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て
第
十
三
回
間
中
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。

「
明
堂
経
」
は
経
穴
学
に
お
け
る
最
も
基
本
的
な
書
物
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
原
本
が
今
日
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
『
明
堂

経
』
を
復
元
す
る
作
業
が
こ
れ
ま
で
も
数
多
く
試
み
ら
れ
て
き
た
。
こ

の
作
業
で
大
き
な
問
題
と
な
る
点
は
、
原
本
に
近
い
本
が
何
種
類
も
存

在
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
た
め
、
整
理
す
る
視
点
の
違
い
に
よ
っ

て
、
類
型
の
異
な
る
い
く
つ
も
の
『
明
堂
』
を
復
元
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
っ
て
し
ま
う
点
に
あ
る
。

唐
の
楊
上
善
が
注
を
加
え
た
「
黄
帝
内
経
明
堂
」
十
三
巻
の
う
ち
、

第
一
巻
の
み
が
京
都
の
仁
和
寺
と
前
田
育
徳
会
尊
経
閻
文
庫
に
残
さ
れ

て
い
る
が
、
本
書
は
こ
れ
ら
を
元
に
、
全
十
三
巻
の
本
文
の
復
元
を
試

み
た
も
の
で
あ
る
。

八
年
ほ
ど
前
に
桑
原
陽
二
氏
が
『
経
穴
学
の
古
代
体
系
」
（
績
文
堂
）

の
中
で
「
黄
帝
明
堂
経
」
の
復
元
を
試
み
て
お
り
、
内
容
的
に
は
本
書

に
近
似
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
桑
原
氏
の
も
の
は
原
『
明
堂
経
（
三
巻
）
』

の
復
元
の
試
み
で
あ
り
、
本
書
と
は
目
的
を
異
に
し
て
い
る
。

復
元
は
織
密
さ
を
要
す
る
作
業
で
あ
る
。
『
甲
乙
経
」
、
『
外
台
秘
要

方
』
、
「
医
心
方
」
な
ど
を
参
考
資
料
と
し
て
、
「
明
堂
」
の
復
元
を
試
み

た
と
し
よ
う
。
資
料
に
よ
っ
て
記
述
が
異
な
る
場
合
、
ど
れ
を
採
っ
た

ら
よ
い
か
が
、
ま
ず
問
題
に
な
る
。
こ
れ
を
決
定
す
る
に
は
、
多
く
の

資
料
を
検
討
し
て
頭
を
抱
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
う
ち
、
だ
ん

だ
ん
と
嫌
気
が
さ
し
、
資
料
を
山
積
し
た
ま
ま
、
仕
事
は
頓
挫
す
る
。

こ
の
よ
う
な
経
験
が
あ
る
の
は
私
ば
か
り
で
は
な
か
ろ
う
。
復
元
作
業

は
労
多
く
し
て
、
功
少
な
い
仕
事
で
あ
る
。

本
書
は
小
曽
戸
洋
氏
な
ら
び
に
内
経
医
学
会
の
精
鋭
が
頭
脳
を
結
集

し
て
こ
の
困
難
な
仕
事
に
立
ち
向
か
わ
れ
て
、
大
き
な
成
果
を
収
め
ら

れ
た
。
諸
先
生
方
の
ご
苦
労
は
如
何
ば
か
り
で
あ
っ
た
か
と
推
察
さ
れ

る
。
と
こ
ろ
が
、
本
書
を
開
け
て
み
る
と
、
そ
の
苦
労
を
全
く
感
じ
さ

せ
な
い
形
式
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
復
元
文
の
結
論
の
み
を
示

