ム
・
ボ
ー
ル
は
︑
視
認
で
き
る
範
囲
が
狭
い
こ
と
な
ど
か
ら
︑
無
線
報
時
が
普
及
す
る
の
に
伴
い
︑
徐
々
に
廃
止

さ
れ
て
し
ま
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
結
果
的
に
は
︑
短
い
期
間
に
し
か
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
シ
ス
テ
ム
で
は
あ
る
︒
し
か
し
︑

日
本
の
時
刻
を
見
る
に
あ
た
っ
て
は
︑
そ
の
西
洋
化
︑
ひ
い
て
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
大
き
な
転
換
期
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
時
刻
報
知

の
手
段
の
ひ
と
つ
と
し
て
︑
午
砲
と
共
に
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
︒

三

近
代
化
と
時
刻
認
識
お
よ
び
標
準
時
の
導
入

⑴

近
代
化
の
中
の
時
刻
認
識

明
治
六
年
︵
一
八
七
三
︶
年
一
月
一
日
か
ら
︑
太
陽
暦
と
共
に
実
施
さ
れ
た
二
十
四
時
間
制
の
導
入
は
︑
先
に
触
れ
た
通
り
︑
太

政
官
布
の
布
達
か
ら
実
施
ま
で
が
短
期
間
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
︑
当
然
の
こ
と
な
が
ら
社
会
の
混
乱
を
招
く
こ
と
と
な
っ
た
︒

急
激
な
グ
ロ
ー
バ
ル
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
︑
そ
の
必
要
を
感
じ
な
か
っ
た
人
々
や
︑
生
活
の
急
激
な
変
化
に
不
都
合
を
感
じ
る
人

々
な
ど
は
︑
旧
暦
︵
太
陰
太
陽
暦
︶
廃
止
へ
の
反
対
な
ど
︑
反
対
運
動
を
起
こ
し
た
︒
ま
た
︑
旧
暦
と
同
じ
く
時
刻
に
つ
い
て
も
︑

旧
来
の
不
定
時
法
を
ひ
そ
か
に
使
い
続
け
る
人
々
が
い
た
︒

阿
部
謹
也
氏
は
︑
近
代
日
本
に
は
︑
政
府
時
間
と
世
間
時
間
が
併
存
し
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る(
)
︒
表
面
上
は
政
府
に
与
え
ら
れ

18

た
二
十
四
時
間
制
を
取
る
一
方
で
︑
実
際
の
生
活
に
は
旧
来
の
時
刻
制
度
を
用
い
る
︒
こ
う
し
た
状
況
は
︑
時
刻
制
度
の
グ
ロ
ー
バ

ル
化
の
中
で
︑
ロ
ー
カ
ル
な
も
の
を
残
し
︑
同
時
に
そ
れ
を
併
用
す
る
︑
あ
る
意
味
で
の
グ
ロ
ー
カ
ル
的
な
状
態
で
あ
っ
た
と
も
言

え
よ
う
︒

第二章 日本の時刻報知の近代化

35



⑵

標
準
時
の
導
入

明
治
二
十
年
︵
一
八
八
七
︶︑
日
本
は
グ
リ
ニ
ッ
ジ
標
準
時
を
導
入
す
る
︒
こ
れ
は
︑
ま
さ
に
時
刻
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
で
あ
っ
た
︒

世
界
的
な
標
準
時
の
制
定
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
江
戸
時
代
中
期
か
ら
︑
欧
米
を
は
じ
め
と
し
た
諸
国
に
よ
っ
て
︑
何
度
も
会
議
が

重
ね
ら
れ
て
き
て
い
た
︒
日
本
も
︑
早
く
か
ら
こ
の
会
議
に
関
心
を
寄
せ
て
は
い
た
が
︑
実
際
に
日
本
が
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た

の
は
︑
明
治
十
七
年
︵
一
八
八
四
︶
十
月
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
開
催
さ
れ
た
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
国
際
子
午
線
会
議
﹂
で
あ
り
︑
す
で
に
各

