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コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回

―
自
ら
作
り
う
る
も
の
の
み
を
洞
察
す
る
―

細

川

亮

一

「
我
々
は
物
に
つ
い
て
、
我
々
が
自
ら
物
の
う
ち
へ
置
き
入
れ
る
も
の
の
み
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
す
る
」（B

X
V

III

）。

『
純
粋
理
性
批
判
』
第
二
版
の
序
文
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
「
思
考
法
の
変
革
さ
れ
た
方
法
」
を
こ
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。
こ
こ
に

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
の
核
心
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
と
は
何
か
、
を
考
察
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で

あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
第
二
版
序
文
に
お
い
て
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
が
ど
の
よ
う
に
登
場
し
て
い
る
か
を
見
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

一

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
と
数
学
・
自
然
科
学

「
す
べ
て
の
我
々
の
認
識
は
対
象
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
人
は
こ
れ
ま
で
想
定
し
て
い
た
。
し
か
し
我
々
の
認
識
が
そ
れ
に
よ
っ

て
拡
張
さ
れ
る
だ
ろ
う
或
る
も
の
を
、
対
象
に
つ
い
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
概
念
に
よ
っ
て
見
つ
け
る
す
べ
て
の
試
み
は
、
こ
の
前
提
の
も
と

で
水
泡
に
帰
し
た
。
そ
れ
故
一
度
、
対
象
は
我
々
の
認
識
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
が
形
而
上
学
の
課

題
に
お
い
て
い
っ
そ
う
よ
く
前
進
し
な
い
か
ど
う
か
、
試
み
た
ら
い
い
だ
ろ
う
。
こ
の
想
定
は
、
対
象
が
我
々
に
与
え
ら
れ
る
前
に
対
象

に
つ
い
て
或
る
も
の
を
確
定
す
べ
き
、
対
象
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識
と
い
う
要
求
さ
れ
た
可
能
性
と
、
確
か
に
い
っ
そ
う
よ
く
一
致
す
る
。

こ
う
し
た
こ
と
は
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
最
初
の
思
想
と
事
情
が
同
じ
で
あ
る
。
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
は
、
全
星
群
が
観
測
者
の
ま
わ
り
を
回
転
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す
る
と
想
定
す
る
と
、
天
体
運
動
の
説
明
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
の
で
、
観
測
者
を
回
転
さ
せ
、
そ
れ
に
対
し
て
星
を
静
止
さ
せ
る
な

ら
、
い
っ
そ
う
成
功
し
な
い
か
ど
う
か
を
試
み
た
」（B

X
V

I

）。

「
す
べ
て
の
我
々
の
認
識
は
対
象
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
↓
「
対
象
は
我
々
の
認
識
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
「
全
星
群
が
観
測

者
の
ま
わ
り
を
回
転
す
る
」
↓
「
観
測
者
を
回
転
さ
せ
、
そ
れ
に
対
し
て
星
を
静
止
さ
せ
る
」
と
の
平
行
関
係
は
明
ら
か
で
あ
る
。
コ
ペ

ル
ニ
ク
ス
的
転
回
が
「
太
陽
―
惑
星
―
地
球
（
観
測
者
）」
の
三
項
関
係
に
定
位
し
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ

る
。「
認
識
―
対
象
」
は
二
項
関
係
で
あ
る
か
ら
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
に
お
い
て
も
「
全
星
群
と
観
測
者
」
と
い
う
二
項
関
係
と
な
っ
て
お

り
、
三
項
関
係
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
惑
星
は
念
頭
に
置
か
れ
て
い
な
い
し
、「
太
陽
―
地
球
」
の
二
項
関
係
で
も
な
い
。
カ
ン
ト
が
念

頭
に
お
い
て
い
る
の
は
、
恒
星
天
球
（
全
星
群
）
と
地
球
の
二
項
関
係
、
つ
ま
り
日
周
回
転
（
地
球
の
自
転
に
よ
る
）
で
あ（

１
）る
。
そ
れ
は

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
『
天
球
回
転
論
』
第
五
章
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
（
２
）る
。

「
一
方
、
大
地
が
宇
宙
の
真
中
に
静
止
し
て
い
る
こ
と
は
、
一
般
に
多
く
の
著
者
た
ち
の
間
に
一
致
を
見
て
お
り
、
彼
ら
は
、
そ
の
反

対
の
こ
と
を
思
う
こ
と
が
考
え
え
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
笑
う
べ
き
こ
と
と
さ
え
見
な
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
…
…
と
い
う
の
は
、
場

所
的
変
化
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
も
の
は
す
べ
て
、
見
ら
れ
る
も
の
の
運
動
の
ゆ
え
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
見
る
者
の
運
動
の
ゆ
え
で
あ

る
か
、
あ
る
い
は
当
然
な
が
ら
両
者
の
不
等
な
変
化
の
ゆ
え
に
起
こ
る
か
ら
で
あ
る
。
…
…
し
か
る
に
、
大
地
と
は
、
天
界
の
あ
の
回
転

が
眺
め
ら
れ
る
我
々
の
眼
に
再
現
さ
れ
る
よ
う
な
場
所
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
も
し
何
ら
か
の
大
地
の
運
動
が
大
地
に
認
め
ら
れ
る
な
ら

ば
、
外
側
に
存
在
す
る
も
の
す
べ
て
の
う
ち
に
そ
れ
と
同
じ
も
の
が
現
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
通
り
過
ぎ
ゆ
く
も
の
ど
も
の
ご
と

く
、
方
向
は
逆
で
あ
る
。
日
周
回
転
は
こ
と
に
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
日
周
回
転
は
、
大
地
お
よ
び
そ
の
周
囲
に
存

す
る
も
の
す
べ
て
を
除
け
ば
、
宇
宙
全
体
を
取
り
込
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
…
…
万
物
を
含
み
ま
た
浮
き
彫
り
に
し

て
い
る
天
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
共
通
の
場
所
で
あ
る
か
ら
、
含
む
も
の
よ
り
む
し
ろ
含
ま
れ
る
も
の
に
、
場
所
づ
け
る
も
の
よ
り
む
し
ろ

場
所
づ
け
ら
れ
る
も
の
に
な
ぜ
運
動
が
帰
属
さ
る
べ
き
で
な
い
か
、
は
た
だ
ち
に
明
ら
か
と
な
る
わ
け
で
は
な
い（

３
）」。 七

四



こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
日
周
回
転
と
い
う
天
体
の
見
か
け
の
運
動
が
「
万
物
を
包
む
も
の
と
し
て
の
天─

包
ま
れ
る
も
の

と
し
て
の
大
地
」
と
い
う
二
項
関
係
の
ど
ち
ら
の
運
動
に
よ
っ
て
生
ず
る
か
、
で
あ
る
。
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
は
運
動
の
相
対
性
に
基
づ
い
て

「
大
地
が
宇
宙
の
真
中
に
静
止
し
て
い
る
」
と
い
う
説
の
反
対
が
想
定
可
能
で
あ
る
と
考
え
、
天
体
の
運
動
は
大
地
（
観
測
者
）
の
運
動

か
ら
生
ず
る
、
と
想
定
し
（
４
）た

。
彼
は
「
観
測
者
を
回
転
さ
せ
、
そ
れ
に
対
し
て
星
を
静
止
さ
せ
た
」
の
で
あ

（
５
）る

。
つ
ま
り
「
観
測
さ
れ
た

運
動
を
天
の
対
象
の
う
ち
に
で
な
く
、
観
測
者
の
う
ち
に
求
め
る
」（B

X
X

II

）
こ
と
の
う
ち
に
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
核
心
が
あ
る
。
そ
れ

故
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
に
定
位
す
れ
ば
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
の
意
味
は
ペ
イ
ト
ン
の
言
葉
に
よ
っ
て
言
い
尽
さ
れ
る
だ
ろ
う
。「
コ
ペ
ル

ニ
ク
ス
は
天
体
の
見
か
け
の
運
動
を
、
地
球
の
観
測
者
に
由
来
す
る
と
説
明
し
た
。
同
様
に
カ
ン
ト
は
実
在
の
見
か
け
の
性
質
を
、
認
識

者
の
心
に
由
来
す
る
と
説
明
す
る（

６
）」。

確
か
に
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
発
想
と
の
類
比
は
印
象
深
い
が
、
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
の
意
味
が
十
分
に
表
現
さ

れ
た
か
ど
う
か
は
、
別
の
問
題
で
あ
る
。「
対
象
―
認
識
」
関
係
の
逆
転
が
遂
行
さ
れ
た
の
は
、「
対
象
が
我
々
に
与
え
ら
れ
る
前
に
対
象

に
つ
い
て
或
る
も
の
を
確
定
す
べ
き
、
対
象
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識
と
い
う
要
求
さ
れ
た
可
能
性
」
の
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
コ
ペ
ル

ニ
ク
ス
に
お
い
て
「
観
測
者
を
回
転
さ
せ
、
そ
れ
に
対
し
て
星
を
静
止
さ
せ
た
」
と
し
て
も
、
天
体
の
運
動
に
つ
い
て
の
ア
プ
リ
オ
リ
な

認
識
が
可
能
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
観
測
者
（
大
地
）
の
運
動
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
に
依
拠
す
る
か
ぎ
り
、「
我
々
は
物
に
つ
い
て
、
我
々
が
自
ら
物
の
う
ち
へ
置
き
入
れ
る
も
の
の
み
を
ア
プ

リ
オ
リ
に
認
識
す
る
」
と
い
う
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
の
核
心
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
の
モ
デ
ル
は
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
業
績
そ
の
も
の
で
な
く
、
数
学
と
自
然
科
学
で
あ
る
。「
理
性
認
識
と
し
て

の
数
学
・
自
然
科
学
と
形
而
上
学
と
の
類
比
が
許
す
か
ぎ
り
、
数
学
・
自
然
科
学
を
試
み
に
模
倣
す
る
」（B

X
V

I

）こ
と
に
よ
っ
て
、「
対

象
は
我
々
の
認
識
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
想
定
し
て
み
る
、
と
カ
ン
ト
は
言
っ
て
い
る
。
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
の
意
味
は
、
数
学

と
自
然
科
学
に
即
し
て
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

コペルニクス的転回 ―自ら作りうるもののみを洞察する―
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数
学
と
自
然
科
学
は
平
行
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
両
者
は
「
理
性
の
二
つ
の
理
論
的
認
識
」（B

X

）
で
あ
る
。
と
も
に
長
い
間
「
手
探

り
の
状
態
（H

erum
tappen

）
」
（B

X
I,X

IV

）
が
続
い
た
が
、
「
思
考
法
の
革
命
（R

evolution
der

D
enkart

）
」
（B

X
I,X

II

）
に
よ
っ
て
「
光

が
差
し
込
ん
だ
（ein

L
ichtging

auf

）
」
（B

X
I,X

III

）
の
で
あ
り
、
こ
う
し
て
「
学
の
確
実
な
道
（der

sichere
W

eg

（G
ang

）einer
W

is-

senschaft
）」（B

X
,X

IV

）
に
達
し
た
。「
思
考
法
の
革
命
」
が
何
で
あ
っ
た
の
か
を
、
数
学
と
自
然
科
学
に
即
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
。

二

二
等
辺
三
角
形

「
二
等
辺
三
角
形
を
証
明
し
た
最
初
の
人
に
（
そ
の
人
が
タ
レ
ス
と
呼
ば
れ
た
に
せ
よ
何
と
呼
ば
れ
た
に
せ
よ
）、
光
が
差
し
込
ん
だ
。

何
故
な
ら
、
彼
が
図
形
の
う
ち
に
見
た
も
の
や
あ
る
い
は
ま
た
図
形
の
単
な
る
概
念
を
追
求
し
て
、
い
わ
ば
図
形
か
ら
そ
の
性
質
を
学
び

取
る
の
で
な
く
、
彼
が
概
念
に
従
っ
て
自
ら
ア
プ
リ
オ
リ
に
考
え
入
れ
（
構
成
に
よ
っ
て
）
描
出
し
た
も
の
に
よ
っ
て
、
図
形
の
性
質
を

産
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
彼
が
確
実
に
或
る
も
の
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
知
る
た
め
に
、
彼
が
概
念
に
従
っ
て
自
ら

事
物
の
う
ち
に
置
き
入
れ
た
も
の
か
ら
必
然
的
に
帰
結
し
た
も
の
以
外
の
何
も
の
も
事
物
に
付
与
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
を
彼

は
見
出
し
た
か
ら
で
あ
る
」（B

X
I－

X
II

（
７
））。

第
二
版
の
序
文
の
こ
の
箇
所
に
、
シ
ュ
ル
ツ
宛
の
カ
ン
ト
の
手
紙
（
一
七
八
九
年
六
月
二
五
日
）
は
言
及
し
て
い
る
。「
序
文
�
頁
の

