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近
代
に
お
け
る
民
俗
学
・
植
物
学
の
分
野
で
先
駆
的
な
研
究
を
お
こ

み
な
か
た
く
ま
ぐ
す

な
っ
た
南
方
熊
楠
（
一
八
六
七
’
一
九
四
一
、
以
下
、
熊
楠
と
略
）
は
、

と
ぎ
ほ
う
り
ゅ
う

真
言
僧
の
土
宜
法
龍
（
一
八
五
四
’
一
九
二
三
、
以
下
、
法
龍
と
略
）

に
対
し
膨
大
な
量
に
及
ぶ
耆
簡
を
書
き
綴
っ
た
。
法
龍
は
、
仁
和
寺
門
跡
、

真
言
宗
各
派
連
合
総
裁
、
金
剛
峯
寺
座
主
と
い
っ
た
重
職
を
歴
任
し
、
近

代
真
言
宗
に
お
い
て
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
真
言
僧
で
あ
る
。
現
在
、
そ

れ
ら
の
書
簡
群
は
熊
楠
の
研
究
者
の
間
で
、
熊
楠
の
思
想
を
読
み
解
く
た

め
の
第
一
級
の
資
料
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
特
に
一
八
九
三
’
四
年
、

一
九
○
二
’
○
四
年
に
認
め
ら
れ
た
法
龍
宛
書
簡
に
は
、
仏
教
論
を
は
じ

め
と
し
て
、
科
学
論
、
宗
教
論
、
そ
し
て
熊
楠
の
思
い
描
い
た
世
界
観
ま

で
も
が
縦
横
無
尽
に
語
ら
れ
て
い
る
。

熊
楠
と
法
龍
の
往
復
書
簡
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
重
要
な
ト
ピ
ッ

ク
の
一
つ
に
、
大
乗
非
仏
説
が
あ
る
。
大
乗
非
仏
説
の
い
わ
ん
と
す
る
要

旨
と
は
、
仏
教
の
教
え
を
説
い
た
の
は
、
歴
史
上
の
仏
教
の
開
祖
た
る
釈

尊
た
だ
-
人
で
あ
り
、
釈
尊
の
入
滅
か
ら
約
五
○
○
年
も
の
時
を
経
て
か

ら
成
立
し
た
大
乗
仏
教
の
教
え
は
真
の
仏
教
で
は
な
く
、
上
座
部
仏
教

南
方
熊
楠
の
考
え
る
仏
教

｜
は
じ
め
に

特
集
・
〈
型
〉
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
Ⅱ

ｌ
土
宜
法
龍
宛
書
簡
を
中
心
に
Ｉ

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
②
書
物
の
思
考
ｌ
創
造
と
し
て
の
注
釈
・
引
用
・
編
集
Ｉ

上
に
お
い
て
少
な
か
ら
ず

動
揺
を
来
す
こ
と
と
な
っ

た
。
大
乗
非
仏
説
が
射
程

に
し
た
仏
教
圏
は
、
仏
教

を
イ
ン
ド
か
ら
中
国
な
ど

を
経
由
し
て
導
入
し
た
日

本
仏
教
全
体
を
も
そ
の
対

象
に
含
む
こ
と
に
な
っ
た
。

熊
楠
と
法
龍
が
書
簡
を
交

わ
し
て
い
た
時
期
は
、
こ

の
大
乗
非
仏
説
が
日
本
に

渦
巻
い
て
い
た
時
期
と
重

な
る
。
仏
教
の
教
え
を
釈

こ
そ
釈
尊
直
説
の
教
え
で
あ
る
と
い
う
極
め
て
合
理
的
な
視
点
か
ら
解
釈

し
よ
う
と
す
る
仏
教
論
で
あ
る
。
こ
の
言
説
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
、

リ
ス
Ⅱ
デ
ヴ
ィ
ッ
ズ
と
い
っ
た
、
日
本
近
代
仏
教
学
に
大
き
な
影
響
を
与

え
た
四
世
紀
は
じ
め
の
ョ
-
ロ
ッ
パ
の
イ
ン
ド
学
・
言
語
学
の
形
成
に
寄

与
し
た
学
者
ら
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
、
そ
の
動
き
は
日
本
近
代
仏
教
史
史

神
田
英
昭

』。』ノ』ｂ-ｉｏ，：一三『変〃・イノ．ヌえノ
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尊
一
人
の
枠
組
み
へ
と
押
し
こ
め
よ
う
と
す
る
大
乗
非
仏
説
に
対
し
、
熊

楠
は
法
龍
宛
の
書
簡
に
お
い
て
様
々
な
か
た
ち
で
反
論
を
お
こ
な
う
。
つ

ま
り
熊
楠
は
「
大
乗
仏
説
論
」
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
熊
楠
が

法
龍
宛
の
書
簡
に
書
き
記
し
た
仏
教
論
や
大
乗
非
仏
説
に
対
す
る
反
論
は
、

熊
楠
独
自
の
世
界
観
が
大
き
く
反
映
さ
れ
て
お
り
、
ま
こ
と
に
興
味
深
い

も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
言
葉
を
追
う
こ
と
に
よ
り
、
熊
楠
の
理
論
モ
デ

ル
を
図
で
あ
ら
わ
し
た
と
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
南
方
マ
ン
ダ
ラ
」
（
【
図

１
｝
）
の
発
想
に
も
通
底
す
る
思
想
が
流
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た

が
っ
て
熊
楠
が
法
龍
宛
書
簡
に
書
き
記
し
た
仏
教
論
や
大
乗
非
仏
説
へ
の

反
論
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
熊
楠
の
世
界
観
を
読
み
解
く
基
礎
作
業
へ
と

連
な
る
。
以
下
に
考
察
を
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

熊
楠
と
法
龍
の
往
復
書
簡
に
お
い
て
話
題
と
な
っ
た
仏
教
圏
は
広
範
囲

に
わ
た
る
。
イ
ン
ド
、
中
国
、
日
本
そ
し
て
チ
ベ
ッ
ト
な
ど
の
諸
仏
教
を

は
じ
め
と
し
て
、
世
界
の
国
々
に
様
々
な
か
た
ち
で
息
づ
い
た
仏
教
を
比

較
し
よ
う
と
試
み
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
釈
尊
が
説
い
た
こ
と
ば
の
み