国
が
複
雑
な
駆
け
引
き
を
重
ね
た
最
終
段
階
に
あ
た
っ
て
い
た
︒
二
十
五
ヶ
国
四
十
一
人
の
代
表
者
の
参
加
し
た
こ
の
会
議
に
お
い

て
︑
イ
ギ
リ
ス
の
グ
リ
ニ
ッ
ジ
に
本
初
子
午
線
を
定
め
︑
そ
の
時
刻
を
標
準
時
と
し
よ
う
と
の
提
言
が
な
さ
れ
︑
可
決
さ
れ
た
わ
け

で
あ
る
︒

【表
一
︼
に
あ
る
と
通
り
︑
こ
の
会
議
で
は
︑
万
国
共
通
の
子
午
線
と
な
る
本
初
子
午
線
を
採
用
す
る
か
︵Ⅰ

Principle
of

Single
Prim
e
M
eridian
︶
に
つ
い
て
の
賛
否
か
ら
は
じ
ま
り
︑
本
初
子
午
線
と
し
て
グ
リ
ニ
ッ
ジ
子
午
線
を
採
用
す
る
か
︵Ⅱ

G
reenw
ich
M
eridian)︑
経
度
を
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
か
︵Ⅲ

E
°
and
180°W
)な
ど
︑
七
つ
の
議
案
が
決
議
さ
れ
た(
)
︒
標

18

19

準
時
の
採
用
に
つ
い
て
の
決
議
は
︑
こ
の
う
ち
の
第
五
番
目
︵Ⅴ

Solar
M
ean
m
idnight

h
︶
に
あ
た
る
︒

0-24

【表
一
︼
の
下
に
︑﹁
*C
ountries
w
ith
scientific
representatives︵
科
学
者
が
代
表
者
の
国
︶﹂
と
あ
り
︑
＊
印
が
つ
い
て
い

る
国
は
︑
科
学
者
が
代
表
と
し
て
参
加
し
た
国
を
示
し
て
い
る
︒
二
十
五
ヶ
国
中
︑
日
本
を
含
め
た
十
ヶ
国
あ
る
が
︑
日
本
以
外
の

国
に
は
︑
英
米
両
国
と
の
関
係
の
深
く
︑
基
本
的
に
こ
れ
ら
の
議
案
に
賛
成
の
立
場
で
あ
っ
た
国
が
多
い
︒
く
わ
え
て
︑
各
決
議
の

賛
否
を
見
る
と
︑
日
本
は
す
べ
て
に
﹁
Ａ
Ｙ
Ｅ
︵
賛
成
︶﹂
の
票
を
投
じ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
他
の
国
々
の
中
に
も
︑

す
べ
て
賛
成
の
国
が
見
ら
れ
る
が
︑
や
は
り
こ
れ
も
英
米
と
の
関
係
の
強
い
国
が
多
い
よ
う
で
あ
る
︒
日
本
は
︑
政
治
的
な
意
味
合

い
よ
り
も
︑
最
新
の
科
学
な
ど
の
導
入
を
目
的
と
し
て
︑
こ
の
会
議
に
代
表
者
を
派
遣
し
て
い
た
可
能
性
が
強
い
︒

こ
の
会
議
に
お
け
る
本
初
子
午
線
と
標
準
時
の
採
用
な
ど
は
︑
各
国
に
強
制
す
る
と
い
う
意
味
合
い
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
参

加
し
た
各
国
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
か
ら
慎
重
を
期
し
︑
状
況
を
見
つ
つ
︑
順
次
そ
の
採
用
を
表
明
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
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表一 グリニッジ子午線を基準としたタイム・ゾーン（半時間も含む）の採用年次

(注（19）掲書)



38

表二 1884 年 10 月 ワシントンにおける国際子午線会議の投票（注（19）掲書)