下
か
ら
三
行
目
に
綴
り
の
誤
り
が
見
ら
れ
ま
す
。
二
等
辺
三
角
形
（
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
原
論
、
第
一
巻
、
定
理
五
）
の
代
わ
り
に
、

そ
こ
で
は
等
辺
三
角
形
に
な
っ
て
い
ま
す
」（１０

,p.４８９

（
８
））。

つ
ま
り
こ
こ
で
カ
ン
ト
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
『
原

論
』
第
一
巻
の
命
題
五
で
あ
る
。「
二
等
辺
三
角
形
の
底
辺
の
上
に
あ
る
角
は
互
い
に
等
し
く
、
等
し
い
辺
が
延
長
さ
れ
る
と
き
、
底
辺

の
下
の
角
は
互
い
に
等
し
い
で
あ
ろ
う
（
９
）」。

（
ａ
）「
図
形
か
ら
そ
の
性
質
を
学
び
取
る
」
と
（
ｂ
）「
概
念
に
従
っ
て
自
ら
ア
プ
リ
オ
リ
に
考
え
入
れ
（
構
成
に
よ
っ
て
）
描
出
し

た
も
の
に
よ
っ
て
、
図
形
の
性
質
を
産
出
す
る
」
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。（
ａ
）
は
（
a１
）「
図
形
の
う
ち
に
見
た
も
の
を
追
求
す
る
」
と

七
六



（
a２
）「
図
形
の
単
な
る
概
念
を
追
求
す
る
」
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。（
a１
）
は
経
験
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
た
図
形
を
測
定
す
る
と
い
っ
た

経
験
的
な
操
作
で
あ
り
、
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
経
験
的
認
識
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
数
学
（
幾
何
学
）
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識

で
あ
る
。（
a２
）
と
（
ｂ
）
の
対
比
は
、
哲
学
と
数
学
と
の
対
比
を
表
現
し
て
い
る
。「
哲
学
的
認
識
は
概
念
か
ら
の
理
性
認
識
で
あ
り
、

数
学
的
認
識
は
概
念
の
構
成
か
ら
の
理
性
認
識
で
あ
る
。
し
か
し
概
念
を
構
成
す
る
と
は
、
概
念
に
対
応
す
る
直
観
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
描

出
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
」（Ａ

７１３
＝
Ｂ
７４１

）。
こ
の
対
比
を
『
純
粋
理
性
批
判
』
は
哲
学
者
と
幾
何
学
者
の
対
比
と
し
て
語
っ
て
い
る
。

「
哲
学
者
に
三
角
形
と
い
う
概
念
を
与
え
、
そ
の
角
の
和
が
直
角
に
対
し
て
い
か
に
関
係
す
る
か
を
、
彼
の
や
り
方
に
従
っ
て
見
出
さ

せ
る
と
し
よ
う
。
そ
こ
で
彼
が
も
っ
て
い
る
の
は
、
三
つ
の
直
線
に
囲
ま
れ
た
図
形
と
い
う
概
念
、
そ
し
て
こ
の
図
形
に
お
け
る
同
じ
三

つ
の
角
と
い
う
概
念
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
が
こ
の
概
念
を
ど
れ
ほ
ど
長
く
考
え
る
と
し
て
も
、
彼
は
何
も
新
し
い
も
の
を
取
り
出
さ

な
い
だ
ろ
う
。
彼
は
直
線
や
角
や
三
と
い
う
数
の
概
念
を
分
析
し
判
明
化
で
き
る
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
の
概
念
の
う
ち
に
ま
っ
た
く
存
し

な
い
他
の
性
質
に
至
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
幾
何
学
者
が
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
と
し
よ
う
。
彼
は
す
ぐ
に
一
つ
の
三

角
形
を
構
成
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
二
直
角
の
和
が
、
一
直
線
上
の
一
点
か
ら
引
か
れ
う
る
す
べ
て
の
接
角
の
総
和
に
ち
ょ
う
ど
等
し

い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
、
彼
は
三
角
形
の
一
辺
を
延
長
し
、
二
直
角
の
和
に
等
し
い
二
つ
の
接
角
を
得
る
。
そ
こ
で
三
角
形
の
対
辺

と
平
行
に
一
直
線
を
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
こ
れ
ら
二
角
の
う
ち
の
外
角
を
分
割
す
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
内
対
角
と
等
し
い
外
接
角

が
生
ず
る
の
を
彼
は
見
る
等
々
。
彼
は
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
つ
ね
に
直
観
に
導
か
れ
た
推
論
の
連
鎖
に
よ
っ
て
、
問
題
の
完
全
に
明
白

で
同
時
に
普
遍
的
な
解
決
に
至
る
の
で
あ
る
」（Ａ

７１６
－
７１７
＝
Ｂ
７４４
－
７４５

）。

こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
哲
学
者
と
幾
何
学
者
と
の
対
比
は
、（
a２
）
と
（
ｂ
）
の
対
比
で
あ
る
。「
図
形
の
単
な
る
概
念
を
追
求
し
て
、

い
わ
ば
図
形
か
ら
そ
の
性
質
を
学
び
取
る
」
こ
と
は
、「
直
線
や
角
や
三
と
い
う
数
の
概
念
を
分
析
し
判
明
化
で
き
る
が
、
し
か
し
こ
れ

ら
の
概
念
の
う
ち
に
ま
っ
た
く
存
し
な
い
他
の
性
質
に
至
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
で
は
幾
何
学
者
は
何
を
す

る
の
か
。「
三
角
形
の
角
の
和
が
直
角
に
対
し
て
い
か
に
関
係
す
る
か
」
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
原
論
』
第
一
巻
の
命
題
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三
二
「
す
べ
て
の
三
角
形
に
お
い
て
一
辺
が
延
長
さ
れ
る
と
き
、
外
角
は
二
つ
の
内
対
角
の
和
に
等
し
く
、
三
角
形
の
三
つ
の
内
角
の
和

は
二
直
角
に
等
し
い
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
確
認
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
が
描
く
幾
何
学
者
は
命
題
三
二
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

『
原
論
』
の
命
題
は
、
問
題
と
定
理
に
区
分
さ
れ
る
。
例
え
ば
第
一
巻
の
命
題
一
は
「
与
え
ら
れ
た
有
限
な
直
線
（
線
分
）
の
上
に
等

辺
三
角
形
を
つ
く
る
こ
と
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
等
辺
三
角
形
を
作
図
す
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
命
題
三
二
は
作
図
問
題
で
な
く
、
定

理
で
あ
る
。
命
題
一
の
よ
う
な
問
題
の
論
述
構
造
は
、（
１
）
命
題
、（
２
）
特
述
、（
３
）
作
図
、（
４
）
結
論
か
ら
成
っ
て
い
る
。
命
題

三
二
の
よ
う
な
定
理
は
、（
３
）
が
作
図
で
な
く
、
証
明
で
あ（
１０
）る

。

幾
何
学
者
は
最
初
に
三
角
形
を
構
成
し
、
三
角
形
の
一
辺
を
延
長
す
る
。
こ
れ
は
「
Ａ
Ｂ
Ｃ
を
三
角
形
と
し
、
そ
の
一
辺
Ｂ
Ｃ
が
Ｄ
ま

で
延
長
さ
れ
た
と
せ
よ
」
と
い
う
定
理
三
二
の
特
述
に
従
っ
て
い
る
。
三
角
形
を
構
成
す
る
こ
と
は
、「
三
つ
の
直
線
に
囲
ま
れ
た
図
形

と
い
う
概
念
」
の
構
成
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
三
角
形
が
「
三
つ
の
線
分
に
か
こ
ま
れ
た
図
形
」
で
あ
る
と
い
う
『
原
論
』
第
一
巻
の
定

義
一
九
で
あ
る
。
次
に
幾
何
学
者
は
「
三
角
形
の
対
辺
と
平
行
に
一
直
線
を
引
く
」
が
、
そ
れ
は
「
点
Ｃ
を
通
り
線
分
Ａ
Ｂ
に
平
行
に
Ｃ

Ｅ
が
引
か
れ
た
と
せ
よ
」
と
い
う
証
明
の
冒
頭
に
対
応
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ま
で
に
証
明
さ
れ
た
命
題
（
命
題
一
三
、
命
題
三
一
、

命
題
二
九
）
を
利
用
し
て
幾
何
学
者
が
命
題
三
二
に
お
い
て
証
明
し
て
い
る
こ
と
を
、
カ
ン
ト
は
再
現
し
て
い（
１１
）る

。

第
二
版
の
序
文
に
立
ち
返
ろ
う
。
こ
こ
で
カ
ン
ト
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、『
原
論
』
第
一
巻
の
命
題
五
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
命

題
五
に
定
位
し
て
、
「
光
が
差
し
込
ん
だ
」の
内
実
が
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。（
ｂ
）「
概
念
に
従
っ
て
自
ら
ア
プ
リ
オ
リ
に
考
え
入
れ（
構

成
に
よ
っ
て
）
描
出
し
た
も
の
に
よ
っ
て
、
図
形
の
性
質
を
産
出
す
る
」
と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
「
Ａ
Ｂ
Ｃ
を
辺
Ａ
Ｂ
が
辺
Ａ
Ｃ

と
等
し
い
二
等
辺
三
角
形
と
せ
よ
」
と
い
う
命
題
五
の
特
述
の
冒
頭
に
対
応
す
る
。
こ
れ
は
命
題
三
二
を
証
明
す
る
幾
何
学
者
が
最
初
に

三
角
形
を
構
成
す
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。「
概
念
に
従
っ
て
自
ら
ア
プ
リ
オ
リ
に
考
え
入
れ
た
も
の
」
と
は
、
幾
何
学
者
が
定
め
る
二

等
辺
三
角
形
の
定
義
で
あ
り
、「
二
つ
だ
け
等
し
い
辺
を
も
つ
も
の
」
と
い
う
第
一
巻
の
定
義
二
〇
で
あ
る
。「（
構
成
に
よ
っ
て
）
描
出
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し
た
も
の
」
と
は
、
定
義
に
し
た
が
っ
て
構
成
（
作
図
）
さ
れ
た
二
等
辺
三
角
形
で
あ
り
、
定
義
に
従
っ
た
構
成
に
よ
っ
て
二
等
辺
三
角

形
と
い
う
図
形
の
性
質
が
産
出
さ
れ
る
。
図
形
の
性
質
は
所
与
で
な
く
、
構
成
（
作
図
）
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
。
こ
の
産
出
さ
れ
た
図

形
の
性
質
が
「
彼
が
概
念
に
従
っ
て
自
ら
事
物
の
う
ち
に
置
き
入
れ
た
も
の
」
と
言
わ
れ
、「
必
然
的
に
帰
結
し
た
も
の
」
と
は
、
命
題

五
に
お
い
て
証
明
さ
れ
た
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
命
題
五
の
結
論
で
あ
る
。「
よ
っ
て
二
等
辺
三
角
形
の
底
辺
の
上
に
あ
る
角
は

互
い
に
等
し
く
、
等
し
い
辺
が
延
長
さ
れ
る
と
き
、
底
辺
の
下
の
角
は
互
い
に
等
し
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
証
明
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
」。

カ
ン
ト
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
数
学
に
お
け
る
「
思
考
法
の
革
命
」
を
確
定
す
る
た
め
に
、
一
の

冒
頭
で
引
用
し
た
最
後
の
部
分
を
も
う
一
度
見
て
み
よ
う
。

「
彼
が
確
実
に
或
る
も
の
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
知
る
た
め
に
、
彼
が
概
念
に
従
っ
て
自
ら
事
物
の
う
ち
に
置
き
入
れ
た
も
の
か
ら
必
然
的

に
帰
結
し
た
も
の
以
外
の
何
も
の
も
事
物
に
付
与
し
て
は
な
ら
な
い
」。

「
必
然
的
に
帰
結
し
た
も
の
」
は
、
図
形
に
勝
手
に
な
す
り
つ
け
ら
れ
る
の
で
な
く
、
図
形
が
必
然
的
に
持
っ
て
い
る
性
質
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
「
必
然
的
に
帰
結
し
た
も
の
」
は
「
概
念
に
従
っ
て
自
ら
事
物
の
う
ち
に
置
き
入
れ
た
も
の
」（
構
成
さ
れ
た
図
形
の
性
質
）

と
別
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
が
す
で
に
「
概
念
に
従
っ
て
自
ら
事
物
の
う
ち
に
置
き
入
れ
た
も
の
」
な
の
で
あ（
１２
）る

。
従
っ
て
「
彼

が
概
念
に
従
っ
て
自
ら
事
物
の
う
ち
に
置
き
入
れ
た
も
の
の
み
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
知
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
が
成
り
立
つ
。
こ
れ
は
「
思
考