し
、
諸
資
料
は
別
に
す
る
方
法
を
採
っ
て
い
る
（
小
林
健
二
主
篇
『
明
堂

総
覧
宕
口
‐
罰
○
言
）
。
メ
ン
バ
ー
の
一
人
、
宮
川
浩
也
氏
は
解
説
文
に
「
本

書
の
副
題
（
「
針
灸
医
学
原
典
の
臨
床
応
用
」
）
に
も
示
し
た
よ
う
に
、
臨
床

の
面
か
ら
「
明
経
」
を
再
検
討
し
て
も
ら
い
た
い
」
旨
、
記
し
て
い
る
。

テ
キ
ス
ト
と
し
て
本
書
を
利
用
し
て
も
ら
い
た
い
と
の
意
図
も
あ
っ

て
、
本
書
は
ス
ッ
キ
リ
し
た
体
裁
を
採
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
経
穴
の
索

引
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
個
々
の
主
治
症
の
索
引
も
附
し
て
、
臨
床
で

検
証
す
る
の
に
便
宜
を
は
か
っ
て
い
る
。
単
に
文
献
学
的
な
研
究
だ
け

で
な
く
、
血
の
通
っ
た
平
成
の
「
明
堂
」
を
完
成
さ
せ
た
い
と
の
諸
氏

の
熱
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

（
遠
藤
次
郎
）

〔
北
里
研
究
所
東
洋
医
学
総
合
研
究
所
医
史
学
研
究
部
二
Ｔ
一
○
八
’
○

○
七
二
東
京
都
港
区
白
金
五
’
九
’
一
、
電
話
○
三
’
三
四
四
四
’
六
一

六
一
、
四
六
判
、
二
七
七
頁
、
非
売
品
〕

坂
出
祥
伸
著

『
中
国
思
想
研
究
医
薬
養
生
・
科
学
思
想
篇
」

「
養
生
（
よ
う
せ
い
）
が
「
病
後
の
養
生
（
よ
う
じ
よ
う
）
」
か
ら
離
れ
て
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「
積
極
的
に
生
を
養
う
」
概
念
と
し
て
提
示
発
展
さ
せ
ら
れ
た
の
は
、

著
者
坂
出
氏
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
養
生
（
よ
う
せ
い
）
と
い
う
言
葉

は
、
今
日
で
は
中
国
の
学
問
を
す
る
人
だ
け
の
も
の
で
な
く
、
非
常
に

一
般
的
な
用
語
と
な
っ
た
。
世
間
で
は
健
康
維
持
の
言
葉
と
し
て
用
い

ら
れ
、
生
命
思
想
の
上
で
は
積
極
的
に
人
生
観
を
規
定
す
る
高
度
な
概

念
と
な
っ
て
い
る
。
一
つ
の
言
葉
の
規
定
が
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
例
を
紹
介
者
は
知
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
著
者
が
単

な
る
中
国
思
想
や
科
学
技
術
史
の
研
究
家
で
な
く
、
現
代
に
生
き
る
思

想
家
た
る
側
面
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

こ
の
本
は
著
者
の
養
生
（
よ
う
せ
い
）
の
概
念
成
立
に
到
る
背
景
を
伺

う
研
究
史
と
し
て
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
「
中
国
思
想
研
究
」

と
銘
打
た
れ
た
の
は
、
ま
さ
し
く
医
学
史
と
科
学
技
術
史
研
究
だ
け
で

は
な
い
思
想
書
と
し
て
で
あ
る
。
著
者
は
、
中
国
近
代
思
想
研
究
か
ら

出
発
さ
れ
、
科
学
技
術
史
と
道
教
の
研
究
家
と
し
て
名
高
い
。
「
序
論
」

で
本
書
に
収
め
た
考
察
の
テ
ー
マ
は
、
中
国
の
科
学
思
想
で
あ
り
、
と

り
わ
け
医
薬
思
想
な
い
し
は
養
生
思
想
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
実
際
に
は
、
「
気
」
と
い
う
中
国
思
想
の
根
底
を
な
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
中
国
固
有
の
観
念
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
っ
た
。
近
年
、

著
者
は
「
気
」
の
「
感
応
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
思
想
や
医
薬
養
生