中
で
日
本
は
︑
明
治
十
九
年
︵
一
八
八
八
︶︑
参
加
国
中
五
番
目

と
い
う
早
さ
で
採
用
を
公
布
し
︑
翌
二
十
年
か
ら
グ
リ
ニ
ッ
ジ
標

準
時
な
ど
を
導
入
し
た
︵︻
表
二
︼
参
照(
)
︶︒
一
番
目
は
一
八
四
八

20

年
の
イ
ギ
リ
ス
︵
G
reat
B
ritain
︶︑
二
・
三
番
目
は
一
八
八
三

年
で
同
順
の
カ
ナ
ダ
︵
C
anada︶
と
ア
メ
リ
カ
︵
U
SA
︶︑
四
番

目
は
一
八
八
四
年
の
セ
ル
ビ
ア
共
和
国
︵
Serbia︶
で
あ
る
︒
こ

の
う
ち
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
は
︑
グ
リ
ニ
ッ
ジ
標
準
時
の
採
用

を
提
案
し
た
当
事
国
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
採
用
表
明
後
︑

実
際
に
法
律
と
し
て
公
布
し
︑
導
入
し
た
年
と
な
る
と
︑
そ
れ
ぞ

れ
一
八
八
〇
年
お
よ
び
一
九
一
八
年
と
︑
か
な
り
時
期
が
遅
く
な

る
︒
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
併
せ
て
も
︑
日
本
の
積
極
的
な
標
準

時
の
導
入
は
︑
際
立
っ
た
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
︒

筆
者
は
︑
こ
の
よ
う
に
日
本
が
新
た
な
標
準
時
を
受
け
入
れ
る

に
あ
た
っ
て
︑
日
本
の
偶
然
と
も
い
え
る
恵
ま
れ
た
偶
然
が
大
き

な
意
味
を
持
っ
た
と
考
え
る
︒
す
な
わ
ち
︑
東
西
へ
の
広
が
り
が

少
な
く
︑
国
内
で
の
時
差
を
考
え
ず
に
︑
ひ
と
つ
の
時
間
帯
で
国

内
を
統
一
で
き
た
と
い
う
︑
地
理
的
な
偶
然
︒
そ
し
て
何
よ
り
も
︑

日
本
に
お
い
て
︑
こ
の
時
期
は
ま
だ
︑
欧
米
の
よ
う
に
鉄
道
や
電

信
が
全
国
規
模
で
は
発
達
し
て
お
ら
ず
︑
そ
れ
ら
の
導
入
と
時
刻

の
近
代
化
が
重
な
っ
た
と
い
う
偶
然
で
あ
る
︒
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す
で
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
定
時
法
に
よ
る
標
準
時
を
定
め
て
い
た
欧
米
諸
国
な
ど
で
は
︑
グ
リ
ニ
ッ
ジ
標
準
時
の
導
入
に
あ
た
り
︑

各
国
内
で
大
き
な
論
争
が
巻
き
起
こ
っ
た
︒
他
国
に
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
不
尽
さ
か
ら
の
反
論
や
︑
政
治
的
な
不
利
益
を

指
摘
し
た
反
論
な
ど
が
提
示
さ
れ
︑
さ
ま
ざ
ま
な
検
討
が
な
さ
れ
た
︒
も
し
も
︑
こ
の
時
期
の
日
本
に
お
い
て
︑
す
で
に
欧
米
の
よ

う
に
鉄
道
や
電
信
網
が
全
国
に
広
が
っ
て
い
た
な
ら
ば
︑
や
は
り
新
し
い
時
刻
制
度
の
導
入
へ
の
反
対
や
障
害
は
︑
大
き
い
も
の
と

な
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

仮
に
江
戸
幕
府
に
よ
る
幕
藩
体
制
が
存
続
し
て
い
た
と
し
て
も
︑
暦
や
時
刻
に
つ
い
て
は
︑
世
界
と
の
関
わ
り
も
あ
り
︑
遅
か
れ

早
か
れ
欧
米
に
合
わ
せ
る
必
要
が
生
じ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
︑
明
治
維
新
か
ら
数
十
年
の
こ
の
時
点
で
は
︑
旧
暦
お
よ
び

不
定
時
法
が
用
い
ら
れ
続
け
て
い
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
︒
そ
し
て
︑
鉄
道
な
ど
の
技
術
の
み
が
取
り
入
れ
ら
れ
︑
日
本
独