法
の
変
革
さ
れ
た
方
法
」、
つ
ま
り
「
我
々
は
物
に
つ
い
て
、
我
々
が
自
ら
物
の
う
ち
へ
置
き
入
れ
る
も
の
の
み
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識

す
る
」（B

X
V

III

）
と
い
う
テ
ー
ゼ
と
同
じ
で
あ
る
。

三

実
験
的
方
法

「
ガ
リ
レ
イ
が
彼
自
身
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
重
さ
を
も
っ
た
球
を
斜
面
に
転
が
り
落
と
し
た
と
き
、
…
…
す
べ
て
の
自
然
科
学
者
に
光

が
差
し
込
ん
だ
。
彼
ら
が
理
解
し
た
の
は
、
理
性
は
理
性
が
自
ら
そ
の
構
想
に
従
っ
て
産
出
す
る
も
の
の
み
を
洞
察
す
る
と
い
う
こ
と
、
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理
性
は
恒
常
的
法
則
に
従
っ
た
自
ら
の
判
断
の
原
理
を
も
っ
て
先
行
し
、
自
ら
の
問
い
に
答
え
る
よ
う
に
自
然
に
強
制
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
自
然
だ
け
に
よ
っ
て
い
わ
ば
習
歩
紐
で
歩
行
を
教
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
で
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
そ
う
で
な
け

れ
ば
、
予
め
構
想
さ
れ
た
計
画
に
従
っ
て
な
さ
れ
な
い
偶
然
的
な
観
察
は
、
理
性
が
や
は
り
求
め
必
要
と
す
る
一
つ
の
必
然
的
法
則
の
う

ち
で
結
び
つ
く
こ
と
な
ど
決
し
て
な
い
か
ら
で
あ
る
」（B

X
II－

X
III

）。

自
然
科
学
者
（
ガ
リ
レ
イ
、
ト
リ
チ
ェ
リ
、
シ
ュ
タ
ー
ル
）
の
実
験
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
自
然
科
学
の
実
験
的
方
法

を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
の
で
あ
（
１３
）る

。「
理
性
が
自
ら
そ
の
構
想
（E

ntw
urf

）
に
従
っ
て
産
出
す
る
も
の
」
は
、
そ
れ
に
対
し
て
「
予
め
構

想
さ
れ
た
計
画
に
従
っ
て
な
さ
れ
な
い
偶
然
的
な
観
察
」
が
対
比
さ
れ
て
い
る
か
ら
、「
理
性
が
実
験
（
予
め
構
想
さ
れ
た
計
画
に
従
っ

て
な
さ
れ
た
実
験
）
に
よ
っ
て
産
出
す
る
も
の
」
と
理
解
で
き
る
。
自
然
の
真
の
姿
は
、
所
与
と
し
て
観
察
さ
れ
る
の
で
な
く
、
実
験
に

よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
図
形
の
性
質
が
所
与
で
な
く
、
産
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
数
学
で
の
対
比
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ

る
。実

験
は
仮
説
に
導
か
れ
て
い
る
か
ら
、「
恒
常
的
法
則
に
従
っ
た
自
ら
の
判
断
の
原
理
」
は
仮
説
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
実
験
的
方
法

は
「
仮
説
―
実
験
」
の
方
法
で
あ
る
。「
理
性
は
、
一
方
の
手
に
は
、
互
い
に
一
致
す
る
現
象
が
そ
れ
に
従
っ
て
の
み
法
則
と
見
な
さ
れ

う
る
自
ら
の
原
理
を
も
っ
て
、
そ
し
て
他
方
の
手
に
は
、
理
性
が
そ
の
原
理
に
従
っ
て
案
出
し
た
実
験
を
も
っ
て
、
自
然
に
向
か
わ
ね
ば

な
ら
な
い
」（B

X
III

）。
実
験
は
仮
説
に
従
っ
て
考
案
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
こ
こ
で
も
原
理
は
仮
説
を
意
味
す
る
。
一
方
の
手
に
仮
説
を

も
っ
て
、
そ
し
て
他
方
の
手
に
実
験
を
も
っ
て
、
つ
ま
り
仮
説
を
検
証
（
反
証
）
す
る
実
験
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
（
１４
）て

、「
自
ら
の
問
い

に
答
え
る
よ
う
に
自
然
に
強
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
こ
れ
を
カ
ン
ト
は
裁
判
官
の
比
喩
に
よ
っ
て
見
事
に
表
現
し
て
い
る（B

X
III

）。

こ
う
し
て
カ
ン
ト
は
自
然
科
学
に
お
け
る
「
思
考
法
の
革
命
」
を
次
の
着
想
の
う
ち
に
求
め
て
い
る
。

「
理
性
が
自
ら
自
然
の
う
ち
に
投
げ
入
れ
た
も
の
に
従
っ
て
、
理
性
が
自
然
か
ら
学
ば
ね
ば
な
ら
ず
、
理
性
が
自
分
自
身
だ
け
で
は
そ

れ
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
だ
ろ
う
或
る
も
の
を
、
自
然
の
う
ち
に
求
め
る
（
自
然
に
な
す
り
つ
け
る
の
で
な
い
）」（B

X
III－

X
IV

）。
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理
性
が
自
然
か
ら
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
は
、
実
験
を
通
し
て
知
ら
れ
る
経
験
的
な
自
然
法
則
で
あ
る
。
ガ
リ
レ
イ
が
実
験
に
よ
っ

て
自
然
か
ら
学
ん
だ
の
は
落
下
の
法
則
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
理
性
が
自
分
自
身
だ
け
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
」
と
さ
れ
る
経

験
的
な
自
然
法
則
で
あ
る
。
で
は
「
理
性
が
自
ら
自
然
の
う
ち
に
投
げ
入
れ
た
も
の
」
と
は
何
か
。
そ
れ
は
実
験
に
よ
っ
て
自
然
の
う
ち

に
投
げ
入
れ
ら
れ
た
も
の
、
つ
ま
り
仮
説
で
あ
る
。
自
然
科
学
に
お
け
る
実
験
は
、
自
然
の
う
ち
に
仮
説
を
投
げ
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
数
学
（
幾
何
学
）
に
お
け
る
構
成
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
。
つ
ま
り
構
成
は
事
物
の
う
ち
に
概
念
（
図
形
の
定
義
）
を
投
げ
入
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
数
学
と
自
然
科
学
と
の
平
行
性
は
次
の
よ
う
に
表
現
で
き
る
。
理
性
は
実
験
（
構
成
）
に
よ
っ
て
仮
説
（
定
義
）

を
投
げ
入
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
然
の
性
質
（
図
形
の
性
質
）
を
産
出
す
る
。

し
か
し
「
我
々
は
物
に
つ
い
て
、
我
々
が
自
ら
物
の
う
ち
へ
置
き
入
れ
る
も
の
の
み
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
す
る
」（B

X
V

III

）
と
い

う
「
思
考
法
の
変
革
さ
れ
た
方
法
」
は
、
こ
の
実
験
的
方
法
に
お
い
て
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
数
学
に
お
い
て
は
、「
概
念

に
従
っ
て
自
ら
事
物
の
う
ち
に
置
き
入
れ
た
も
の
の
み
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
知
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
が
成
り
立
っ
て
い
た
（
二
）。
し
か
し

自
然
科
学
の
着
想
の
う
ち
に
は
「
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
す
る
（
ア
プ
リ
オ
リ
に
知
る
）
」
と
い
う
契
機
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
認
識
（
知
）

の
契
機
は
「
理
性
は
理
性
が
自
ら
そ
の
構
想
に
従
っ
て
産
出
す
る
も
の
の
み
を
洞
察
す
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
の
う
ち
に
見
出
せ
る
が
、
そ

こ
で
も
「
ア
プ
リ
オ
リ
に
」
と
い
う
言
葉
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
自
然
科
学
の
記
述
の
う
ち
に
「
ア
プ
リ
オ
リ
」
と
い
う
言
葉
が
見
出
せ

な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
実
験
的
方
法
は
「
理
性
が
自
分
自
身
だ
け
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
だ
ろ
う
或
る
も
の
」
を
求
め
る

の
だ
か
ら
、
そ
れ
が
求
め
る
認
識
は
経
験
的
認
識
で
あ
っ
て
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識
で
は
あ
り
え
な
い
。

数
学
と
は
異
な
り
、
実
験
的
方
法
に
ア
プ
リ
オ
リ
性
が
欠
け
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
の
こ
と
は
カ
ン
ト
自
身
の
意
図
に
反
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。
そ
も
そ
も
何
故
数
学
と
自
然
科
学
が
モ
デ
ル
と
し
て
選
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
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四

ア
プ
リ
オ
リ
な
自
然
法
則

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
の
意
味
は
、「
理
性
認
識
と
し
て
の
数
学
・
自
然
科
学
と
形
而
上
学
と
の
類
比
が
許
す
か
ぎ
り
、
数
学
・
自
然

科
学
を
試
み
に
模
倣
す
る
」（B

X
V

I

）こ
と
の
う
ち
に
あ
る
。
数
学
と
自
然
科
学
の
平
行
性
は
、
両
者
が「
理
性
の
二
つ
の
理
論
的
認
識
」

（B
X

）
で
あ
る
、
と
い
う
指
摘
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
（
一
）。
理
性
認
識
に
お
い
て
「
或
る
も
の
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
」（B

IX

）。
数
学
と
自
然
科
学
の
平
行
性
は
、
認
識
の
ア
プ
リ
オ
リ
性
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
実
験
的
方
法
と
い
う
経
験
性
の
う
ち

に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
は
理
性
認
識
と
い
う
視
点
か
ら
自
然
科
学
を
考
察
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

こ
の
意
味
で
の
平
行
性
は
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
版
の
序
文
の
背
景
に
あ
る
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
を
見

る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
の
第
三
六
節
の
最
後
に
重
要
な
テ
ー
ゼ
が
語
ら
れ
て
い
る
。

「
悟
性
は
そ
の
法
則
（
ア
プ
リ
オ
リ
な
）
を
自
然
か
ら
汲
み
取
る
の
で
な
く
、
法
則
を
自
然
に
指
定
す
る
」（４

,p.３２０

）。

「
自
然
か
ら
汲
み
取
る
」
―
「
自
然
に
指
定
す
る
」
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
対
比
は
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
で
の
対
比
、
つ
ま
り

「
す
べ
て
の
我
々
の
認
識
は
対
象
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
―
「
対
象
は
我
々
の
認
識
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
対
比
に
正
確
に

対
応
し
て
い
る
。
自
然
法
則
に
即
し
て
言
え
ば
、
こ
の
対
比
は
経
験
的
法
則
と
ア
プ
リ
オ
リ
な
法
則
と
の
対
比
を
表
現
し
て
い
る
。
ガ
リ

レ
イ
が
実
験
に
よ
っ
て
知
ろ
う
と
し
た
落
下
の
法
則
は
経
験
的
法
則
の
一
つ
で
あ
る
。
確
か
に
実
験
は
裁
判
官
の
よ
う
に
「
自
ら
の
問
い

に
答
え
る
よ
う
に
自
然
に
強
制
」
す
る
が
、
し
か
し
そ
の
場
合
で
も
や
は
り
自
然
法
則
を
自
然
か
ら
汲
み
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
悟
性

が
法
則
を
自
然
に
指
定
す
る
の
は
、
裁
判
官
の
資
格
に
お
い
て
で
な
く
、
立
法
者
の
資
格
に
お
い
て
で
あ（
１５
）る
。

ア
プ
リ
オ
リ
な
法
則
は
「
自
然
の
普
遍
的
な
法
則
」、
普
遍
的
な
自
然
法
則
で
あ
り
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
さ
れ
う
る
。「
普
遍
的
な
自

然
法
則（allgem

eine
N

aturgesetze

）は
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
さ
れ
う
る
」（４

,p.３１９
）。
こ
の
テ
ー
ゼ
は
、「
我
々
は
物
に
つ
い
て
、
我
々

が
自
ら
物
の
う
ち
へ
置
き
入
れ
る
も
の
の
み
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
す
る
」（B

X
V

III
）
と
い
う
「
思
考
法
の
変
革
さ
れ
た
方
法
」
を
想

八
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起
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
実
際
第
三
七
節
に
お
い
て
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
法
則
（
普
遍
的
な
自
然
法
則
）
は
、「
悟
性
が
投
げ
入
れ
た
法
則
（sol-

che,
die

der
V

erstand
hinein

gelegt

）」（４
,

p.３２０

）
と
言
わ
れ
て
い
（
１６
）る
。「
置
き
入
れ
る
」、「
投
げ
入
れ
る
」
と
い
う
言
葉
に
相
応
し
い

の
は
、
裁
判
官
で
な
く
立
法
者
で
あ
る
。
悟
性
が
立
法
者
で
あ
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
法
則
に
お
い
て
、「
我
々
は
物
に
つ
い
て
、
我
々
が
自