を
仏
教
と
み
な
す
大
乗
非
仏
説
に
対
し
、
熊
楠
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

釈
迦
が
大
乗
教
経
こ
と
ご
と
く
作
る
能
わ
ざ
る
は
、
知
れ
き
っ
た
こ

と
な
り
。
し
か
し
て
、
こ
れ
を
竜
樹
、
天
親
、
無
著
、
提
婆
、
世
友
、

馬
鳴
輩
の
握
造
と
い
う
。
今
、
こ
の
握
造
と
指
さ
る
る
人
を
ま
ず
（
実

際
は
六
、
七
よ
り
多
く
洋
人
は
指
し
能
わ
ざ
る
が
）
十
人
と
み
る
べ

し
。
釈
迦
一
人
で
作
る
能
わ
ざ
る
も
の
を
、
こ
の
十
人
に
て
作
り
得

（１）

た
り
や
。
十
人
に
て
も
や
は
り
人
数
が
足
ら
ぬ
こ
と
明
白
な
り
。

大
乗
非
仏
説
は
、
大
乗
仏
教
の
経
典
は
釈
尊
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
も
の
で

二
網
の
目
の
中
の
釈
尊
ｌ
大
乗
非
仏
説
へ
の
反
論

は
な
く
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
（
龍
樹
）
を
は
じ
め
と
す
る
後
世
の
仏
僧
た

ち
に
よ
っ
て
「
握
造
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
批
判
す
る
。
熊
楠
は
、
こ
の

大
乗
非
仏
説
か
ら
の
批
判
を
自
明
の
事
実
と
し
て
認
め
る
。
そ
の
上
で
仏
教

と
は
、
釈
尊
一
人
で
は
作
り
得
な
か
っ
た
も
の
を
、
龍
樹
や
馬
鳴
な
ど
の
大

乗
仏
教
の
祖
師
等
が
加
わ
る
こ
と
な
く
し
て
は
成
立
し
え
な
い
と
の
見
解
を

（２）
下
す
。
熊
楠
が
仏
教
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
視
座
と
は
、
仏
教
の
思
想
を

す
べ
て
釈
尊
と
い
う
歴
史
上
に
実
在
し
た
一
人
の
人
物
に
還
元
し
て
捉
え

よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
仏
教
が
イ
ン
ド
を
越
え
て
世
界
各
国
に
伝
播

す
る
に
し
た
が
い
、
そ
こ
に
歴
史
的
な
時
間
が
ど
の
よ
う
に
蓄
積
さ
れ
て

い
っ
た
の
か
を
考
慮
し
、
そ
の
間
に
膨
大
な
数
に
上
る
僧
侶
た
ち
が
関
わ

り
合
っ
た
の
か
と
い
う
歴
史
的
事
実
を
も
含
め
、
多
様
な
要
因
を
重
ね
合

わ
せ
て
仏
教
を
捉
え
よ
う
と
す
る
。
ま
た
熊
楠
の
考
え
る
仏
教
の
時
間
軸

と
は
、
釈
尊
在
世
以
前
の
時
間
を
も
含
む
。
法
龍
宛
の
書
簡
に
展
開
さ
れ

た
熊
楠
の
大
乗
仏
教
を
擁
護
す
る
発
言
は
、
釈
尊
や
日
本
各
宗
派
の
宗
祖

等
の
特
定
の
教
義
を
崇
め
奉
る
と
い
っ
た
ド
グ
マ
に
縛
ら
れ
た
も
の
で
は

似ないＯ釈
迦
が
仏
教
を
始
め
た
な
ど
心
得
る
は
大
違
い
に
し
て
、
釈
迦
よ
り

ず
っ
と
前
よ
り
あ
り
し
な
り
。
：
：
：
仏
教
は
決
し
て
釈
迦
が
作

り
出
だ
せ
る
も
の
に
あ
ら
ず
。
第
一
、
仏
教
の
仏
の
字
に
釈
迦
と
い

う
意
少
し
も
な
し
。
す
な
わ
ち
ク
ル
ソ
ン
仏
、
カ
ナ
カ
ム
ニ
仏
等
あ

り
て
、
こ
れ
が
先
を
な
せ
る
な
り
。
も
っ
と
も
時
代
の
違
え
ば
、
釈

迦
の
説
法
と
は
大
い
に
違
う
な
る
べ
し
。
（
「
往
復
書
簡
』
Ⅲ
頁
）

熊
楠
は
、
「
仏
教
」
の
「
仏
」
と
い
う
意
味
を
取
り
上
げ
た
場
合
に
、
そ

（

３

）

ク

ル

ソ

ン

こ
に
釈
尊
と
い
う
意
味
は
な
い
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
拘
留
孫
仏
や
カ
ナ
カ

く
な
が
ん
む
に
ぶ
つ

ム
ニ
仏
（
筆
者
注
卵
倶
那
含
牟
尼
仏
を
指
す
か
）
と
い
っ
た
釈
尊
が
現
世
に
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現
れ
る
ま
で
に
出
現
し
た
と
さ
れ
る
仏
た
ち
、
い
わ
ゆ
る
「
過
去
七
仏
」
を

例
に
あ
げ
て
、
釈
尊
が
説
い
た
仏
教
に
先
駆
け
る
か
た
ち
で
、
す
で
に
釈
尊

在
世
以
前
に
も
仏
教
が
存
在
し
た
と
主
張
す
る
。
過
去
七
仏
の
教
え
は
釈
尊

在
世
の
時
代
と
は
異
な
る
た
め
、
必
然
的
に
そ
の
教
え
は
大
き
く
異
な
る

と
い
う
。
つ
ま
り
熊
楠
の
考
え
る
仏
教
と
は
、
人
間
と
し
て
存
在
し
た
釈

尊
が
説
い
た
教
え
だ
け
が
仏
教
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
と
み
な
す
の
で
は
な