自
の
シ
ス
テ
ム
が
組
ま
れ
て
い
っ
た
可
能
性
は
高
い
︒

つ
ま
り
︑
日
本
は
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て
西
洋
へ
と
目
を
向
け
始
め
る
中
で
︑
偶
然
に
も
︑
鉄
道
の
普
及
な
ど
に
よ
る
国
内

の
時
刻
の
均
一
化
の
時
期
と
︑
世
界
的
な
時
刻
の
標
準
化
の
時
期
が
重
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
さ
ら
に
言
い
換
え
る
な
ら
ば
︑

当
時
の
日
本
は
︑
二
十
四
時
間
制
や
標
準
時
と
い
う
時
刻
改
正
の
問
題
を
︑
太
陽
暦
や
子
午
線
の
問
題
な
ど
と
共
に
︑
文
明
開
化
の

中
に
お
け
る
西
洋
文
化
の
進
ん
だ
技
術
の
ひ
と
つ
と
見
做
し
︑
政
治
的
に
も
有
益
な
も
の
と
し
て
︑
他
国
と
の
駆
け
引
き
な
し
に
受

け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
も
言
え
る
︒
近
代
日
本
に
お
け
る
時
刻
や
暦
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
は
︑
こ
の
よ
う
な
タ
イ
ミ
ン
グ
の
一

致
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
も
︑
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

お
わ
り
に

日
本
の
近
代
化
の
中
で
は
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
的
な
も
の
が
積
極
的
か
つ
急
激
に
取
り
入
れ
ら
れ
︑
対
す
る
ロ
ー
カ
ル
的
な
も
の
は
︑

旧
体
制
の
も
の
と
し
て
排
斥
さ
れ
て
い
く
傾
向
が
強
く
あ
っ
た
と
言
え
る
︒
日
本
人
は
︑
海
外
か
ら
取
り
入
れ
た
技
術
や
事
柄
を
︑
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日
本
人
に
合
う
よ
う
に
合
わ
せ
て
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
は
長
け
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
一
方
で
︑
明
治
初
期
の
近
代
化
の
流
れ
は
︑

と
も
す
れ
ば
ロ
ー
カ
ル
的
な
色
を
消
し
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
的
な
も
の
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
て
い
く
方
向
に
あ
っ
た
︒

そ
の
よ
う
な
流
れ
中
で
︑
そ
の
形
や
意
味
合
い
を
変
化
さ
せ
つ
つ
も
残
っ
て
い
っ
た
も
の
の
中
に
は
︑
や
は
り
そ
れ
ま
で
の
人
び

と
の
日
常
生
活
に
深
く
か
か
わ
り
︑
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
も
の
が
多
い
︒
慣
れ
親
し
ん
だ
シ
ス
テ
ム
を
急
に
変
え
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
人
び
と
は
︑
そ
れ
ら
を
残
す
こ
と
を
求
め
る
が
︑
や
は
り
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
流
れ
の
中
︑
そ
の
ま
ま
の
形
で
残
す

こ
と
は
不
可
能
と
な
っ
て
い
く
︒

明
治
期
の
日
本
は
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
で
ロ
ー
カ
ル
な
部
分
を
残
し
た
︑
ま
さ
に
グ
ロ
ー
カ
ル
な
シ
ス
テ
ム
を
生
み
出
し
た
︒

明
治
初
年
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
た
不
定
時
法
や
︑
そ
れ
を
報
じ
て
い
た
時
の
鐘
︑
そ
し
て
︑
後
に
﹁
旧
暦
﹂
と
総
称
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
太
陰
太
陽
暦
︑
二
十
四
節
気
な
ど
は
す
べ
て
︑
現
在
も
そ
の
形
と
意
味
を
残
し
︑
用
い
ら
れ
続
け
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
い
ず
れ

も
︑
ま
さ
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
さ
れ
た
社
会
の
中
で
そ
の
意
義
を
変
え
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
的
な
シ
ス
テ
ム
と
併
用
さ
れ
る
︑
グ
ロ
ー
カ
ル