ら
物
の
う
ち
へ
置
き
入
れ
る
も
の
の
み
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
す
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
が
成
り
立
つ
。『
オ
ー
プ
ス
・
ポ
ス
ト
ゥ
ム
ム
』

は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
我
々
が
知
覚
の
集
積
か
ら
取
り
出
す
も
の
で
な
く
、
我
々
が
経
験
の
可
能
性
の
た
め
に
（
そ
れ
故
形
式
的
な
原
理
に
従
っ
て
）
投
げ

入
れ
る
（hineinlegen

）
も
の
が
、
こ
の
科
学
﹇
物
理
学
﹈
を
成
立
さ
せ
る
。
こ
の
科
学
に
お
い
て
自
然
研
究
（
観
察
と
実
験
に
よ
る
（durch

O
bservation

und
E

xperim
ent

）
が
現
象
の
中
の
現
象
か
ら
出
発
す
る
…
…
」（２２

,p.３２２

（
１７
））。

「
我
々
が
経
験
の
可
能
性
の
た
め
に
投
げ
入
れ
る
（hineinlegen

）
も
の
」
は
「
悟
性
が
投
げ
入
れ
た
法
則
（solche,die

der
V

erstand-

hineingelegt

）」（４
,p.３２０

）
で
あ
り
、
普
遍
的
な
自
然
法
則
（
ア
プ
リ
オ
リ
な
法
則
）
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
「
経
験
の
可
能
性
の

た
め
に
投
げ
入
れ
る
も
の
」
が
物
理
学
を
学
と
し
て
成
り
立
た
せ
る
。
こ
う
し
て
成
立
し
た
物
理
学
に
お
い
て
、
観
察
と
実
験
に
よ
る
経

験
的
な
自
然
研
究
が
行
な
わ
れ
る
。
物
理
学
を
学
と
し
て
成
立
さ
せ
た
の
は
、
観
察
と
並
ぶ
実
験
（
実
験
的
方
法
）
で
な
く
、「
経
験
の

可
能
性
の
た
め
に
投
げ
入
れ
る
も
の
」（
悟
性
が
投
げ
入
れ
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
自
然
法
則
）
な
の
で
あ
る
。

で
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
自
然
法
則
と
は
具
体
的
に
い
か
な
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
第
一
五
節
は
「
完
全
に
ア
プ
リ

オ
リ
に
成
立
す
る
普
遍
的
な
自
然
法
則
」（４

,p.２９５

）の
例
を
挙
げ
て
い
る
。「
実
体
は
不
変
で
あ
り
持
続
す
る
」（
実
体
の
持
続
性
）、「
生

起
す
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
つ
ね
に
原
因
に
よ
っ
て
、
恒
常
的
法
則
に
従
っ
て
予
め
規
定
さ
れ
て
い
る
」（
因
果
性
）。
こ
う
し
た
ア
プ
リ

オ
リ
な
命
題
は
純
粋
自
然
科
学
に
属
し
て
お
り
、「
い
か
に
し
て
純
粋
自
然
科
学
は
可
能
か
」（４

,p.２９４

）
と
い
う
問
い
の
も
と
で
論
じ

ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
同
じ
問
い
を
立
て
て
い
る
『
純
粋
理
性
批
判
』
第
二
版
の
序
論
へ
導
く
。

「
自
然
科
学
（
物
理
学
）
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
的
判
断
を
原
理
と
し
て
自
ら
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
」（B１８

）
と
さ
れ
、
そ
の
例
が
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挙
げ
ら
れ
て
い
る
。「
物
体
的
世
界
の
す
べ
て
の
変
化
に
お
い
て
、
物
質
の
量
は
不
変
の
ま
ま
で
あ
る
」、「
運
動
の
す
べ
て
の
伝
達
に
お

い
て
、
作
用
と
反
作
用
は
つ
ね
に
互
い
に
等
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
こ
の
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
第
二
版
の
序
論
の
�
で

あ
り
、「
い
か
に
し
て
純
粋
自
然
科
学
は
可
能
か
」（B２０

）
と
い
う
問
い
が
立
て
ら
れ
て
い
る
の
は
、
序
論
の
�
で
あ
る
。
第
二
版
の
序

論
の
�
と
�
は
第
一
版
の
序
論
に
対
応
箇
所
が
な
く
、
ま
っ
た
く
新
た
に
書
き
加
え
ら
れ
た
箇
所
で
あ
る
。
こ
の
書
き
加
え
の
背
景
に『
プ

ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
が
あ
る
が
、
第
二
版
の
序
文
も
ま
っ
た
く
新
た
に
書
き
改
め
ら
れ
た
。
序
文
と
序
論
の
書
き
換
え
は
連
動
し
て
い
る
。

第
二
版
の
序
論
の
�
は
「
純
粋
理
性
の
本
来
的
課
題
は
、
い
か
に
し
て
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
的
判
断
は
可
能
か
、
と
い
う
問
い
の
う
ち

に
含
ま
れ
て
い
る
」（B１９
）
と
し
て
、『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
と
同
様
に
、
四
つ
の
問
い
を
立
て
る
。「
い
か
に
し
て
純
粋
数
学
は
可
能
で

あ
る
か
」、「
い
か
に
し
て
純
粋
自
然
科
学
は
可
能
で
あ
る
か
」、「
い
か
に
し
て
自
然
的
素
質
と
し
て
の
形
而
上
学
は
可
能
で
あ
る
か
」、「
い

か
に
し
て
学
と
し
て
の
形
而
上
学
は
可
能
で
あ
る
か
」。
こ
れ
ら
の
問
い
の
対
象
は
、
純
粋
数
学
、
純
粋
自
然
科
学
、
形
而
上
学
（
素
質

と
し
て
の
、
学
と
し
て
の
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
二
版
の
序
文
に
お
け
る
核
心
的
な
問
題
、
つ
ま
り
「
理
性
認
識
と
し
て
の
数
学
・
自
然

科
学
と
形
而
上
学
と
の
類
比
が
許
す
か
ぎ
り
、
数
学
・
自
然
科
学
を
試
み
に
模
倣
す
る
」（B

X
V

I

）
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
ろ
う
。
純
粋
数
学

と
純
粋
自
然
科
学
は
「
理
性
の
理
論
的
学
」（B１４
）、
つ
ま
り
「
理
性
の
二
つ
の
理
論
的
認
識
」（B

X

）
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
序
文
に
お

け
る
自
然
科
学
は
、
実
験
的
方
法
で
な
く
、
純
粋
自
然
科
学
か
ら
そ
の
例
を
挙
げ
る
べ
き
だ
っ
た
ろ
う
。

実
験
的
方
法
は
経
験
的
法
則
の
次
元
に
属
し
、
ア
プ
リ
オ
リ
性
が
欠
け
て
い
る
。
し
か
し
数
学
と
自
然
科
学
の
平
行
性
は
そ
の
出
発
点

を
理
性
認
識
（
ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識
）
の
う
ち
に
見
て
い
た
。
ア
プ
リ
オ
リ
な
自
然
法
則
に
対
し
て
だ
け
、
「
我
々
は
物
に
つ
い
て
、
我
々

が
自
ら
物
の
う
ち
へ
置
き
入
れ
る
も
の
の
み
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
す
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
が
成
り
立
つ
。
そ
し
て
第
二
版
に
お
け
る
序

文
と
序
論
と
の
連
動
か
ら
見
て
も
、
純
粋
自
然
科
学
の
命
題
（
ア
プ
リ
オ
リ
な
法
則
）
が
モ
デ
ル
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
は
経

験
的
法
則
と
ア
プ
リ
オ
リ
な
法
則
を
混
同
し
て
い
る
の
だ
ろ
う（
１８
）か

。
し
か
し
混
同
と
い
う
批
判
は
カ
ン
ト
に
当
て
は
ま
ら
な
い
。
何
故
な

ら
ガ
リ
レ
イ
な
ど
の
実
験
を
描
写
す
る
直
前
に
、
は
っ
き
り
次
の
よ
う
に
断
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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「
私
は
こ
こ
で
は
、
経
験
的
な
原
理
に
基
づ
い
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
（so

fern
sie

auf
em

pirische
Prinzipien

gegründet
ist

）
自
然
科

学
の
み
を
検
討
し
よ
う
」（B

X
II

）。

カ
ン
ト
は
「
経
験
的
な
原
理
に
基
づ
い
て
い
る
か
ぎ
り
で
」
と
い
う
限
定
を
付
し
て
い
る
。
し
か
も
「
経
験
的
」
と
い
う
言
葉
が
強
調

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
こ
で
カ
ン
ト
が
「
経
験
的
」
で
な
い
原
理
（
ア
プ
リ
オ
リ
な
原
理
）
に
基
づ
い
て
い
る
自
然
科
学
（
純

粋
自
然
科
学
）
を
、
一
方
で
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
（
１９
）る

。
そ
し
て
本
来
こ
こ
で
例
示
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
、
実
験
的
方
法

で
な
く
、
純
粋
自
然
科
学
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
も
カ
ン
ト
は
意
識
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
明
確
に
知
っ
た
上
で
、
カ
ン
ト
は
実
験

的
方
法
を
語
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
確
信
犯
で
あ
る
。

例
示
さ
れ
る
べ
き
は
純
粋
自
然
科
学
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
が
外
か
ら
カ
ン
ト
に
押
し
つ
け
て
い
る
こ
と
で
な
く
、
カ
ン
ト

自
身
が
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
に
お
い
て
行
な
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
第
三
八
節
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

五

『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
第
三
八
節

「
悟
性
は
そ
の
法
則
（
ア
プ
リ
オ
リ
な
）
を
自
然
か
ら
汲
み
取
る
の
で
な
く
、
法
則
を
自
然
に
指
定
す
る
」（４

,p.３２０

）
と
い
う
テ
ー

ゼ
に
つ
い
て
、
第
三
七
節
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
こ
の
見
た
と
こ
ろ
大
胆
な
命
題
を
我
々
は
実
例
に
よ
っ
て
解
明
し
よ
う
。
そ
の
実
例
は
次
の
こ
と
を
示
す
だ
ろ
う
。
我
々
が
感
性
的

直
観
の
対
象
に
お
い
て
発
見
す
る
法
則
は
、
と
り
わ
け
そ
れ
が
必
然
的
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
場
合
、
た
と
え
そ
の
法
則
が
、
我
々

が
経
験
に
帰
す
る
自
然
法
則
に
ほ
か
の
す
べ
て
の
点
に
お
い
て
類
似
し
て
い
る
と
し
て
も
、
我
々
自
身
に
よ
っ
て
す
で
に
、
悟
性
が
投
げ

入
れ
た
法
則
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
」（４

,p.３２０

）。

こ
う
し
て
次
の
節
（
第
三
八
節
）
に
お
い
て
、「
悟
性
は
そ
の
法
則
（
ア
プ
リ
オ
リ
な
）
を
自
然
か
ら
汲
み
取
る
の
で
な
く
、
法
則
を

自
然
に
指
定
す
る
」
（４

,p.３２０

）
と
い
う
テ
ー
ゼ
が
そ
の
実
例
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
る
。
こ
の
テ
ー
ゼ
は
「
自
然
か
ら
汲
み
取
る
」
―
「
自

コペルニクス的転回 ―自ら作りうるもののみを洞察する―
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然
に
指
定
す
る
」
と
い
う
対
比
を
通
し
て
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
を
言
い
表
わ
し
て
い
る
（
四
）。
そ
れ
故
第
三
八
節
は
、『
純
粋
理
性

批
判
』
第
二
版
の
序
文
と
同
じ
問
題
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。「
悟
性
が
投
げ
入
れ
た
法
則
」（４

,p.３２０

）
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識

で
き
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
我
々
は
物
に
つ
い
て
、
我
々
が
自
ら
物
の
う
ち
へ
置
き
入
れ
る
も
の
の
み
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
す
る
」

（B
X

V
III

）
と
い
う
「
思
考
法
の
変
革
さ
れ
た
方
法
」
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。『
純
粋
理
性
批
判
』
の
第
二
版
序
文
と
そ
の
問
題
構

制
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
、『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
第
三
八
節
が
最
初
に
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
『
原
論
』
第
三
巻
か
ら
の
命
題
を
挙
げ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

「
互
い
に
交
わ
り
同
時
に
円
と
交
わ
る
二
つ
の
直
線
は
、
ど
れ
ほ
ど
偶
然
に
引
か
れ
た
と
し
て
も
、
や
は
り
い
つ
で
も
規
則
正
し
く
分