（４）

く
、
釈
尊
以
前
に
も
仏
教
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
る
。
次
に
熊
楠
は
図

を
描
き
（
【
図
２
】
）
、
仏
教
相
伝
の
系
譜
に
お
い
て
釈
尊
は
ど
の
よ
う
な
位

置
づ
け
に
な
る
の
か
、
さ
ら
に
そ
の
教
え
は
時
代
が
進
む
に
つ
れ
て
互
い

に
影
響
を
与
え
な
が
ら
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
の
か
を
説
明
す
る
。

上
の
図
の
ご
と
く
（
１
）
と
書
せ
る
点
を
釈
迦
と
し
て
み
よ
。
（
２
）

（
３
）
（
４
）
は
、
飲
光
、
金
寂
、
拘
留
孫
等
の
諸
仏
が
説
法
せ
し
の

じ
ゃ
。
し
か
し
て
（
３
）
の
説
法
は
散
じ
て
（
４
）
（
５
）
と
な
り
、

（
６
）
（
７
）
の
伝
中
に
混
ぜ
る
を
、
（
２
）
の
時
に
出
世
の
仏
が
ま
た

撰
出
し
て
説
く
の
じ
ゃ
。
し
か
し
て
（
２
）
仏
の
説
き
し
正
法
ま
た

ハ脇

の
時
に
出
世
の
仏
が
ま
た

一
）
仏
の
説
き
し
正
法
ま
た

散じて（ａ）（ｂ）

舗となり、（Ｃ）

辮
艇
鞠
潔

ざ
』
つ
じ
ゆ
う

南
３
宛
月
を
、
（
１
）
仏
が

蠅墹また撰出して説

値Ⅲくじや。しかし

１
く
て
い
か
に
撰
出
す

２図
る
も
、
（
１
）
（
２
）

（
３
）
と
年
代
も

か
わ
り
、
ま
た
後
に
な
る
ほ
ど
外
物
外
境
の
関
係
も
か
わ
る
ゆ
え
、

骨
寵
は
同
一
で
も
、
方
便
、
軌
範
等
の
末
事
は
ち
が
う
な
り
。
故
に
、

（
１
）
仏
す
な
わ
ち
釈
尊
の
説
法
に
は
、
華
厳
の
種
子
、
真
言
の
密
法
、（５）

法
相
の
要
旨
、
天
台
の
所
起
、
念
仏
の
方
便
、
い
ず
れ
も
あ
る
な
り
。

仏
教
の
教
え
の
系
譜
に
お
い
て
釈
尊
を
位
置
づ
け
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
思
想
を
束
ね
た
重
要
な
結
節
点
と
な
っ
た
仏
の
一
人
に
す
ぎ
な
い
、
と

（６）

熊
楠
は
解
釈
す
る
。
そ
の
釈
尊
の
教
え
も
（
筆
写
注
”
こ
こ
で
は
（
１
）

を
指
す
）
、
歴
史
的
条
件
や
場
所
が
変
化
す
る
の
に
伴
い
「
外
物
と
混
和

封』つじゆ・っ

雑
操
」
し
、
そ
れ
が
ま
た
新
た
な
教
え
と
な
っ
て
仏
教
を
か
た
ち
づ
く
る

と
い
う
。
さ
ら
に
そ
の
教
え
が
散
じ
、
新
た
な
仏
教
の
教
説
を
生
み
出
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
仏
教
に
対
す
る
熊
楠
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
仏
教
の
教
義
が

釈
尊
の
在
世
以
前
に
も
ま
た
以
後
に
も
存
在
し
、
さ
ら
に
歴
史
的
・
地
理

的
な
条
件
が
相
互
に
関
わ
り
合
い
な
が
ら
そ
の
教
え
が
変
容
す
る
、
と
い

う
非
常
に
動
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
仏
教
の
教
義
は
「
骨
髄
は
同
一
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提

と
し
た
上
で
、
時
代
が
移
り
変
わ
り
、
さ
ら
に
仏
教
の
発
祥
地
で
あ
る
イ

ン
ド
以
外
の
異
国
に
広
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教
の
教
え
を
説
く
手
段

も
変
化
し
て
い
く
と
い
う
。
イ
ン
ド
よ
り
伝
播
さ
れ
た
仏
教
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
国
、
あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
風
土
や
習
慣
と
結
び
つ
き
な
が

ら
変
容
を
繰
り
返
し
、
再
生
産
さ
れ
つ
づ
け
る
。
ゆ
え
に
釈
尊
の
説
法
の

中
に
は
、
華
厳
宗
や
真
言
宗
、
そ
し
て
法
相
宗
と
い
っ
た
日
本
仏
教
各
宗

派
の
教
え
に
通
底
す
る
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
熊
楠
の
仏

教
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
あ
ら
わ
す
と
、
ま
る
で
網
の
目
の
よ
う
な
図
で

描
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

熊
楠
の
考
え
る
仏
教
の
歴
史
的
な
思
想
像
と
は
、
釈
尊
一
人
の
こ
と
ば
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を
追
い
求
め
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
仏
教
の
教
え
は
釈
尊
の
入
滅
後

二
千
年
以
上
の
長
き
に
わ
た
っ
て
変
容
し
な
が
ら
も
語
り
つ
が
れ
て
き
た

と
い
う
お
互
い
の
関
係
性
を
重
視
す
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
日
本
で
は