だ
け
で
な
く
中
国
文
化
全
体
に
ま
で
考
察
を
深
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

言
葉
も
多
く
の
中
国
研
究
者
の
賛
同
を
え
る
も
の
と
な
っ
て
、
研
究
発

表
や
論
文
に
見
う
け
ら
れ
る
。
過
去
の
研
究
と
さ
ら
に
「
気
」
の
概
念

の
新
し
い
研
究
を
展
開
す
る
た
め
に
ま
と
め
ら
れ
た
著
作
で
あ
る
。

こ
の
著
は
三
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
養
生
思
想
篇
、
医
薬
思
想
篇
、

科
学
思
想
篇
で
あ
る
。
第
一
部
の
養
生
思
想
篇
に
は
六
章
の
論
考
が
含

ま
れ
て
い
る
。
「
出
土
医
書
に
見
え
る
自
然
の
リ
ズ
ム
に
も
と
づ
く
治

病
・
養
生
」
「
導
引
考
」
「
長
生
術
の
諸
相
ｌ
導
引
術
・
呼
吸
法
・
房
中

術
ｌ
」
「
「
内
景
図
」
と
そ
の
沿
革
」
「
陶
弘
景
に
お
け
る
服
薬
・
煉
丹
」

「
退
休
文
人
の
養
生
ｌ
衣
食
住
の
あ
り
か
た
ｌ
」
で
あ
る
。
ど
の
論
考
も

「
気
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
考
察
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
自
然

リ
ズ
ム
と
身
体
リ
ズ
ム
と
の
同
調
性
を
前
提
と
し
て
中
国
古
代
の
医
学

と
養
生
術
が
成
り
立
つ
こ
と
を
述
べ
ら
れ
る
。
導
引
が
盛
ん
に
行
わ
れ

た
背
景
を
、
不
老
長
生
へ
の
願
望
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
を
述
べ
、
医
家

の
手
か
ら
離
れ
て
道
家
の
手
に
移
っ
た
と
い
う
通
説
を
否
定
的
に
と
ら

え
、
そ
の
区
別
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
考
察
は
、
道
教
の
研
究
家
と
し
て
す
で
に
大
家
で
あ
る
著
者
を
し
て

初
め
て
可
能
な
発
言
で
あ
る
。
導
引
術
と
呼
吸
法
、
房
中
術
の
目
的
が

長
生
に
あ
る
と
し
た
上
で
、
そ
の
展
開
が
本
来
を
忘
れ
た
方
向
に
変
化

し
た
時
代
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
・
内
景
図
と
い
う
図
像
を
視
点
と
し
て
、

そ
の
発
展
が
南
宋
時
代
以
前
に
遡
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
。
内
景
図
と
体
内
神
の
関
係
な
ど
も
、
今
後
さ
ら
に
研
究
を
深

め
て
い
た
だ
き
た
い
方
向
で
あ
る
。
陶
弘
景
は
医
学
と
道
教
を
つ
な
ぐ

重
要
な
人
物
で
あ
る
。
本
草
と
煉
丹
な
ど
、
著
者
な
ら
で
は
の
見
解
が

随
所
に
見
ら
れ
る
。
煉
丹
の
持
つ
意
味
を
医
学
史
研
究
家
は
軽
く
見
が

ち
で
あ
る
が
、
こ
こ
を
理
解
し
な
い
と
中
国
医
学
史
の
重
要
な
一
面
を

見
逃
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
老
人
の
養
生
と
は
ど
う
あ
る
べ
き
か

を
、
文
人
の
生
活
を
通
じ
て
語
ら
れ
る
。
第
一
部
は
、
養
生
の
側
面
を

連
続
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
、
著
者
の
見
解
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が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
二
部
は
医
学
文
献
の
研
究
か
ら
始
ま
る
。
弓
中
蔵
経
」
と
華
蛇
の