割
さ
れ
て
、
一
方
の
直
線
の
部
分
か
ら
な
る
矩
形
は
、
他
方
の
部
分
か
ら
な
る
矩
形
に
等
し
く
な
る
。
こ
こ
で
私
は
問
う
。「
こ
の
法
則

は
円
の
う
ち
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
悟
性
の
う
ち
に
あ
る
の
か
」。
つ
ま
り
、
こ
の
図
形
は
、
悟
性
か
ら
独
立
に
こ
の
法
則
の
根
拠
を

自
ら
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
悟
性
は
、
自
ら
の
概
念
（
つ
ま
り
半
径
の
相
等
性
）
に
従
っ
て
図
形
を
自
ら
構
成
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
、
幾
何
学
的
比
例
を
な
し
て
互
い
に
交
わ
る
弦
の
法
則
を
こ
の
図
形
の
う
ち
に
投
げ
入
れ
る
（hineinlegen

）
の

か
。
こ
の
法
則
の
証
明
を
辿
れ
ば
、
悟
性
が
こ
の
図
形
の
構
成
の
根
底
に
置
い
た
条
件
、
つ
ま
り
半
径
の
相
等
性
か
ら
の
み
、
こ
の
法
則

は
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
に
す
ぐ
に
気
づ
く
だ
ろ
う
」（４

,p.３２０
－
３２１

）。

第
二
版
の
序
文
で
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
『
原
論
』
第
一
巻
の
命
題
五
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
第
三
巻
の
命
題
三
五

で
あ
（
２０
）る

。「
も
し
円
に
お
い
て
二
つ
の
弦
が
互
い
に
交
わ
る
な
ら
ば
、
一
方
の
弦
の
二
つ
の
部
分
に
か
こ
ま
れ
た
矩
形
は
他
方
の
弦
の
二

つ
の
部
分
に
か
こ
ま
れ
た
矩
形
に
等
し
い
」。
問
い
と
し
て
二
つ
の
選
択
肢
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、（
ａ
）「
図
形
か
ら
そ
の
性
質
を
学

び
取
る
」
と
（
ｂ
）「
概
念
に
従
っ
て
自
ら
ア
プ
リ
オ
リ
に
考
え
入
れ
（
構
成
に
よ
っ
て
）
描
出
し
た
も
の
に
よ
っ
て
、
図
形
の
性
質
を

産
出
す
る
」
と
い
う
序
文
で
の
対
比
と
同
じ
で
あ
る
。「
自
ら
の
概
念
（
つ
ま
り
半
径
の
相
等
性
）
に
従
っ
て
図
形
を
自
ら
構
成
す
る
」

と
は
、
円
の
定
義
に
従
っ
て
作
図
す
る
こ
と
で
あ
り
、
二
等
辺
三
角
形
の
定
義
に
従
っ
て
作
図
す
る
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。「
半
径
の
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相
等
性
か
ら
の
み
、
こ
の
法
則
は
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
分
か
る
の
は
、
命
題
三
五
の
証
明
か
ら
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
彼

が
概
念
に
従
っ
て
自
ら
事
物
の
う
ち
に
置
き
入
れ
た
も
の
か
ら
必
然
的
に
帰
結
し
た
も
の
以
外
の
何
も
の
も
事
物
に
付
与
し
て
は
い
な

い
」（B

X
II

）
の
で
あ
る
。

『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
第
三
八
節
と
『
純
粋
理
性
批
判
』
第
二
版
の
序
文
と
の
対
応
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
対
応
は
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド

幾
何
学
か
ら
の
例
示
だ
け
で
な
く
、
次
に
自
然
科
学
の
問
題
を
扱
う
こ
と
に
お
い
て
も
成
り
立
っ
て
い
る
。「
悟
性
が
投
げ
入
れ
た
法
則
」

（４
,p.３２０

）
を
実
例
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
が
、
第
三
八
節
の
狙
い
で
あ
る
。「
投
げ
入
れ
る
」
と
い
う
言
葉
は
、『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
第

三
八
節
に
お
い
て
「
こ
の
図
形
の
う
ち
に
投
げ
入
れ
る
（hineinlegen

）」
と
し
て
幾
何
学
に
お
い
て
も
使
わ
れ
、
第
二
版
の
序
文
に
お

い
て
は
、「
理
性
が
自
ら
自
然
の
う
ち
に
投
げ
入
れ
た
も
の
」
と
し
て
自
然
科
学
に
お
い
て
使
わ
れ
て
い
た
。「
投
げ
入
れ
る
」「
置
き
入

れ
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
序
文
で
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
に
お
け
る
鍵
概
念
で
あ
る
。
第
二
版
の
序
文
は
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
第
三
八

節
を
背
景
に
し
て
、
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
が
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
『
原
論
』
第
三
巻
の
命
題
三
五
か
ら
始
め
た
の
は
、
円
の
性
質
か
ら
円
錐
曲
線
の
性
質
へ
一
般
化
し
、
さ
ら

に
円
錐
曲
線
を
介
し
て
物
理
的
天
文
学
へ
至
る
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
自
然
法
則
と
し
て
の
万
有
引
力
の
法
則
（
逆
自
乗
則
）
が

テ
ー
マ
と
な
る
。
そ
し
て
幾
何
学
の
場
合
と
同
型
の
問
い
が
立
て
ら
れ
る
。

「
そ
れ
故
こ
こ
に
法
則
に
基
づ
く
自
然
が
あ
る
。
こ
の
法
則
を
悟
性
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
、
し
か
も
と
り
わ
け
空
間
の
規
定
の
普
遍
的
な

原
理
か
ら
認
識
す
る
。
こ
こ
で
私
は
問
う
。
こ
の
自
然
法
則
は
空
間
の
う
ち
に
あ
る
の
か
、
…
…
そ
れ
と
も
こ
の
自
然
法
則
は
悟
性
の
う

ち
に
あ
る
の
か
…
…
」（４

,p.３２１

）。

「
空
間
―
悟
性
」
と
い
う
こ
の
二
者
択
一
は
、
幾
何
学
に
お
け
る
「
円
―
悟
性
」
の
二
者
択
一
と
同
型
で
あ
る
。
い
か
な
る
理
由
に
よ
っ

て
カ
ン
ト
は
「
自
然
法
則
は
悟
性
の
う
ち
に
あ
る
」
と
主
張
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。「
引
力
は
、
あ
ら
ゆ
る
引
き
合
う
点
か
ら
の
距
離
の

自
乗
に
反
比
例
し
て
減
少
す
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
力
が
伝
播
す
る
球
面
が
増
加
す
る
の
と
対
応
し
て
い
る
」（４

,p.３２１

）。
伝
播
す
る
力

コペルニクス的転回 ―自ら作りうるもののみを洞察する―
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が
一
定
の
量
で
あ
れ
ば
、
球
面
の
面
積
が
増
加
す
る
の
に
反
比
例
し
て
、
力
は
減
少
す
る
。
球
面
の
面
積
は
半
径
の
自
乗
に
比
例
す
る
か

ら
、
半
径
（
あ
ら
ゆ
る
引
き
合
う
点
か
ら
の
距
離
）
の
自
乗
に
反
比
例
し
て
、
引
力
は
減
少
す
る
。「
空
間
の
規
定
の
普
遍
的
な
原
理
」

と
は
、
球
面
に
関
す
る
原
理
、
つ
ま
り
球
面
の
面
積
は
半
径
の
自
乗
に
比
例
す
る
と
い
う
原
理
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
原
理
か
ら
悟
性

は
ア
プ
リ
オ
リ
に
逆
自
乗
則
と
い
う
自
然
法
則
を
認
識
す（
２１
）る

。
円
の
例
（
命
題
三
五
）
か
ら
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
図
形
の
性
質
は
、
図

形
を
構
成
す
る
悟
性
に
由
来
す
る
。「
空
間
を
円
の
形
態
、
円
錐
の
図
形
、
球
の
図
形
へ
と
規
定
す
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
構
成
の
統
一
の

根
拠
を
含
む
か
ぎ
り
で
の
悟
性
で
あ
る
」（４

,p.３２１
－
３２２

）。
従
っ
て
逆
自
乗
則
と
い
う
自
然
法
則
は
悟
性
の
う
ち
に
あ
る
。
そ
れ
故
逆

自
乗
則
は
「
悟
性
が
投
げ
入
れ
た
法
則
」
の
実
例
で
あ
り
、「
こ
の
法
則
を
悟
性
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
す
る
」。
そ
れ
故
こ
こ
に
「
我
々

は
物
に
つ
い
て
、
我
々
が
自
ら
物
の
う
ち
へ
置
き
入
れ
る
も
の
の
み
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
す
る
」（B

X
V

III

）
と
い
う
テ
ー
ゼ
が
成
り

立
つ
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
第
二
版
の
序
文
に
お
い
て
も
自
然
科
学
の
実
例
と
し
て
、
実
験
的
方
法
で
な
く
、
逆
自
乗
則
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
う
し
た
方
が
理
性
認
識
の
例
と
し
て
相
応
し
か
っ
た
だ
ろ
う
。
何
故
そ
う
し
な
か
っ
た
の
か
。

『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
第
三
八
節
に
お
い
て
は
、
逆
自
乗
則
が
ア
プ
リ
オ
リ
な
自
然
法
則
の
実
例
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
第
一
五
節

で
挙
げ
て
い
る
実
例
（
実
体
の
持
続
性
、
因
果
性
）
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
後
者
は
一
応
ア
プ
リ
オ
リ
な
自
然
法
則
と
見
な
す

こ
と
が
可
能
だ
が
、
し
か
し
逆
自
乗
則
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
法
則
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
ア
プ
リ
オ
リ
な
自
然
法
則
の
実
例
が
揺
れ
動
い

て
い
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た
法
則
が
属
す
る
と
さ
れ
る
純
粋
自
然
科
学
が
確
立
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
純
粋
自
然
科
学
に
つ
い
て
、

か
な
り
の
数
の
人
が
そ
の
現
実
性
を
ま
だ
疑
い
う
る
だ
ろ
う
」（B２１

A
nm

.

）
と
カ
ン
ト
は
書
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

『
純
粋
理
性
批
判
』
は
難
解
故
に
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
。
理
解
へ
と
読
者
を
導
く
た
め
に
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
は
書
か
れ
（
２２
）た
。
こ
の
同

じ
役
割
を
第
二
版
の
序
文
は
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
カ
ン
ト
は
読
者
の
立
場
に
立
（
２３
）ち

、
ど
う
す
れ
ば
読
者
に
『
純
粋
理

性
批
判
』
の
基
本
的
狙
い
を
理
解
し
て
も
ら
え
る
か
に
腐
心
し
て
い
る
。
理
解
し
や
す
さ
の
た
め
に
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
と
の
平
行
性
が
印

象
深
く
語
ら
れ
た
。
自
然
科
学
の
実
例
と
し
て
実
験
的
方
法
を
語
る
の
も
、
理
解
し
や
す
さ
の
た
め
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
読
者
に
訴
え
か
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け
る
分
か
り
や
す
い
実
例
を
必
要
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
読
者
に
自
明
で
な
い
純
粋
自
然
科
学
な
ど
実
例
と
し
て
利
用
で
き
な
か
っ
た
。

「
経
験
的
な
原
理
に
基
づ
い
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
」（B

X
II

）
と
書
い
た
と
き
、
カ
ン
ト
は
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
第
三
八
節
に
お
け
る
ア

プ
リ
オ
リ
な
自
然
法
則
の
分
か
り
に
く
さ
を
想
起
し
て
い
た
だ
ろ
う
。

カ
ン
ト
の
こ
の
努
力
は
報
い
ら
れ
た
。
第
二
版
の
序
文
に
お
け
る
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
へ
の
言
及
か
ら
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
と
い
う

言
葉
が
生
ま
れ
、
日
常
語
と
し
て
通
用
す
る
ま
で
に
な
っ
た
。
そ
し
て
実
験
的
方
法
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
導
き
の

糸
と
な
っ
た
（
２４
）し

、
ま
た
カ
ン
ト
の
科
学
理
解
の
的
確
さ
を
示
す
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
（
２５
）た

。

し
か
し
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
の
意
味
を
正
確
に
知
ろ
う
と
し
て
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
に
つ
い
て
カ
ン
ト
が
何
を
語
っ
て
い
る
の
か
を
調

べ
た
と
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
何
の
成
果
は
挙
が
ら
な
い
。
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
へ
の
言
及
は
極
め
て
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
カ
ン
ト

は
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
科
学
的
方
法
論
を
主
題
的
に
考
察
し
て
、
そ
の
方
法
に
倣
っ
て
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
に
至
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
へ
の
言
及
は
見
事
な
比
喩
で
は
あ
る
が
、
比
喩
に
す
ぎ
な
い
。