大
乗
仏
教
と
い
う
か
た
ち
で
仏
教
は
受
容
さ
れ
た
。
熊
楠
は
そ
の
大
乗
仏

教
を
奉
じ
る
と
い
う
。

吾
々
は
浬
藥
後
の
釈
尊
、
抽
象
的
の
諸
仏
菩
薩
を
尊
ぶ
の
み
。
他
は

人
間
な
れ
ば
、
其
人
々
の
一
言
一
行
に
少
々
の
難
く
せ
あ
り
た
り
と

て
、
何
の
事
も
な
き
な
り
。
世
は
活
動
し
て
止
ぬ
も
の
な
れ
ば
、
色
々

の
異
見
な
ど
出
る
は
自
然
の
事
に
て
、
す
な
は
ち
流
れ
て
止
ざ
る
の

意
也
。
上
流
下
底
に
潜
み
、
下
流
渦
紋
を
な
し
て
旗
り
上
り
、
左
流

右
岸
を
打
ち
、
右
浪
左
汀
に
瀕
す
る
も
、
流
た
る
こ
と
は
一
な
れ
ば
、

（７）

何
の
事
も
な
き
筈
な
り
。

熊
楠
は
「
世
は
活
動
し
て
止
ぬ
も
の
」
と
述
べ
て
い
る
。
時
は
移
り
変

わ
る
も
の
で
あ
り
、
過
ぎ
去
っ
た
時
間
と
連
動
し
て
仏
教
に
対
す
る
人
々

の
意
見
も
、
肯
定
的
な
見
解
や
否
定
的
な
見
解
な
ど
様
々
な
も
の
が
出
現

す
る
の
は
必
然
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
有
り
様
と
は
「
流
れ
て
止
ま
ざ

る
」
も
の
で
あ
る
。
仏
教
は
長
い
時
間
を
か
け
て
様
々
な
国
に
お
い
て
息

づ
い
て
き
た
。
そ
の
連
続
性
を
無
視
す
る
こ
と
な
く
、
さ
ら
に
時
代
が
変

化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
教
義
が
変
容
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
認
め
た
上

で
、
熊
楠
は
仏
教
を
包
括
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
。
こ
の
視
座
こ
そ
、
熊

楠
が
仏
教
に
対
し
て
持
っ
た
独
自
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
ま
た
こ
れ
は
、
当
時
の
日
本
の
仏
教
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て

い
た
大
乗
非
仏
説
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
も
な
り
得
る
だ
ろ
う
。

三
熊
楠
の
因
果
論
と
仏
教
の
実
用
性

そ
れ
で
は
な
ぜ
熊
楠
は
、
数
あ
る
世
界
宗
教
の
中
で
も
と
り
わ
け
仏
教

の
思
想
に
対
し
て
興
味
を
持
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
熊
楠
は
法
龍

宛
書
簡
の
中
で
、
仏
教
を
信
仰
す
る
理
由
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
言
葉
を

述
べ
て
い
る
。

小
生
の
仏
徒
を
信
仰
す
る
は
、
其
因
果
の
一
大
理
に
あ
る
な
り
。
す

な
は
ち
、
輪
廻
し
て
行
は
る
る
な
り
。
世
進
み
学
（
文
学
等
感
情
的

の
も
の
を
除
き
）
す
す
む
に
従
ひ
、
因
果
と
い
ふ
こ
と
は
決
し
て
争

ふ
可
ら
ざ
る
こ
と
と
な
れ
り
。
故
に
神
意
説
を
唱
ふ
る
も
の
は
因
果

を
排
せ
ん
と
す
る
も
の
な
れ
ば
、
世
の
進
む
に
併
伴
せ
ず
。
凡
て
人

と
し
て
相
併
伴
せ
ざ
る
二
理
を
共
有
包
含
す
る
は
、
相
伴
併
す
る
二

（８）

理
を
抱
持
施
行
す
る
よ
り
万
々
難
し
。

右
の
引
用
文
に
お
い
て
熊
楠
は
「
神
意
説
」
、
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
の

存
在
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
を
対
比
さ
せ

つ
つ
、
仏
教
の
教
義
の
持
つ
優
秀
性
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
焦
点

に
あ
て
ら
れ
た
の
は
、
仏
教
に
説
か
れ
る
因
果
の
思
想
で
あ
っ
た
。
さ
ら

に
仏
教
を
信
仰
す
る
理
由
と
し
て
も
因
果
を
持
ち
出
し
て
い
る
こ
と
が
わ

（９）
か
る
◎
そ
れ
で
は
熊
楠
が
法
龍
に
述
べ
る
と
こ
ろ
の
因
果
と
は
、
い
っ
た

い
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
熊
楠
は
因
果

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
箇
所
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

因
果
と
い
う
こ
と
の
実
際
、
一
張
一
弛
の
み
に
あ
ら
ず
し
て
、
や
り

ょ
う
に
よ
れ
ば
一
張
さ
ら
に
一
張
、
さ
ら
に
一
張
し
う
る
は
、
僅
々

の
年
間
に
、
人
智
を
加
え
て
、
無
数
の
新
種
の
動
植
物
を
作
り
出
だ

せ
る
に
て
知
る
べ
し
。
も
っ
と
も
油
断
す
れ
ば
た
ち
ま
ち
も
と
へ
か

え
る
な
り
。
さ
れ
ど
油
断
せ
ぬ
ゆ
え
、
今
に
そ
の
種
は
伝
わ
り
お
れ

り
．
：
し
か
し
て
こ
の
人
智
は
何
の
処
よ
り
来
た
る
と
い
え
ば
、
こ

-２２-
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（旧）

れ
ぞ
仏
性
に
し
て
、
至
極
妙
不
可
思
議
の
一
体
の
一
部
な
り
。

熊
楠
の
述
べ
る
と
こ
ろ
の
「
因
果
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
一
張
さ
ら
に

一
張
、
さ
ら
に
一
張
」
す
る
と
い
っ
た
生
成
発
展
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
。

ま
た
そ
の
過
程
を
通
し
て
「
無
数
の
新
種
の
動
植
物
」
を
作
り
出
す
も
の

で
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
そ
こ
に
は
「
人
智
」
の
働
き
も
加
わ
る
と
い
う
。

こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
法
龍
宛
書
簡
に
展
開
さ
れ
た
仏
教
論
と
重
な
り
合
う
。

ま
た
進
化
論
に
対
す
る
影
響
も
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
因
果
の

思
想
を
伝
統
的
に
語
り
つ
い
で
き
た
仏
教
に
こ
そ
、
西
洋
の
科
学
を
上
回

（Ⅲ）

る
も
の
が
あ
る
の
だ
と
主
張
す
る
。

ま
た
熊
楠
は
現
象
が
生
成
し
て
い
く
た
め
の
原
動
力
と
な
る
「
人
智
」

に
対
し
て
、
「
こ
れ
ぞ
仏
性
」
と
表
現
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
ま
た
「
至