生
卒
年
」
『
黄
帝
蝦
蟇
経
」
の
成
書
時
期
に
つ
い
て
」
「
葛
洪
の
医
薬
観

と
『
肘
後
備
急
方
芒
「
孫
思
迩
に
お
け
る
医
療
と
道
教
」
「
孫
思
遡
と

仏
教
」
「
明
代
「
日
用
類
書
」
医
学
門
に
つ
い
て
」
の
六
章
で
あ
る
。
『
中

蔵
経
」
は
華
蛇
の
作
と
伝
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
後
世
の
人
の
仮
託

と
し
て
い
る
。
今
日
の
伝
本
は
お
よ
そ
六
朝
時
代
に
成
立
し
た
が
、
初

め
て
世
に
出
た
の
は
北
宋
末
か
南
宋
の
初
め
と
さ
れ
て
い
る
。
『
黄
帝

蝦
蟇
経
」
の
成
書
に
つ
い
て
後
漢
末
か
ら
東
晋
の
時
代
の
間
と
、
は
じ

め
て
そ
の
具
体
的
な
年
代
を
推
定
さ
れ
た
。
葛
洪
は
、
ま
た
陶
弘
景
に

先
立
つ
道
教
の
重
要
人
物
で
あ
る
。
葛
洪
の
『
肘
後
救
卒
方
』
は
、
「
玉

函
方
」
百
巻
の
中
か
ら
三
巻
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
書

名
が
『
肘
後
備
急
方
』
に
定
着
す
る
の
は
元
代
以
降
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

孫
思
遡
も
ま
た
道
士
と
さ
れ
る
人
で
あ
る
が
、
医
療
と
道
教
の
関
係
に

つ
い
て
考
察
し
、
さ
ら
に
華
厳
経
信
者
と
し
て
の
彼
の
倫
理
観
を
司
大

医
精
誠
」
に
求
め
て
、
後
世
へ
の
影
響
の
大
き
さ
に
注
意
を
促
し
て
い

る
。
論
説
の
後
ろ
に
つ
く
「
孫
思
迩
年
譜
初
槁
」
は
今
後
の
孫
思
遡
研

究
の
基
本
と
な
る
資
料
で
あ
る
。
『
日
用
類
書
」
は
日
本
の
学
者
に
よ

っ
て
与
え
ら
れ
た
文
献
類
の
名
称
で
あ
り
、
近
世
庶
民
の
日
常
生
活
の

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
と
い
っ
た
書
物
類
で
あ
る
。
医
学
門
は
座
右
に
備
え
て

お
い
て
、
急
場
に
活
用
す
る
辞
典
で
あ
る
。
著
者
は
「
日
用
類
書
』
の

重
要
性
に
早
く
か
ら
気
づ
か
れ
て
、
こ
れ
ら
の
古
文
献
を
叢
書
と
し
て

出
版
さ
れ
た
。

第
三
部
は
、
「
心
と
脳
の
観
念
ｌ
医
経
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
「
「
気
」
の

感
応
と
修
煉
ｌ
同
類
相
感
を
中
心
に
し
て
ｌ
」
「
沈
括
の
自
然
観
に
つ

い
て
」
「
方
以
智
の
思
想
ｌ
質
測
と
通
幾
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
の
四
章
と

附
章
「
方
以
智
哲
学
の
概
観
」
で
あ
る
。
ま
ず
心
の
主
体
が
ど
こ
に
あ

る
か
と
い
う
古
く
て
新
し
い
命
題
に
、
脳
の
認
識
を
中
心
と
し
て
論
じ

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
書
物
の
全
体
を
貫
く
も
の
が
「
気
」
の
考
察
で
あ

る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
そ
の
気
が
ど
の
よ
う
に
現
れ
る
か
と
い
う