同
様
に
、
実
験
的
方
法
と
は
何
か
を
さ
ら
に
知
ろ
う
と
し
て
、
実
験
に
つ
い
て
カ
ン
ト
が
ど
う
考
え
て
い
た
の
か
を
調
べ
て
も
、
得
る

と
こ
ろ
は
な
い
。
カ
ン
ト
が
実
験
に
つ
い
て
主
題
的
に
考
察
し
た
箇
所
は
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。
実
験
に
つ
い
て
主
題
的
に
論
じ
て
い

る
と
言
え
る
の
は
、第
二
版
の
序
文
だ
け
で
あ
る
。と
す
れ
ば
カ
ン
ト
は
実
験
的
方
法
を
導
き
の
糸
と
し
て
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
に
至
っ

た
わ
け
で
も
、『
純
粋
理
性
批
判
』
を
構
想
し
た
わ
け
で
も
な
い
。

第
二
版
の
序
文
で
語
ら
れ
た
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
は
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
を
モ
デ
ル
と
し
て
構
想
さ
れ
た
の
で
は
な
い
し
、
実
験
的
方

法
の
適
用
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
の
で
も
な
い
。
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
も
実
験
的
方
法
も
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
を
印
象
深
く
、
分
か
り

や
す
く
読
者
に
伝
え
る
た
め
の
戦
略
（
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
）
な
の
で
あ（
２６
）る

。
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
の
モ
デ
ル
が
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
で
も

実
験
で
も
な
い
と
す
れ
ば
、
残
る
の
は
数
学
で
あ
る
。『
純
粋
理
性
批
判
』
の
誕
生
の
地
と
さ
れ
る
ヘ
ル
ツ
宛
の
手
紙
、
つ
ま
り
コ
ペ
ル

ニ
ク
ス
的
展
開
へ
至
る
出
発
点
を
な
す
手
紙
か
ら
、
我
々
も
出
発
し
よ
う
。

コペルニクス的転回 ―自ら作りうるもののみを洞察する―

八
九



六

自
ら
作
り
う
る
も
の
の
み
を
洞
察
す
る

「
我
々
の
う
ち
で
表
象
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
が
対
象
に
関
係
す
る
の
は
、
い
か
な
る
根
拠
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
」（１０

,p.１３０

）。

ヘ
ル
ツ
宛
の
手
紙
（
一
七
七
二
年
二
月
二
一
日
）
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
、『
感
性
と
理
性
と
の
限
界
』
の
構
想
を
書
い
た
後
に
、「
形
而

上
学
の
全
秘
密
を
解
く
鍵
」
を
こ
の
問
い
の
う
ち
に
見
出
し
て
い
る
。
表
象
と
対
象
の
関
係
は
二
つ
の
可
能
性
に
区
分
さ
れ
る
。

（
１
）「
表
象
は
、
主
観
が
対
象
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
仕
方
の
み
を
含
む
」。

（
２
）「
我
々
の
う
ち
で
表
象
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
客
観
に
関
し
て
能
動
的
で
あ
る
、
つ
ま
り
神
の
認
識
が
事
物
の
原
型
と
し

て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
対
象
で
さ
え
表
象
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
（hervorgebracht

）」（１０
,p.１３０

）。

こ
の
二
つ
の
可
能
性
は
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
の
二
つ
の
選
択
肢
に
対
応
し
て
い
る
。
つ
ま
り
（
１
）
は
「
す
べ
て
の
我
々
の
認
識

は
対
象
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
に
、
そ
し
て
（
２
）
は
「
対
象
は
我
々
の
認
識
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
に
対
応
し
て
い
（
２７
）る
。
コ
ペ
ル

ニ
ク
ス
的
転
回
は（
２
）の
可
能
性
を
追
求
す
る
こ
と
の
う
ち
に
あ
る
が
、
ヘ
ル
ツ
宛
の
手
紙
も
同
じ
で
あ
る
。
ヘ
ル
ツ
宛
の
手
紙
は（
２
）

の
可
能
性
を
数
学
の
う
ち
に
見
出
し
て
い
る
。

「
数
学
に
お
い
て
は
、
こ
れ
は
あ
り
う
る
。
何
故
な
ら
、
我
々
の
前
に
あ
る
客
観
が
量
で
あ
り
量
と
し
て
表
象
さ
れ
う
る
の
は
、
我
々

が
一
を
何
度
か
取
り
上
げ
て
そ
の
表
象
を
産
出
す
る
（erzeugen
）
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
量
の
概
念
は
自
己
活

動
的
で
あ
り
、
そ
の
原
則
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
見
出
さ
れ
う
る
。
し
か
し
質
の
関
係
に
お
い
て
は
、
い
か
に
し
て
私
の
悟
性
は
ま
っ
た
く
ア

プ
リ
オ
リ
に
物
の
概
念
を
自
ら
形
成
し
、
事
物
は
そ
の
概
念
に
必
然
的
に
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
い
か
に
し
て
悟
性
は
物
の

可
能
性
に
つ
い
て
の
実
在
的
な
原
則
を
構
想
し
、
経
験
は
そ
の
原
則
に
忠
実
に
一
致
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
原
則
が
経
験
か
ら
独
立

で
あ
る
の
か
。
こ
う
し
た
問
い
は
、
ど
こ
か
ら
悟
性
能
力
に
物
自
身
と
の
こ
の
一
致
が
生
じ
る
か
と
い
う
我
々
の
悟
性
能
力
に
関
す
る
謎

を
つ
ね
に
残
す
」（１０

,p.１３１

）。

九
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こ
こ
で
（
２
）
の
可
能
性
、
つ
ま
り
「
対
象
（
事
物
、
経
験
）
は
我
々
の
認
識
（
悟
性
の
概
念
と
原
則
）
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
こ

と
が
謎
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
謎
を
解
く
試
み
が
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
へ
と
カ
ン
ト
を
導
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
モ
デ
ル
は

数
学
で
あ
る
。
数
学
に
お
い
て
「
量
の
概
念
は
自
己
活
動
的
で
あ
り
、
そ
の
原
則
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
見
出
さ
れ
う
る
」
と
さ
れ
（
２８
）る

。
自
己

活
動
的
に
自
ら
産
出
し
た
も
の
・
作
っ
た
も
の
（
量
の
概
念
と
原
則
）
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
見
出
さ
れ
る
（
認
識
さ
れ
る
）。
こ
こ
か
ら
コ

ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
へ
の
道
が
通
じ
て
い
る
。
そ
の
核
心
は
「
我
々
は
物
に
つ
い
て
、
我
々
が
自
ら
物
の
う
ち
へ
置
き
入
れ
る
も
の
の
み

を
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
す
る
」（B

X
V

III

）
と
い
う
テ
ー
ゼ
の
う
ち
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。「
我
々
が
自
ら
物
の
う
ち
へ
置
き
入
れ
る

も
の
」
と
は
「
我
々
が
自
ら
産
出
す
る
も
の
（
作
る
も
の
）」
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。

数
学
と
哲
学
（
形
而
上
学
）
は
、
量
と
質
と
の
対
比
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
て
い
る
。『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
こ
の
対
比
は
「
量

の
概
念
の
み
が
構
成
さ
れ
る
」（A７１３

＝
B７４１

）
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
（
２９
）る
。
こ
こ
で
は
算
術
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
例

え
ば
３
と
い
う
量
の
概
念
は１

＋
１
＋
１
と
い
う
操
作
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

（
３０
）る

、
つ
ま
り
「
一
を
何
度
か
取
り
上
げ
て
そ
の
表
象
を
産
出

す
る
」。
こ
う
し
た
数
学
観
は
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
に
お
い
て
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。

「
数
学
に
お
い
て
私
は
、
私
が
概
念
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
と
表
象
す
る
す
べ
て
の
も
の
を
、
私
の
思
惟
に
よ
っ
て
自
ら
作
る
（
構
成

す
る
）（selbst

m
achen

（konstruieren

））
こ
と
が
で
き
る
。
二
に
他
の
二
を
次
々
と
（nach

und
nach

）
付
け
加
え
、
四
と
い
う
数
を

自
ら
作
る
…
…
」（４

,p.３７０

）。

こ
の
足
し
算
の
例
は
、
ヘ
ル
ツ
宛
の
手
紙
で
の
「
一
を
何
度
か
取
り
上
げ
て
そ
の
表
象
を
産
出
す
る
」
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
数
学
を

特
徴
づ
け
る
「
概
念
の
構
成
」
は
、「
自
ら
作
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
。
数
学
の
対
象
は
「
私
の
思
惟
に
よ
っ
て
自
ら
作
る
こ
と
が
で
き

る
（selbst

m
achen

können

）」。
と
す
れ
ば
、
ヘ
ル
ツ
宛
の
手
紙
の
う
ち
に
、
数
学
に
お
い
て
「
自
ら
作
り
う
る
も
の
は
ア
プ
リ
オ
リ
に

認
識
さ
れ
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
六
〇
年
代
末
か
ら
七
〇
年
代
初
頭
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
遺
稿
の
う
ち
に
、

次
の
テ
ー
ゼ
が
見
出
さ
れ
る
。「
我
々
が
自
ら
作
り
う
る
も
の
の
み
を
我
々
は
概
念
把
握
す
る（W

ir
begreifen

nur,w
as

w
ir

selbstm
achen
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können.

）」（１６
,p.３４５

N
r.２３９８

）。
こ
の
テ
ー
ゼ
は
『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

「
人
が
概
念
に
従
っ
て
自
ら
作
り
、
実
現
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
の
み
を
、
人
は
完
全
に
洞
察
す
る
」（５

,p.３８４

）。

こ
れ
と
同
様
の
テ
ー
ゼ
を
カ
ン
ト
は
繰
り
返
し
語
っ
て
い
る
。「
我
々
が
自
ら
作
り
う
る
も
の
の
み
を
、
我
々
は
理
解
し
、
他
人
に
伝

え
る
こ
と
が
で
き
る
」（１１

,p.５１５

）。「
我
々
が
自
ら
作
り
う
る
も
の
の
み
を
、
我
々
は
根
本
的
に
理
解
す
る
」（１２

,p.５７

）。「
我
々
が
自

ら
作
り
う
る
も
の
以
外
に
、
我
々
は
洞
察
し
な
い
」（２２

,p.３５３
,cf.１６

,p.３４４
,N

r.２３９４

）。
こ
う
し
た
テ
ー
ゼ
を
「
我
々
が
自
ら
作
り
う

る
も
の
の
み
を
、
我
々
は
洞
察
す
る
」（
自
ら
作
り
う
る
も
の
の
み
を
洞
察
す
る
）
と
定
式
化
し
よ
う
。

し
か
し
「
洞
察
す
る
」
と
は
カ
ン
ト
に
お
い
て
何
を
意
味
す
る
の
か
。「
或
る
も
の
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
す
る
こ
と
は
、
洞
察
す
る

こ
と
を
意
味
す
る
」（１８

,
p.４３

,
N

r.４９６５

）。
そ
れ
故
、「
自
ら
作
り
う
る
も
の
の
み
を
洞
察
す
る
」
と
は
「
自
ら
作
り
う
る
も
の
の
み
を

ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
す
る
」
を
、
つ
ま
り
「
我
々
は
物
に
つ
い
て
、
我
々
が
自
ら
物
の
う
ち
へ
置
き
入
れ
る
も
の
の
み
を
ア
プ
リ
オ
リ
に

認
識
す
る
」
と
同
じ
こ
と
を
意
味
す
（
３１
）る
。

「
洞
察
す
る
」
と
い
う
言
葉
は
認
識
の
一
段
階
と
し
て
登
場
す
る
。
カ
ン
ト
は
遺
稿
に
お
い
て
認
識
の
段
階
を
六
段
階
に
区
分
し
て
い

る
（１６

,p.３４３

）。（
１
）
表
象
す
る
、（
２
）
知
覚
す
る
、（
３
）
識
別
す
る
、（
４
）
理
解
す
る
、（
５
）
洞
察
す
る
、（
６
）
概
念
把
握

す
（
３２
）る

。
第
五
、
六
段
階
を
引
用
し
よ
う
。「
５
、
或
る
も
の
を
洞
察
す
る
こ
と
（perspicere

）。
或
る
も
の
を
理
性
に
よ
っ
て
認
識
す
る

こ
と
。（
或
る
も
の
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
理
解
す
る
こ
と
）（
根
拠
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
可
能
な
根
拠
か
現
実
的
な
根
拠
に
よ
っ
て
）」、「
６
、