極
妙
不
可
思
議
の
一
体
」
か
ら
く
る
「
一
部
」
で
あ
る
と
も
表
現
し
て
い

る
。
熊
楠
は
人
間
の
知
恵
を
、
個
人
か
ら
派
生
し
た
現
象
と
し
て
片
づ
け

よ
う
と
は
考
え
な
い
。
そ
れ
は
人
間
の
想
像
力
を
越
え
た
超
越
的
な
存
在

か
ら
現
れ
出
た
働
き
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
と
解
釈
す
る
。
法
龍
宛
の
書
簡

に
書
き
記
さ
れ
た
熊
楠
の
言
葉
に
、
超
越
的
な
存
在
と
人
間
の
知
恵
が
相

互
に
関
わ
り
合
う
関
係
性
に
つ
い
て
畏
敬
の
念
を
こ
め
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
ら
れ
る
。

宇
宙
万
有
は
無
尽
な
り
。
た
だ
し
入
す
で
に
心
あ
り
。
心
あ
る
以
上
は

心
の
能
う
だ
け
の
楽
し
み
を
宇
宙
よ
り
取
る
。
宇
宙
の
幾
分
を
化
し
て
（吃）

お
の
れ
の
心
の
楽
し
み
と
す
。
こ
れ
を
智
と
称
す
る
こ
と
か
と
思
う
。

個
人
の
智
と
は
超
越
的
な
も
の
と
の
関
わ
り
合
い
の
中
か
ら
、
初
め
て

成
り
立
つ
。
個
人
の
智
を
ど
の
よ
う
に
生
か
す
の
か
、
熊
楠
は
そ
の
モ
デ

ル
を
仏
教
の
因
果
の
思
想
に
着
目
し
、
実
践
的
に
応
用
で
き
る
よ
う
な
理

論
モ
デ
ル
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。

仏
教
興
隆
は
物
に
因
り
て
あ
ら
わ
る
も
の
に
あ
ら
ず
。
…
ま
た
、

心
に
限
り
て
存
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
。
．
：
た
だ
事
に
因
り
て
行
な

わ
る
る
も
の
な
り
。
そ
の
事
と
は
何
ぞ
や
。
日
々
入
れ
か
わ
り
死
に

失
せ
、
生
ま
れ
出
で
、
宿
が
え
し
す
る
な
が
ら
も
、
一
社
会
に
事
と

し
て
盛
ん
に
伝
わ
り
て
止
ま
ぬ
こ
と
、
一
秒
前
の
血
液
と
今
の
血
液
、

今
の
血
液
と
一
息
後
の
血
液
は
か
わ
れ
ど
も
、
血
液
流
通
し
て
身
体
（旧）

を
維
持
興
隆
す
る
こ
と
は
止
ま
ざ
る
が
ご
と
く
な
ら
し
む
る
な
り
。

仏
教
が
現
実
の
世
界
で
興
隆
し
て
い
く
為
に
は
、
全
て
を
「
心
」
的
な

事
象
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
「
物
」
的
な
事
象
と
し
て
捉
え

る
の
で
も
な
く
、
「
事
」
に
因
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
「
事
」
と

し
て
仏
教
が
社
会
に
立
ち
現
れ
る
さ
ま
と
は
、
「
日
々
入
れ
か
わ
り
死
に

失
せ
」
さ
ら
に
再
び
「
生
ま
れ
出
で
」
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
変
容
は
そ

の
ま
ま
。
社
会
に
事
と
し
て
盛
ん
に
」
伝
わ
っ
て
い
く
と
い
う
。
熊
楠

が
こ
こ
に
述
べ
る
仏
教
興
隆
を
「
事
」
と
し
て
捉
え
る
イ
メ
ー
ジ
と
は
、

血
液
の
流
れ
を
た
と
え
に
持
ち
出
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
定
の
恒
常
性
を

持
ち
つ
つ
絶
え
ず
変
化
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
、

前
述
し
た
網
の
目
の
図
で
あ
ら
わ
さ
れ
た
仏
教
論
に
も
通
底
す
る
。

四
仏
教
科
学
論
の
構
築

法
龍
宛
の
書
簡
の
中
に
は
、
仏
教
論
を
散
り
ば
め
な
が
ら
、
様
々
な
か

た
ち
で
熊
楠
自
身
の
理
論
モ
デ
ル
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
展
開
さ

れ
た
理
論
と
は
、
大
乗
仏
教
の
経
典
の
原
典
を
読
み
こ
み
、
原
文
を
引

（脚）

用
し
な
が
ら
論
を
積
み
重
ね
て
い
く
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
と
ら
な
い
。
む

し
ろ
自
身
の
持
つ
内
な
る
イ
メ
ー
ジ
を
、
仏
教
の
因
果
の
思
想
に
当
て
は

め
、
そ
こ
か
ら
自
由
自
在
に
思
索
を
膨
ら
ま
せ
て
い
く
と
い
う
ス
タ
イ
ル

-２３-
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を
と
る
。
そ
し
て
法
龍
宛
書
簡
に
反
復
さ
れ
る
熊
楠
の
因
果
に
対
す
る
イ

メ
ー
ジ
は
、
た
だ
反
復
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
書
簡
の
や
り
と
り
を
重
ね

る
に
し
た
が
い
、
真
言
宗
の
教
主
で
あ
る
大
日
如
来
を
中
心
と
し
た
一
つ

の
科
学
論
と
し
て
理
論
化
を
し
よ
う
と
試
み
る
。
そ
の
時
期
と
は
、
主
に

一
九
○
二
’
四
年
の
書
簡
の
や
り
と
り
の
中
で
展
開
さ
れ
た
。
そ
の
ピ
ー

ク
と
な
る
の
は
、
一
九
○
三
年
七
’
八
月
に
描
か
れ
た
南
方
マ
ン
ダ
ラ
で

あ
る
。
し
か
し
仏
教
の
根
源
的
な
存
在
が
大
日
如
来
で
あ
る
こ
と
は
、
南

方
マ
ン
ダ
ラ
が
現
れ
る
約
岨
年
前
に
あ
た
る
大
乗
非
仏
説
に
対
し
て
反
論

を
試
み
て
い
た
一
八
九
四
年
の
時
点
に
お
い
て
す
で
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