的
な
存
在
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

註(�
)
本
来
﹁
時
間
﹂
と
い
う
語
は
︑
近
代
以
降
に
﹁
tim
e﹂
の
訳
語
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
近
世
以
前
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
︒
江
戸

時
代
は
︑
現
代
の
﹁
時
間
﹂
が
持
つ
﹁
○
時
間
﹂
の
よ
う
な
一
定
時
間
の
幅
を
意
味
す
る
場
合
も
︑﹁
時
﹂﹁
刻
﹂﹁
時
刻
﹂
な
ど
の
語
を
用
い
て

い
る
︒
し
か
し
︑
本
稿
で
は
便
宜
上
︑
現
代
の
意
味
合
い
に
準
じ
て
︑
適
宜
﹁
時
間
﹂
と
い
う
語
も
用
い
た
︒

( 
)
一
日
を
一
定
の
間
隔
で
分
割
す
る
定
時
法
自
体
は
︑
日
本
の
暦
の
上
で
も
古
代
か
ら
用
い
ら
れ
て
き
た
︒
い
わ
ゆ
る
﹁
百
刻
割
﹂
な
ど
で
あ
る
︒

江
戸
時
代
の
暦
も
︑
最
後
の
天
保
暦
を
除
く
貞
享
暦
・
宝
暦
暦
・
寛
政
暦
は
︑
日
常
生
活
は
不
定
時
法
で
営
ま
れ
て
い
る
一
方
︑
暦
の
上
で
は

定
時
法
の
表
記
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒

("
)
タ
イ
モ
ン
・
ス
ク
リ
ー
チ
著
︑
村
山
和
裕
訳
﹃
江
戸
の
英
吉
利
熱

︱
ロ
ン
ド
ン
橋
と
ロ
ン
ド
ン
時
計
﹄︵
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
三
五
二
︑
二
〇
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〇
六
年
︶

(#
)
本
石
町
に
先
立
ち
︑
江
戸
で
は
西
久
保
八
幡
に
時
の
鐘
が
設
置
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
こ
の
時
の
鐘
に
つ
い
て
は
︑
不
明
な
点
が
多
い
が
︑

長
谷
川
豊
前
な
る
人
物
に
よ
っ
て
個
人
的
に
設
置
さ
れ
︑
本
石
町
の
時
の
鐘
が
設
置
さ
れ
る
以
前
に
途
絶
え
て
し
ま
っ
て
い
た
可
能
性
が
強
い
︒

し
た
が
っ
て
︑
幕
府
の
管
轄
の
下
に
設
置
さ
れ
た
時
の
鐘
と
し
て
は
︑
本
石
町
の
鐘
が
最
初
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
実
際
に
︑
江

戸
時
代
当
時
か
ら
︑
江
戸
の
時
の
鐘
の
鏑
矢
は
本
石
町
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒

($
)
浦
井
祥
子
﹃
江
戸
の
時
刻
と
時
の
鐘
﹄︵
岩
田
書
院
︑
二
〇
〇
一
年
︶

な
お
︑
次
の
史
料
は
︑
江
戸
の
時
の
鐘
に
つ
い
て
︑
多
く
の
重
要
な
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
る
史
料
で
あ
る
た
め
︑
こ
こ
に
全
文
を
引

用
し
て
お
く
︒

寛
延
三
午
年
十
一
月
晦
日
︑
堀
田
相
模
守
殿
江
懸
御
目
候
書
付

一
本
石
町
三
丁
目

請
負
人

源
七

出
銀
集
申
候

一
本
所
三
ツ
目

請
負
人

勘
右
衛
門

長
右
衛
門

右
同
断

一
上
野

請
負
人

源
兵
衛

右
同
断

一
芝
切
通

請
負
人

藤
右
衛
門

右
同
断

一
浅
草
観
音
境
内

請
負
人

長
十
郎

浅
草
寺
ゟ
地
面
相
渡
︑
此
助
成
ニ
而
時
撞
申
候

一
目
白
下
新
長
谷
寺
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出
銀
集
不
申
候
︑
托
鉢
之
助
力
ニ
而
時
撞
申
候