或
る
も
の
を
概
念
把
握
す
る
こ
と
。
あ
る
意
図
に
と
っ
て
十
分
に
洞
察
す
る
こ
と
。（
自
ら
作
り
う
る
）（
理
性
に
よ
っ
て
完
全
に
洞
察
す

る
こ
と
）」（１６
,p.３４３

）。
第
六
段
階
が
「
理
性
に
よ
っ
て
完
全
に
洞
察
す
る
こ
と
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
洞
察
と
概
念
把
握
の

違
い
は
完
全
性
に
あ
る
。
第
六
段
階
に
お
け
る
「
自
ら
作
り
う
る
（selbst

m
achen

können

）」
と
い
う
言
葉
に
注
意
し
よ
う
。
こ
の
こ

と
は
、「
我
々
が
自
ら
作
り
う
る
も
の
の
み
を
我
々
は
概
念
把
握
す
る
」（１６

,p.３４５
）
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
想
起
さ
せ
る
。
こ
の
テ
ー
ゼ
は
、

こ
の
断
章
に
お
い
て
「
我
々
が
作
り
う
る
も
の
以
外
に
、
我
々
は
洞
察
し
な
い
」（１６

,p.３４４

）
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
自
ら
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作
り
う
る
も
の
の
み
を
洞
察
す
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
と
同
じ
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
こ
の
テ
ー
ゼ
に
お
け
る
「
洞
察
す
る
」
は
「
理
性
に
よ
っ

て
完
全
に
洞
察
す
る
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

概
念
把
握
の
例
と
し
て
、『
論
理
学
』
は
数
学
を
挙
げ
て
い
る
。「
数
学
者
が
証
明
す
る
も
の
以
上
の
こ
と
は
、
例
え
ば
円
の
中
の
す
べ

て
の
直
線
は
比
例
し
て
い
る
と
い
う
以
上
の
こ
と
は
、
何
も
概
念
把
握
さ
れ
え
な
い
」（９

,p.６５

（
３３
））。

と
す
れ
ば
、「
自
ら
作
り
う
る
も
の

の
み
を
洞
察
す
る
（
概
念
把
握
す
る
）」
と
い
う
テ
ー
ゼ
の
モ
デ
ル
は
、
数
学
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
（
３４
）る

。

七

ホ
ッ
ブ
ズ
と
ヴ
ィ
ー
コ
、
そ
し
て
カ
ン
ト

「
我
々
が
自
ら
作
り
う
る
も
の
の
み
を
、
我
々
は
洞
察
す
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
の
典
型
例
は
数
学
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
カ
ン
ト
に

当
て
は
ま
る
だ
け
で
な
く
、
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ヴ
ィ
ー
コ
に
も
妥
当
す
る
。

『
数
学
の
教
授
た
ち
に
与
え
る
六
つ
の
レ
ッ
ス
ン
』
に
お
け
る
ホ
ッ
ブ
ズ
の
献
辞
と
ヴ
ィ
ー
コ
『
学
問
の
方
法
』
か
ら
引
用
し
よ
う
。

（
ａ
）「
学
問
の
う
ち
で
、
或
る
も
の
は
証
明
可
能
で
あ
り
、
他
の
も
の
は
証
明
不
可
能
で
あ
る
。
証
明
可
能
な
も
の
と
は
、
そ
の
対
象

の
構
成
が
学
者
自
身
の
力
の
う
ち
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
学
者
は
自
ら
の
証
明
に
お
い
て
、
彼
自
身
の
操
作
の
結
果
を
演
繹
す
る
以
上
の

こ
と
は
し
な
い
。
そ
の
理
由
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
対
象
の
知
識
は
、
そ
の
対
象
の
原
因
、
産
出
、
構
成
に
つ
い
て
前

も
っ
て
知
る
こ
と
に
由
来
す
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
原
因
が
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
証
明
は
可
能
だ
が
、
原
因
が
探
し
求
め
ら
れ

る
と
こ
ろ
で
は
証
明
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
故
幾
何
学
は
証
明
可
能
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
そ
こ
か
ら
我
々
が
推
論
す
る
線
と
図
形
は
、

我
々
自
身
に
よ
っ
て
引
か
れ
描
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
政
治
哲
学
も
証
明
可
能
で
あ
る
。
何
故
な
ら
我
々
は
自
ら
国
家
を
作
る
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
自
然
物
体
に
つ
い
て
我
々
は
そ
の
構
成
を
知
ら
ず
、
結
果
か
ら
構
成
を
探
す
か
ら
、
我
々
が
探
し
求
め
る
原
因
が
何

で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
証
明
は
存
在
せ
ず
、
原
因
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
証
明
が
存
在
す
る
だ
け
で
あ
る（
３５
）」。

（
ｂ
）「
そ
れ
ゆ
え
、
幾
何
学
的
方
法
の
力
に
よ
っ
て
真
理
と
し
て
引
き
出
さ
れ
た
自
然
学
の
こ
と
が
ら
は
単
に
真
ら
し
い
だ
け
の
こ
と

コペルニクス的転回 ―自ら作りうるもののみを洞察する―
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で
あ
り
、
ま
た
幾
何
学
か
ら
確
か
に
方
法
は
得
て
い
る
に
し
て
も
、
証
明
を
得
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
幾
何
学

的
こ
と
が
ら
を
証
明
す
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
﹇
そ
れ
ら
を
﹈
作
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
か
り
に
、
わ
れ
わ
れ
が
自
然
学
的
こ
と

が
ら
を
証
明
で
き
る
と
し
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
﹇
そ
れ
ら
を
﹈
作
っ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
事
物
の

本
性
を
形
づ
く
る
真
の
形
相
は
た
だ
至
善
至
高
の
神
の
中
に
の
み
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
３６
）」。

ホ
ッ
ブ
ズ
と
ヴ
ィ
ー
コ
は
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。（
１
）
自
ら
作
る
も
の
は
証
明
可
能
で
あ
る
。（
２
）
そ
の
典
型
例
は

幾
何
学
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
る
。（
３
）
自
然
物
体
（
自
然
学
的
こ
と
が
ら
）
は
証
明
可
能
で
は
な
い
。

（
１
）
は
「
自
ら
作
り
う
る
も
の
の
み
を
洞
察
す
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
（
２
）
は
妥
当

す
る
。
し
か
し
（
３
）
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
異
な
っ
た
立
場
を
取
る
。（
１
）
の
テ
ー
ゼ
が
自
然
に
も
適
用
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
か
ら

で
あ（
３７
）る
。
こ
こ
に
カ
ン
ト
の
独
自
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

「
我
々
は
自
ら
国
家
を
作
る
」
と
言
え
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
（
１
）
の
テ
ー
ゼ
を
幾
何
学
か
ら
政
治
哲
学
へ
と
拡
張
す

る
（
３８
）
。
そ
れ
に
対
し
て
カ
ン
ト
は
（
１
）
の
テ
ー
ゼ
を
自
然
科
学
へ
と
拡
張
す
る
。
と
す
れ
ば
カ
ン
ト
は
「
我
々
は
自
ら
自
然
を
作
る
」
と

主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
主
張
は
（
３
）
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
。（
３
）
の
根
拠
は
、「
自
然
物
体
に
つ

い
て
我
々
は
そ
の
構
成
を
知
ら
な
い
」
か
ら
、
つ
ま
り
「
自
然
物
体
を
自
ら
作
り
え
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
（
１
）
の
前
提
の
も
と
で
（
３
）

を
否
定
す
る
と
す
れ
ば
、「
わ
れ
わ
れ
は
自
然
物
体
（
自
然
学
的
こ
と
が
ら
）
を
作
っ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
」。
し
か

し
自
然
を
作
る
こ
と
は
我
々
に
は
不
可
能
で
あ
り
、「
至
善
至
高
の
神
」の
み
に
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
カ
ン
ト
が「
我
々

は
自
然
を
作
っ
て
い
る
」
と
主
張
で
き
る
と
す
れ
ば
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
な
の
か
。

こ
の
問
い
は
カ
ン
ト
自
身
の
問
い
で
あ
っ
た
。
ヘ
ル
ツ
宛
の
手
紙
は
、「
我
々
の
う
ち
で
表
象
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
が
、
客
観
に
関

し
て
能
動
的
で
あ
る
」
と
い
う
可
能
性
を
追
求
し
て
い
た
。
そ
の
一
つ
の
可
能
性
は
、
神
（
原
型
的
知
性
）
が
対
象
そ
の
も
の
を
表
象
に

よ
っ
て
産
出
す
る
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
模
型
的
知
性
で
あ
る
有
限
な
我
々
に
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
純
粋
悟
性
概
念

九
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は「
客
観
に
よ
っ
て
引
き
起
さ
れ
る
の
で
も
、
客
観
そ
の
も
の
を
産
出
す
る
の
で
も
な
い
」（１０

,p.１３０

）。
と
す
れ
ば
カ
ン
ト
も
ま
た（
３
）

を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
い
か
な
る
意
味
で
カ
ン
ト
は
「
自
然
を
作
る
」
と
主
張
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
物
自
体
の

創
造
者
で
な
く
、「
現
象
の
創
造
者
」
と
し
て
で
あ
る
。

八

現
象
の
創
造
者

カ
ン
ト
は
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
神
の
創
造
は
「
物
自
体
そ
の
も
の
の
創
造
」
で
あ
り
、
「
神
が
現
象
の
創
造
者
（Schöpfer

）

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
矛
盾
で
あ
る
」（５

,p.１０２

）、
と
語
っ
て
い
（
３９
）る
。
神
が
現
象
の
創
造
者
で
な
い
と
す
れ
ば
、
現
象
の
創
造
者
は

人
間
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
「
現
象
の
本
源
的
原
理
（principium

originarium

）」（１８
,

p.４４０
,

N
r.６０５７

）
で
あ
る
。
人
間
と
神
と
の
対
比

は
次
の
よ
う
に
言
い
表
わ
さ
れ
る
。

「
物
の
現
象
は
我
々
の
感
性
の
所
産
で
あ
る
。
神
は
物
自
体
の
創
造
者
（U

rheber

）
で
あ
る
」（１７

,p.４２９
,N

r.４１３５

）。

現
象
が
「
我
々
の
感
性
の
所
産
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
神
は
物
自
体
の
創
造
者
で
あ
る
」
と
パ
ラ
レ
ル
に
、
我
々
は
現
象
の
創
造
者

で
あ
ろ
う
。
我
々
は
物
そ
の
も
の
を
作
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
物
そ
の
も
の
の
創
造
者
で
な
い
）
が
、
現
象
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
（
現

象
の
創
造
者
で
あ
る
）。
物
自
体
の
創
造
者
で
あ
る
神
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

「
神
は
す
べ
て
の
物
を
、
そ
れ
が
自
体
的
に
そ
の
も
の
と
し
て
あ
る
あ
り
方
（w

ie
sie

an
sich

selbst
sind

）
を
認
識
す
る
、
つ
ま
り
、

悟
性
の
直
観
に
よ
っ
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
直
接
的
に
認
識
す
る
。
何
故
な
ら
神
は
、
す
べ
て
の
可
能
性
の
根
拠
を
そ
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
、

す
べ
て
の
存
在
者
の
存
在
者
で
あ
る
か
ら
」（２８

,p.１０５２

）。

こ
こ
で
働
い
て
い
る
の
は
「
自
ら
作
り
う
る
も
の
の
み
を
洞
察
す
る
（
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
す
る
）」
と
い
う
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
神
の

創
造
は
「
物
自
体
そ
の
も
の
の
創
造
（Schöpfung

der
D

inge
an

sich
selbst

）」（５
,p.１０２

）
で
あ
る
。
つ
ま
り
神
は
物
自
体
そ
の
も
の

を
作
る
か
ら
、「
物
が
自
体
的
に
そ
の
も
の
と
し
て
（an

sich
selbst

）
あ
る
あ
り
方
」
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
有
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限
な
存
在
者
（
人
間
）
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

「
し
か
し
有
限
的
な
存
在
者
は
、
自
己
自
身
か
ら
他
の
物
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
彼
は
物
の
創
造
者
（U

rheber

）

で
な
い
か
ら
。
た
だ
し
単
な
る
現
象
は
別
で
あ
り
、
彼
は
現
象
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（１８

,p.４３３
,N

r.６０４８

（
４０
））。

こ
こ
で
働
い
て
い
る
の
も
、「
自
ら
作
り
う
る
も
の
の
み
を
洞
察
す
る
（
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
す
る
）」
と
い
う
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
有
限

な
存
在
者
は
物
の
創
造
者
で
な
い
か
ら
、
つ
ま
り
物
そ
の
も
の
を
作
り
え
な
い
か
ら
、
自
己
自
身
か
ら
（
ア
プ
リ
オ
リ
に
）
物
を
認
識
で