大
乗
非
仏
説
な
ら
、
大
乗
は
何
よ
り
出
で
し
か
。
お
よ
そ
教
え
の
出
づ

る
は
必
ず
人
の
言
に
よ
り
て
述
べ
ら
る
（
現
身
の
仏
お
よ
び
菩
薩
等
）
。

た
だ
し
、
教
え
の
真
底
は
天
然
に
宇
宙
の
う
ち
の
み
な
ら
ず
宇
宙
を

包
蔵
し
て
な
ん
と
も
感
ぜ
ぬ
ほ
ど
の
大
な
る
と
こ
ろ
に
存
す
る
も
の
な

り
。
こ
れ
を
言
う
も
の
、
誰
が
い
う
た
か
ら
そ
の
も
の
の
み
の
功
名
と

い
う
べ
き
に
あ
ら
ず
。
大
乗
に
、
す
で
に
大
日
如
来
よ
り
そ
の
教
え
の

（鴫）

涌
出
せ
し
こ
と
を
い
う
。
こ
の
と
こ
ろ
す
で
に
形
以
上
の
義
な
り
。

熊
楠
の
考
え
る
大
乗
仏
教
の
教
え
と
は
、
釈
尊
を
は
じ
め
と
す
る
数
々

の
仏
僧
た
ち
の
背
後
に
、
膨
大
な
思
想
的
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
が
あ
る
こ

と
を
認
め
る
。
そ
の
中
で
、
大
乗
仏
教
の
持
つ
教
え
を
包
括
す
る
象
徴
的

な
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
は
、
真
言
宗
の
主
尊
で
あ
る
大
日
如
来
で

あ
っ
た
。
熊
楠
は
一
九
○
○
年
に
イ
ギ
リ
ス
か
ら
帰
国
後
間
も
な
く
し
て

か
ら
、
大
日
如
来
を
核
に
し
た
自
身
の
世
界
観
の
構
築
を
法
龍
宛
書
簡
に

は
じ
め
た
。
そ
の
世
界
観
と
は
、
単
に
自
己
の
世
界
観
を
法
龍
だ
け
に
伝

え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
書
き
記
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
熊
楠
の
仏
教

論
は
、
実
際
の
社
会
に
活
用
で
き
る
よ
う
に
想
定
し
て
思
索
を
積
み
重
ね

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

余
は
大
乗
で
あ
ろ
う
が
、
職
伽
で
あ
ろ
う
が
、
社
会
に
混
入
し
て
お

る
問
は
、
さ
し
て
え
ら
い
も
の
と
は
思
わ
ず
。
や
は
り
純
一
の
一
大

理
則
が
か
く
の
ご
と
く
に
変
じ
て
あ
ら
わ
れ
て
社
会
を
整
う
る
た
め

に
作
用
す
る
も
の
と
思
え
り
。
す
な
わ
ち
一
大
理
則
、
一
大
正
法
が

社
会
の
用
を
な
し
、
社
会
の
人
々
を
益
せ
ん
と
て
存
す
る
ば
か
り
に
、

（旧）

社
会
に
あ
ら
わ
れ
お
る
な
り
。

熊
楠
の
目
指
す
仏
教
の
役
割
と
は
、
教
義
に
「
純
一
の
一
大
理
則
」
が

あ
り
、
そ
れ
が
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て
社
会
に
機
能
し
て
い
く
と
い
う
プ
ラ

グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
働
き
か
け
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
説
く
。
そ
の
試
み
の

集
成
が
、
那
智
の
森
で
植
物
調
査
を
し
つ
つ
思
索
を
重
ね
て
い
た
時
期
に

（〃）

生
み
出
さ
れ
た
南
方
マ
ン
ダ
ラ
で
あ
る
。
南
方
マ
ン
ダ
ラ
は
極
め
て
難
解

な
熊
楠
の
理
論
モ
デ
ル
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
思
想
の
要
点
に
つ
い
て
、
熊

楠
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

因
は
そ
れ
な
く
て
は
果
が
お
こ
ら
ず
。
ま
た
因
異
な
れ
ば
そ
れ
に

伴
っ
て
果
も
異
な
る
も
の
、
縁
は
一
因
果
の
継
続
中
に
他
因
果
の
継

ざ
ん
に
ゅ
う

続
が
霞
入
し
来
た
る
も
の
、
そ
れ
が
多
少
の
影
響
を
加
え
る
と
き

に
は
起
、
…
：
．
故
に
わ
れ
わ
れ
は
諸
多
の
因
果
を
こ
の
身
に
継

続
し
お
る
。
縁
に
至
り
て
は
一
瞬
に
無
数
に
あ
う
。
そ
れ
が
心
の
と

め
よ
う
、
体
に
ふ
れ
よ
う
で
事
を
お
こ
し
（
起
）
、
そ
れ
よ
り
今
ま

で
続
け
て
来
た
れ
る
因
果
の
行
動
が
、
軌
道
を
は
ず
れ
ゆ
き
、
ま
た

は
ず
れ
た
物
が
、
軌
道
に
復
し
ゆ
く
な
り
。
予
の
曼
陀
羅
の
〈
要
言
、
（旧）

煩
わ
し
か
ら
ず
と
謂
う
べ
し
〉
と
い
う
べ
き
解
は
こ
れ
に
止
ま
る
。

現
象
の
世
界
と
は
数
多
く
の
因
果
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
し
か
し

因
果
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
か
た
ち
で
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
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実
際
に
は
他
の
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
因
果
と
入
り
混
じ
り
、
そ
の
影
響

の
働
き
か
け
合
い
に
よ
り
因
果
は
無
限
に
変
容
し
、
か
つ
生
成
し
て
存
在

す
る
。
こ
こ
に
は
約
岨
年
前
の
法
龍
宛
書
簡
に
書
き
記
し
た
熊
楠
の
仏
教

論
の
痕
跡
を
、
は
っ
き
り
と
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
○
三
年
に