と
「
感
応
」
と
し
て
で
あ
る
。
「
同
声
相
応
じ
」
、
「
同
気
相
求
む
」
も
の

が
感
応
で
あ
り
、
感
は
動
く
こ
と
で
応
は
報
い
る
こ
と
で
あ
る
ら
し

い
。
感
応
現
象
は
不
可
知
で
あ
り
、
「
気
」
と
「
類
」
に
よ
っ
て
関
係
が

規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
同
類
感
応
の
原
型
の
一
つ
が
血
縁
関
係
に
あ

り
、
祖
先
崇
拝
に
も
見
い
だ
せ
る
。
ま
た
「
気
」
は
た
ん
に
存
在
す
る

だ
け
で
な
く
修
煉
す
べ
き
対
象
で
あ
る
と
強
調
さ
れ
て
い
る
。
沈
括
に

つ
い
て
の
論
文
は
、
宋
代
の
特
異
な
思
想
家
が
ど
の
よ
う
に
自
然
を
見

た
か
と
い
う
研
究
で
あ
る
。
こ
の
研
究
は
、
方
以
智
の
研
究
と
連
続
性

を
持
っ
て
い
る
。
中
国
で
の
科
学
思
想
が
、
ど
の
よ
う
に
近
代
の
西
洋

科
学
思
想
と
異
な
る
の
か
と
い
う
命
題
に
沿
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
論
文
は
、
著
者
の
研
究
歴
の
中
で
比
較
的
早
い
時
期
の
研
究

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
か
ら
、
前
半
の
養
生
思
想
と
医
学
思
想
の
研

究
が
導
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

中
国
医
学
を
研
究
す
る
も
の
も
、
臨
床
と
し
て
応
用
す
る
も
の
も
、

「
気
」
の
問
題
を
さ
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
の
本
体

は
何
か
と
問
わ
れ
た
ら
誰
も
簡
単
に
は
答
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
な
ぜ
こ

の
よ
う
な
医
学
理
論
が
通
用
す
る
の
か
と
考
え
る
と
「
感
応
」
と
し
か

答
え
よ
う
の
な
い
場
合
も
多
い
。
こ
の
書
は
そ
の
よ
う
な
中
国
医
学
思
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坂
井
建
雄
著

『
謎
の
解
剖
学
者
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
」

「
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
と
は
誰
か
」
と
訊
か
れ
る
と
、

「
近
世
解
剖
学
お
よ
び
医
学
の
祖
」
と
か
「
人
体
解
剖
学
の
歴
史
的
大
著

フ
ァ
ブ
リ
カ
の
著
者
」
と
答
え
る
人
は
多
か
ろ
う
。

し
か
し
、
謎
に
包
ま
れ
た
彼
の
生
涯
や
そ
の
著
フ
ァ
ブ
リ
カ
に
つ
い

て
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
・

ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
と
い
う
大
学
者
が
、
ど
の
よ
う
な
時
代
的
背
景
の
中

で
、
何
の
因
果
に
よ
っ
て
出
現
し
た
か
？
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
以
前
の
解

剖
学
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
？
旧
態
依
然
た
る
パ
リ
で
解

剖
学
を
学
ん
だ
若
干
二
二
歳
の
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
が
一
五
三
八
年
に
一
挙

想
に
疑
問
を
持
つ
人
に
、
解
決
の
糸
口
を
与
え
て
く
れ
る
。
さ
ら
に
医

学
だ
け
で
な
く
道
教
、
儒
教
、
仏
教
な
ど
ま
わ
り
の
歴
史
に
も
配
慮
し

た
著
作
で
あ
る
。

こ
の
害
は
旧
活
字
で
組
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
英
語
目
次
と
索
引
が
完