一
赤
坂
田
町
成
満
寺

檀
家
ゟ
斎
料
集
︑
右
之
助
力
ニ
而
時
撞
申
候

一
市
谷
東
円
寺

近
所
屋
敷
方
之
勧
ニ
而
時
撞
申
候

一
四
谷
天
龍
寺

托
鉢
之
助
力
ニ
而
時
撞
申
候

一
品
川
台
町
続

下
大
崎
村
寿
昌
寺

右
之
通
時
撞
候
場
所
御
座
候
︑
以
上

十
一
月

右
寿
昌
寺
ハ
︑
松
平
陸
奥
守
殿
御
下
屋
敷
際
有
之
︑
境
内
時
撞
之
儀
︑
五
年
程
以
前
陸
奥
守
殿
ゟ
鐘
御
寄
進
有
之
︑
其
節
ゟ
時
撞
候
も
の
給

金
・
扶
持
米
共
々
被
下
︑
寿
昌
寺
江
御
預
被
置
候
処
︑
其
後
寺
ゟ
時
之
鐘
撞
候
儀
難
儀
之
由
断
申
上
候
付
︑
二
三
年
以
来
者
鐘
楼
堂
廻
リ
板
ニ

而
仕
切
︑
御
屋
敷
ゟ
道
付
ケ
︑
只
今
ニ
而
者
御
屋
敷
家
来
中
撞
申
候
︑
尤
鐘
撞
堂
際
ニ
小
屋
拵
︑
中
間
附
置
申
候

右
之
通
ニ
而
︑
外
ニ
時
撞
候
場
所
無
御
座
候
︑
以
上

午
十
一
月

書
面
之
市
谷
東
円
寺
ニ
而
者
上
野
之
捨
鐘
承
鐘
撞
候
間
︑
赤
坂
成
満
寺
ニ
而
者
東
円
寺
之
捨
鐘
承
リ
時
撞
︑
芝
切
通
ニ
而
者
成
満
寺
之
捨
鐘
承
リ

時
撞
候
様
ニ
申
付
候
ハ
ヽ
︑
時
之
鐘
遅
速
も
御
座
有
間
敷
候
間
︑
右
之
通
可
申
付
候

十
一
月

能
勢
肥
後
守

︵
旧
幕
府
引
継
書
﹁
享
保
撰
要
類
集
﹂︵
国
立
国
会
図
書
館
蔵
︶)

本
史
料
は
︑
寛
延
三
年
︵
一
七
五
〇
︶
に
︑
北
町
奉
行
能
勢
肥
後
守
頼
一
が
江
戸
府
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
時
の
鐘
を
書
き
上
げ
︑
老
中
で

あ
っ
た
堀
田
相
模
守
正
亮
に
見
せ
た
も
の
で
あ
る
︒
文
中
に
﹁
右
之
通
ニ
而
︑
外
ニ
時
撞
候
場
所
無
御
座
候
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
当
時
の
江
戸
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に
お
い
て
幕
府
が
時
の
鐘
と
し
て
公
式
に
認
識
し
て
い
た
も
の
は
︑
こ
こ
に
記
さ
れ
た
も
の
で
全
て
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
︒

江
戸
開
府
か
ら
幕
末
ま
で
に
江
戸
府
内
に
設
置
さ
れ
た
時
の
鐘
と
し
て
は
︑
こ
の
十
ヶ
所
の
他
︑
西
久
保
八
幡
・
目
白
新
福
寺
・
赤
坂
円
通

寺
・
目
黒
祐
天
寺
・
巣
鴨
子
育
稲
荷
深
川
八
幡
の
六
ヶ
所
が
確
認
で
き
て
お
り
︑
さ
ら
に
未
確
認
の
場
所
が
あ
る
可
能
性
も
あ
る
︒