あ
ら
わ
れ
る
熊
楠
の
世
界
観
の
集
成
、
つ
ま
り
南
方
マ
ン
ダ
ラ
と
は
、
因

果
が
相
互
に
働
き
合
い
、
生
成
し
て
い
く
様
を
解
説
し
た
図
と
い
え
る
。

そ
の
発
想
と
は
、
ロ
ン
ド
ン
時
代
に
法
龍
に
向
け
て
書
き
記
し
た
仏
教
論

や
大
乗
非
仏
説
に
対
す
る
反
論
の
内
容
を
踏
襲
さ
せ
た
も
の
と
い
え
よ

う
。
だ
が
そ
れ
は
単
に
因
果
論
を
反
復
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
理
論
を
発

展
さ
せ
つ
つ
、
書
簡
に
書
き
続
け
た
と
い
う
こ
と
を
押
さ
え
て
お
く
必
要

がある。一
切
の
心
性
の
万
般
の
諸
相
は
、
み
な
物
質
上
の
変
化
よ
り
生
ず
と

い
う
人
多
し
。
し
か
る
に
予
を
も
っ
て
見
れ
ば
、
こ
れ
と
同
時
に
（
物

質
を
一
切
無
と
見
て
、
力
と
か
作
用
と
か
無
形
の
も
の
ば
か
り
で
こ

の
世
を
塞
ぐ
と
見
る
な
り
）
、
心
性
上
に
も
ま
た
こ
れ
と
同
様
の
差

別
の
無
尽
の
相
、
無
尽
の
力
あ
り
て
、
そ
れ
が
相
互
の
変
化
動
作
に

（旧）

て
、
物
質
上
の
諸
相
を
現
出
す
と
い
う
こ
と
も
い
え
る
な
り
。

現
象
世
界
の
成
り
立
ち
と
は
「
心
」
が
先
な
の
か
、
「
物
」
が
先
な
の

か
。
熊
楠
は
ど
ち
ら
が
先
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
「
心
」
と
「
物
」
は

同
時
に
働
き
か
け
、
そ
こ
に
あ
ら
た
な
「
事
」
が
生
み
出
さ
れ
る
と
考
え

た
。
さ
ら
に
そ
の
三
者
が
働
き
か
け
合
い
な
が
ら
無
限
に
生
成
さ
れ
、
こ

の
世
の
現
象
と
な
っ
て
立
ち
現
れ
る
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
法
龍
宛
書
簡

に
お
い
て
大
乗
非
仏
説
へ
の
反
論
、
ま
た
は
因
果
論
と
し
て
当
て
は
め
ら

五
お
わ
り
に

れ
た
。
大
乗
非
仏
説
の
よ
う
に
、
仏
教
の
教
え
を
釈
尊
一
人
に
還
元
さ
せ

単
純
化
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
仏
教
を
歴
史
的
・
文
化
的
な
背
景
を

含
め
複
眼
的
に
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
し
た
が
っ
て
熊
楠
に

と
っ
て
大
乗
仏
教
と
は
、
正
当
な
仏
教
と
見
な
す
こ
と
が
出
来
る
。

返
す
返
す
も
遺
憾
な
る
は
、
真
言
宗
に
釈
迦
を
祖
師
と
も
本
尊
と
も

せ
し
こ
と
な
き
に
、
真
言
の
輩
一
生
懸
命
に
釈
迦
の
こ
と
の
み
に
か

か
る
こ
と
な
り
。
他
の
諸
神
の
こ
と
を
忘
れ
て
「
い
な
り
」
信
者
が

狐
に
の
み
奉
仕
す
る
ご
と
し
。
西
洋
の
仏
徒
仏
徒
い
う
輩
、
多
く
は

そ
の
教
え
入
り
や
す
く
、
ま
た
破
壊
的
な
る
よ
り
、
小
乗
を
好
み
、

仏
教
は
無
神
教
な
り
な
ど
い
い
ふ
ら
す
。
し
か
し
て
、
わ
が
大
乗
徒

（釦）

大
い
に
こ
れ
を
悦
ぶ
は
何
の
こ
と
や
ら
分
か
り
か
ぬ
る
な
り
。

熊
楠
は
、
大
乗
非
仏
説
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
前
に
、
数
え
切
れ
な

い
ほ
ど
の
神
仏
を
信
仰
す
る
日
本
仏
教
の
持
つ
長
所
を
知
っ
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。
し
か
し
近
代
に
入
り
、
日
本
の
仏
教
界
は
大
乗
非
仏
説
の
言
説

を
受
い
れ
、
そ
の
変
化
に
合
わ
せ
て
教
義
の
す
り
合
わ
せ
を
お
こ
な
う
こ

と
な
る
。
真
言
宗
内
に
お
い
て
も
釈
尊
の
位
置
づ
け
に
奔
走
し
て
い
る
と

い
う
。
そ
の
よ
う
な
真
言
僧
た
ち
の
振
る
舞
い
は
、
あ
た
か
も
「
い
な
り

信
者
」
が
狐
に
の
み
奉
仕
す
る
よ
う
に
み
え
る
と
皮
肉
を
こ
め
て
書
簡
に

書
き
綴
る
。
熊
楠
が
こ
の
よ
う
に
嘆
く
背
景
に
は
、
長
い
時
を
経
て
日
本

に
根
付
い
た
大
乗
仏
教
の
教
義
が
、
急
速
な
西
洋
化
の
流
れ
を
受
け
変
質

し
て
い
く
姿
を
感
じ
取
っ
て
い
た
こ
と
と
密
接
な
関
わ
り
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
こ
ま
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
法
龍
宛
書
簡
で
展
開
さ
れ
た
熊
楠

の
仏
教
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
仏
教
を
一
線
上
の
一
つ
の
あ
り
方
と

し
て
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、
多
種
多
様
な
網
の
目
の
因
果
の
関
わ
り
の
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中
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
提
唱
し
よ
う
と
す
る
動
的
な
ま
な
ざ
し
で
あ
る
。