備
し
て
い
る
。
巻
頭
の
山
田
慶
児
氏
の
「
論
集
に
寄
せ
て
」
も
著
者
を

よ
く
知
る
人
と
し
て
重
み
を
持
つ
。
中
国
医
学
に
興
味
を
持
つ
人
に
、

こ
の
労
作
を
広
く
勧
め
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

（
猪
飼
祥
夫
）

〔
関
西
大
学
出
版
部
二
Ｔ
五
六
四
’
八
六
八
○
大
阪
府
吹
田
市
山
手
町

三
’
三
’
三
五
、
電
話
○
六
’
六
三
六
八
’
一
二
二
、
平
成
一
一
年
九
月
二

十
五
日
、
Ａ
５
判
、
四
三
二
頁
、
本
体
価
格
七
、
○
○
○
円
〕

に
名
門
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
の
教
授
に
抜
擢
さ
れ
た
真
相
は
？
彼
が
人
体

解
剖
に
か
け
た
熱
意
と
努
力
の
源
泉
と
解
剖
の
方
法
の
特
色
は
？
七

○
○
頁
を
超
え
る
画
期
的
な
大
著
フ
ァ
ブ
リ
カ
（
一
五
四
三
）
や
そ
の
要

約
と
も
い
う
べ
き
名
著
エ
ピ
ト
メ
ー
（
一
五
四
三
）
が
生
ま
れ
た
い
き
さ

つ
は
？
フ
ァ
ブ
リ
カ
や
エ
ピ
ト
メ
ー
の
内
容
の
詳
細
は
？
今
ま
で

の
害
と
は
質
量
と
も
に
格
段
に
異
な
る
素
晴
ら
し
い
図
を
配
し
、
局
所

解
剖
学
的
な
思
想
（
腹
部
内
臓
胸
部
内
臓
頭
部
臓
器
）
に
加
え
て
、
画

期
的
な
系
統
解
剖
学
的
な
思
想
（
骨
格
、
筋
肉
、
血
管
、
神
経
）
を
駆
使
し

た
こ
の
害
の
出
現
が
、
後
世
の
解
剖
学
と
医
学
の
進
歩
に
果
た
し
た
大

き
な
役
割
は
？
こ
の
害
が
革
命
的
と
い
わ
れ
た
所
以
は
？
こ
の
よ

う
な
学
問
的
な
革
命
が
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
と
い
う
人
物
を
通
し
て
起
こ
っ

た
所
以
は
？
フ
ァ
ブ
リ
カ
と
そ
れ
以
前
の
解
剖
害
、
た
と
え
ば
、
二

世
紀
の
ガ
レ
ノ
ス
（
ペ
ル
ガ
モ
ン
）
、
十
一
世
紀
の
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
（
ア
ラ

ビ
ア
）
、
一
四
世
紀
の
モ
ン
デ
ィ
ー
ノ
・
デ
・
ル
ッ
ッ
ィ
（
イ
タ
リ
ア
）
、

一
六
世
紀
前
半
の
ベ
レ
ン
ガ
リ
オ
・
ダ
・
カ
ル
ピ
（
イ
タ
リ
ア
）
な
ど
の

解
剖
害
と
の
類
似
点
と
根
本
的
な
相
違
点
は
？
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
の
害

が
ガ
レ
ノ
ス
を
踏
襲
（
と
く
に
血
液
循
環
に
つ
い
て
は
ガ
レ
ノ
ス
の
思
想
を

脱
却
し
て
い
な
い
）
し
つ
つ
も
、
革
命
的
な
害
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る

理
由
は
？
彼
の
業
績
が
近
代
の
医
学
や
医
療
の
進
歩
の
あ
り
方
に
及

ぼ
し
た
影
響
は
？
現
在
、
フ
ァ
ブ
リ
カ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
、
世
界
各

国
や
わ
が
国
に
ど
の
く
ら
い
残
存
し
て
い
る
の
か
？
海
賊
版
や
復
刻

版
は
？
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
の
生
い
立
ち
、
人
と
な
り
、
生
涯
は
？
人

間
の
能
力
、
偶
然
、
必
然
、
運
命
な
ど
が
世
界
の
歴
史
や
個
人
の
人
生

に
及
ぼ
す
不
可
思
議
な
作
用
は
？