(�
)
前
掲
史
料

(f
)
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ア
ー
カ
イ
ブ
に
よ
る
︒

(g
)
『寛
永
寺
鐘
撞
堂
文
書
﹄︵
東
叡
山
寛
永
寺
蔵
︶

(h
)
河
村
幸
雄
﹃
明
治
法
規
大
全

上
﹄
一
八
八
八
年
︒
な
お
︑
但
し
書
き
部
分
は
︑
不
定
時
法
に
よ
る
﹁
○
時
﹂
と
︑
定
時
法
︵
二
十
四
時
間
制
︶

に
よ
る
﹁
×
時
﹂
が
混
乱
し
な
い
よ
う
︑
そ
れ
ま
で
二
十
四
時
間
制
で
は
﹁
×
字
﹂
と
表
記
し
て
い
た
も
の
を
︑
二
十
四
時
間
制
で
も
﹁
×
時
﹂

と
表
記
を
統
一
す
る
よ
う
に
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
︒

(
)
岡
田
芳
朗
﹃
日
本
の
暦
﹄︵
新
人
物
往
来
社
︑
二
〇
〇
九
年
︶
ほ
か
︒

10(
)
浦
井
祥
子
監
修
﹃
柏
木
家
文
書
﹄︵
台
東
区
立
図
書
館
︑
二
〇
一
三
年
︶︒
本
史
料
は
︑
上
野
寛
永
寺
の
鐘
撞
人
頭
を
代
々
つ
と
め
た
柏
木
家
の

11

記
録
で
あ
る
︒

(
)
『東
京
市
史
稿

産
業
篇
﹄︵
東
京
市
役
所
編

一
九
四
一
年
︶

12(
)
浦
井
祥
子
﹁
近
代
日
本
の
時
報
︱
皇
居
の
午
砲
を
中
心
と
し
て
︱
﹂︵
松
永
昌
三
編
﹃
近
代
日
本
文
化
の
再
発
見
﹄︑
岩
田
書
院
︑
二
〇
〇
六
年
︶

13(
)
内
田
星
美
﹁
明
治
時
代
に
お
け
る
時
計
の
普
及
﹂︵
橋
本
毅
彦
・
栗
山
茂
久
編
著
﹃
遅
刻
の
誕
生
﹄︑
三
元
社
︑
二
〇
〇
一
年
︶

14(
)
Stephan
V
ines,“C
olonialH
ong
K
ong,Second
ed.”,O
xford,1973.ほ
か
︒

15(
)
タ
イ
ム
・
ボ
ー
ル
の
日
本
語
訳
と
し
て
は
︑﹁
報
時
球
﹂
の
ほ
か
︑﹁
時
報
球
﹂﹁
報
午
球
﹂﹁
標
時
球
﹂﹁
表
時
球
﹂
な
ど
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
︑

16

﹁
報
時
球
﹂
の
使
用
が
最
も
多
く
︑
法
令
用
語
も
﹁
報
時
球
﹂
を
採
用
し
て
い
る
︒

(
)
弓
倉
恒
男
﹁
タ
イ
ム
・
ボ
ー
ル
﹂︵﹃
海
事
資
料
館
研
究
年
報
﹄
二
十
三
：
一
-六

一
九
九
五
年
︶

17(
)
阿
部
謹
也
﹃
日
本
人
の
歴
史
認
識
︱
﹁
世
間
﹂
と
い
う
視
角
か
ら
︱
﹄︵
岩
波
新
書
︑
二
〇
〇
四
年
︶

18(
)
D
erek
H
ow
se
“G
reenw
ich
T
im
e
and
the
Longitude”
N
ationalM
aritim
e
M
useum
,Philip
W
ilson
Publishers
Lim
ited,1997
な

19
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お
︑
本
書
の
訳
書
と
し
て
︑
デ
レ
ク
・
ハ
ウ
ス
著
︑
橋
爪
若
子
訳
﹃
グ
リ
ニ
ッ
ジ
・
タ
イ
ム
﹄︵
東
洋
書
林
︑
二
〇
〇
七
年
︶
が
あ
り
︑
参
考
に

し
た
︒

(
)
前
掲
書

20

第二章 日本の時刻報知の近代化

45


	glo_sousyo_09_03