仏
教
の
価
値
の
体
系
を
一
つ
だ
け
で
は
な
く
、
ほ
か
の
視
線
か
ら
も
と
ら

え
よ
う
と
す
る
熊
楠
の
視
座
は
、
物
事
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
今
も
無
尽

蔵
の
ヒ
ン
ト
を
私
た
ち
に
与
え
て
く
れ
る
に
違
い
な
い
。

注
（
１
）
長
谷
川
興
蔵
・
飯
倉
照
平
編
『
南
方
熊
楠
・
土
宜
法
竜
往
復
書
簡
』

八
坂
書
房
、
一
九
九
○
年
、
捌
頁
（
以
下
、
『
往
復
書
簡
」
と
略
）
。

（
２
）
「
小
生
は
大
乗
は
空
よ
り
降
り
し
と
い
う
に
あ
ら
ず
、
釈
迦
の
後

に
多
く
の
豪
傑
出
て
こ
れ
を
成
せ
し
と
い
う
な
り
」
亀
往
復
書
簡
』

Ⅷ頁）。

（
３
）
熊
楠
は
「
仏
」
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の

「
言
＆
言
」
を
念
頭
に
置
き
述
べ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
「
言
邑
冨
」

の
原
義
は
「
め
ざ
め
た
人
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー

タ
」
の
よ
う
な
古
い
聖
典
で
は
「
言
三
富
」
と
は
た
だ
聖
人
・
修
行

者
の
こ
と
を
指
す
（
中
村
元
「
ブ
ッ
ダ
と
は
？
」
（
『
現
代
思
想
』
５
巻

Ｍ
号
、
一
九
七
七
年
）
を
参
照
）
。

（
４
）
「
大
乗
の
教
は
龍
樹
が
握
造
と
か
世
親
が
強
弁
と
か
に
非
る
は
勿

論
、
釈
迦
の
発
明
で
も
な
く
、
釈
迦
よ
り
ず
っ
と
以
前
よ
り
存
せ
し

こ
と
な
り
。
（
所
謂
賢
劫
の
諸
仏
）
そ
れ
を
釈
迦
が
道
統
を
つ
い
で

最
後
に
（
今
日
よ
り
見
れ
ば
）
説
た
る
な
り
」
（
奥
山
直
司
・
雲
藤
等
．

神
田
英
昭
編
『
高
山
寺
所
蔵
南
方
熊
楠
書
翰
ｌ
土
宜
法
龍
宛
扇
塞

ｌ
己
圏
」
藤
原
書
店
、
二
○
一
○
年
、
Ⅷ
頁
）
（
以
下
、
『
高
山
寺
書

翰」と略）。

（
５
）
『
往
復
書
簡
』
剛
頁
。

（
６
）
法
龍
宛
書
簡
に
書
き
記
さ
れ
た
熊
楠
の
釈
尊
の
位
置
づ
け
に
つ

い
て
は
、
松
居
竜
五
「
南
方
マ
ン
ダ
ラ
の
形
成
」
『
南
方
熊
楠
の
森
」

二
○
○
五
年
、
方
丈
堂
出
版
、
剛
ｌ
陥
頁
を
参
照
。

（
７
）
『
高
山
寺
書
翰
』
Ⅲ
頁
。

（
８
）
『
高
山
寺
書
翰
」
Ⅲ
頁

（
９
）
熊
楠
の
因
果
論
に
つ
い
て
の
先
駆
的
な
研
究
と
し
て
、
原
田
健

二
南
方
熊
楠
ｌ
進
化
論
・
政
治
・
性
』
平
凡
社
、
二
○
○
三
年
が

挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
拙
稿
「
南
方
熊
楠
の
因
果
論
Ｉ
土
宜
法
龍
宛

書
簡
に
み
ら
れ
る
南
方
マ
ン
ダ
ラ
の
萌
芽
」
『
密
教
文
化
』
剛
号
、

二
○
二
年
を
参
照
の
こ
と
。

（
岨
）
『
往
復
書
簡
」
捌
頁
。

（
ｕ
）
飯
倉
照
平
・
小
峯
和
明
・
奥
山
直
司
三
座
談
会
】
南
方
熊
楠
と
ア

ジ
ア
」
『
南
方
熊
楠
と
ア
ジ
ア
」
含
ア
ジ
ア
遊
学
』
剛
号
、
四
頁
）

を参照。

（
皿
）
『
往
復
書
簡
」
茄
頁
。

（
過
）
『
往
復
書
簡
』
眺
頁
。

（
Ｍ
）
熊
楠
は
幼
少
期
に
『
大
蔵
経
」
を
読
破
し
た
と
い
う
説
が
存
在
す

る
が
、
そ
れ
は
後
世
の
伝
説
で
あ
る
。
実
際
に
『
大
蔵
経
』
を
読

み
始
め
る
の
は
仙
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、
雲
藤

等
「
南
方
熊
楠
の
記
憶
力
を
め
ぐ
る
問
題
」
『
熊
楠
研
究
』
４
号
、

二
○
○
二
年
を
参
照
の
こ
と
。

（
鳩
）
『
往
復
書
簡
」
加
ｌ
湖
頁
。

（
肥
）
『
往
復
書
簡
』
加
頁
。

行
）
南
方
マ
ン
ダ
ラ
に
つ
い
て
は
、
鶴
見
和
子
『
南
方
熊
楠
ｌ
地
球
志

向
の
比
較
学
」
一
九
七
八
年
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
八
一
年
）
、

中
沢
新
三
森
の
バ
ロ
ッ
ク
」
一
九
九
二
年
（
講
談
社
学
術
文
庫
、

二
○
○
六
年
）
、
松
居
前
掲
「
南
方
マ
ン
ダ
ラ
の
形
成
」
に
詳
し
い
。

（
肥
）
「
往
復
書
簡
』
捌
頁
。

（
四
）
一
往
復
書
簡
』
珊
頁
。

（
別
）
『
往
復
書
簡
」
畑
ｌ
洲
頁
。
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