き
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
彼
が
現
象
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
彼
が
現
象
を
作
る
か
ら
、
つ
ま
り
現
象
の
創
造

者
だ
か
ら
で
あ
る
。

現
象
の
創
造
者
と
い
う
思
想
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
「
す
べ
て
の
総
合
的
判
断
の
最
高
原
則
」
の
う
ち
に
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
る
。

「
経
験
一
般
の
可
能
性
の
条
件
は
、
同
時
に
経
験
の
対
象
の
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
」（A１５８

＝
B１９７

（
４１
））。

悟
性
は
「
経
験
の
創
造
者
（U

rheber

）」（B１２７
）
で
あ
り
、
悟
性
の
う
ち
に
「
経
験
一
般
の
可
能
性
の
条
件
」
が
あ
る
。
そ
れ
故
最

高
原
則
は
、
次
の
よ
う
に
表
現
で
き
る
。
経
験
の
創
造
者
は
、
経
験
の
対
象
の
創
造
者
、
つ
ま
り
現
象
（
経
験
の
対
象
）
の
創
造
者
で
あ

る
。
こ
の
テ
ー
ゼ
は
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
の
次
の
テ
ー
ゼ
の
う
ち
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。「
経
験
一
般
の
可
能
性
は
同
時
に
、
自

然
の
普
遍
的
な
法
則
で
あ
る
」（４

,p.３１９

）。

現
象
と
物
自
体
の
区
別
の
背
後
に
、「
自
ら
作
り
う
る
も
の
の
み
を
洞
察
す
る
（
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
す
る
）」
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
見
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
す
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
我
々
が
自
ら
作
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
自
然
に

つ
い
て
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
は
自
然
を
自
ら
作
り
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
自
然
そ
の
も
の

を
産
出
す
る
こ
と
は
、
神
に
は
可
能
で
あ
る
が
、
有
限
な
存
在
者
で
あ
る
人
間
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
作
る
と
言
え
る

た
め
に
は
、
神
が
作
る
自
然
と
は
区
別
さ
れ
た
自
然
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
自
然
そ
の
も
の（
物
自
体
と
し
て
の
自
然
）

九
六



で
な
く
、
現
象
と
し
て
の
自
然
を
作
る
。

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
の
核
心
は
「
自
ら
作
り
う
る
も
の
の
み
を
洞
察
す
る
（
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
す
る
）」
と
い
う
テ
ー
ゼ
の
う
ち

に
あ
り
、
こ
の
テ
ー
ゼ
が
現
象
と
物
自
体
の
区
別
へ
と
導
く
。
だ
か
ら
こ
そ
、
第
二
版
の
序
文
は
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
の
成
果
と
し

て
、
こ
の
区
別
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
我
々
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
理
性
認
識
は
現
象
に
の
み
関
わ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
事
物
自
体
そ

の
も
の
は
確
か
に
そ
れ
自
身
で
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
我
々
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
え
な
い
も
の
と
し
て
放
置
し
て
お
く
」

（B
X

X

）。

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
が
形
而
上
学
に
も
た
ら
し
た
成
果
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

九

悟
性
の
立
法
と
理
性
の
立
法

「
こ
の
試
み
は
望
み
通
り
成
功
し
、
形
而
上
学
に
、
そ
の
第
一
部
門
に
お
い
て
、
学
の
確
実
な
道
を
約
束
す
る
が
、
形
而
上
学
が
ア
プ

リ
オ
リ
な
概
念
に
関
わ
り
、
そ
れ
に
対
応
す
る
対
象
が
経
験
の
う
ち
に
概
念
に
適
合
し
て
与
え
ら
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
何
故
な
ら
思
考

法
の
こ
の
変
革
に
従
え
ば
、
人
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識
の
可
能
性
を
き
わ
め
て
よ
く
説
明
で
き
る
か
ら
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
対
象
の
総
括

と
し
て
の
自
然
の
根
底
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
あ
る
法
則
に
十
分
な
証
明
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
こ
と
は
従
来

の
や
り
方
に
従
え
ば
不
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
す
る
我
々
の
能
力
の
こ
の
演
繹
か
ら
、
形
而
上
学
の
第
一
部
門
に

お
い
て
奇
異
な
結
果
、
第
二
部
門
が
取
り
扱
う
形
而
上
学
の
全
目
的
に
一
見
極
め
て
不
利
な
結
果
が
生
ず
る
。
つ
ま
り
、
我
々
の
能
力
に

よ
っ
て
我
々
は
可
能
的
経
験
の
全
体
を
決
し
て
超
え
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
結
果
で
あ
る
が
、
し
か
し
超
え
出
る
こ
と
こ
そ
が

こ
の
学
の
本
質
的
な
要
件
な
の
で
あ
る
」（B

X
IX
－

X
X

）。

カ
ン
ト
は
こ
こ
で
形
而
上
学
を
第
一
部
門
と
第
二
部
門
に
区
分
し
て
い
る
が
、
こ
の
区
分
は
カ
ン
ト
の
形
而
上
学
構
想
の
基
本
的
な
区

分
、
つ
ま
り
一
般
形
而
上
学
と
特
殊
形
而
上
学
と
の
区
分
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、
カ
ン
ト
の
形
而
上
学
の
構
想
を
遺

コペルニクス的転回 ―自ら作りうるもののみを洞察する―

九
七



稿
（１８

,p.９

）
に
即
し
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
こ
の
遺
稿
に
お
い
て
「
自
然
の
形
而
上
学
と
人
倫
の
形
而
上
学
」
と
括
弧
で
書
か
れ

て
い
る
。
形
而
上
学
を
こ
の
よ
う
に
理
論
的
―
実
践
的
と
二
分
す
る
こ
と
は
カ
ン
ト
に
お
い
て
一
貫
し
て
い
る
。
括
弧
の
下
に
形
而
上
学

（
狭
義
の
形
而
上
学
、
つ
ま
り
自
然
の
形
而
上
学
）
が
、
ツ
リ
ー
状
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
形
而
上
学
（M

etaphysica

）
は
（G

eneralis

）

と
（Specialis
）
と
に
、
つ
ま
り
一
般
形
而
上
学
（M

etaphysica
generalis

）
と
特
殊
形
而
上
学
（M

etaphysica
specialis

）
に
区
分
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。「
一
般
的
（allgem

eine

）、
つ
ま
り
理
性
と
理
性
の
概
念
が
そ

れ
自
身
で
客
観
を
な
す
（
超
越
論
的
哲
学
）」
―
「
特
殊
的
（besondere

）、
つ
ま
り
理
性
か
ら
区
別
さ
れ
た
客
観
に
応
用
さ
れ
る
」（１８

,

p.９

）
。
さ
ら
に
一
般
形
而
上
学
（
超
越
論
的
哲
学
）
は
、
純
粋
理
性
の
批
判
と
存
在
論
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
純
粋
理
性
批
判
』

方
法
論
に
お
け
る
「
形
而
上
学
と
い
う
名
は
批
判
を
含
め
た
純
粋
哲
学
の
全
体
に
与
え
る
こ
と
も
で
き
る
」（A８４１

＝
B８６９

）
と
さ
れ
た

分
類
に
従
っ
て
い
（
４２
）る
。
一
般
形
而
上
学
と
特
殊
形
而
上
学
と
の
同
様
の
区
分
は
、
次
の
よ
う
に
も
表
現
さ
れ
る
。

「
我
々
は
形
而
上
学
を
次
の
よ
う
に
区
分
す
る
。
／
１
、
純
粋
理
性
の
批
判
と
存
在
論
―
そ
れ
は
内
在
的
な
超
越
論
的
概
念
を
含
む
。

／
２
、
哲
学
の
超
越
的
部
門
、
そ
れ
は
宇
宙
論
と
自
然
神
学
を
含
む
部
門
で
あ
る
。
―
超
越
的
な
も
の
に
関
し
て
我
々
の
認
識
は
弁
証
論

的
で
あ
る
…
…
」（２８

,p.６５６

（
４３
））。

形
而
上
学
の
第
一
部
門
は
一
般
形
而
上
学
、
つ
ま
り
形
而
上
学
の
内
在
的
部
門
で
あ
り
、
形
而
上
学
の
第
二
部
門
は
特
殊
形
而
上
学
、

つ
ま
り
超
越
的
部
門
で
あ
る
。
形
而
上
学
の
こ
の
区
分
が
第
二
版
の
序
文
に
お
い
て
、
形
而
上
学
の
第
一
部
門
と
第
二
部
門
と
言
わ
れ
て

い
（
４４
）る

。
形
而
上
学
の
第
一
部
門
（
内
在
的
部
門
）
に
対
し
て
は
、
二
つ
の
成
果
が
生
じ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

「
ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識
の
可
能
性
を
き
わ
め
て
よ
く
説
明
で
き
る
」
の
は
、「
我
々
は
物
に
つ
い
て
、
我
々
が
自
ら
物
の
う
ち
へ
置
き
入

れ
る
も
の
の
み
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
す
る
」（B

X
V

III

）
と
い
う
基
本
テ
ー
ゼ
が
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。「
自
ら
物
の
う
ち
へ
置
き

入
れ
る
も
の
」
と
は
、
理
性
が
自
然
の
う
ち
へ
投
げ
入
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
経
験
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
機
能
す
る
。
理
性
が

投
げ
入
れ
る
も
の
が
経
験
（
自
然
の
経
験
）
を
可
能
に
す
る
か
ら
、
そ
れ
は
同
時
に
自
然
の
普
遍
的
な
法
則
で
あ
る
。「
経
験
一
般
の
可

九
八



能
性
は
同
時
に
、
自
然
の
普
遍
的
な
法
則
で
あ
り
、
経
験
の
可
能
性
の
原
則
は
そ
れ
自
身
、
自
然
の
法
則
で
あ
る
」（４

,p.３１９

）。
こ
れ

に
よ
っ
て
、「
対
象
の
総
括
と
し
て
の
自
然
の
根
底
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
あ
る
法
則
に
十
分
な
証
明
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
」。
こ
の
「
自

然
の
根
底
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
あ
る
法
則
」
は
、「
我
々
が
自
ら
物
の
う
ち
へ
置
き
入
れ
る
も
の
」、
我
々
が
自
ら
作
る
も
の
で
あ
る
。

経
験
の
可
能
性
の
原
則
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
さ
れ
る
。
し
か
し
経
験
の
可
能
性
の
原
則
は
、
経
験
的
使
用
に
の
み
役
立
つ
に
す
ぎ
な

い
。
そ
の
原
則
は
経
験
を
超
え
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。「
我
々
の
能
力
に
よ
っ
て
我
々
は
可
能
的
経
験
の
全
体
を
決
し
て
超
え

出
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
の
で
あ（
４５
）る

。
し
か
し
形
而
上
学
の
第
二
部
門
は
超
越
的
な
部
門
と
し
て
、
経
験
を
超
え
た
超
越
的
な
も
の
（
神
、

自
由
、
不
死
）
を
問
題
と
す
る
。
と
す
れ
ば
第
一
部
門
に
と
っ
て
の
成
果
は
、
第
二
部
門
に
と
っ
て
は
「
一
見
極
め
て
不
利
な
結
果
」
と

な
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
実
践
的
領
域
へ
と
導
く
こ
と
に
な
る
。

「
超
感
性
的
な
も
の
の
こ
の
分
野
に
お
け
る
す
べ
て
の
前
進
が
思
弁
的
理
性
に
否
認
さ
れ
た
あ
と
に
、
実
践
的
認
識
に
お
い
て
、
無
条

件
な
も
の
と
い
う
あ
の
超
越
的
な
理
性
概
念
を
規
定
す
る
与
件
が
実
践
的
認
識
に
お
い
て
見
出
さ
れ
な
い
か
ど
う
か
、
そ
し
て
そ
の
よ
う

な
仕
方
で
形
而
上
学
の
願
い
に
従
っ
て
、
実
践
的
意
図
に
お
い
て
の
み
可
能
な
我
々
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
可
能
な

経
験
の
限
界
を
超
え
出
る
与
件
が
見
出
さ
れ
な
い
か
ど
う
か
、
を
試
み
る
こ
と
が
我
々
に
依
然
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
」（B

X
X

I

）。

こ
こ
で
思
弁
的
理
性
か
ら
実
践
的
理
性
へ
移
る
。「
無
条
件
な
も
の
と
い
う
あ
の
超
越
的
な
理
性
概
念
を
規
定
す
る
与
件
」
と
は
道
徳

法
則
で
あ
り
、
道
徳
法
則
か
ら
「
意
志
の
自
由
（
宇
宙
論
）、
魂
の
不
死
（
心
理
学
）、
神
の
現
存
在
（
神
学
）」
と
い
う
無
条
件
な
も
の

へ
と
至
る
こ
と
が
で
き
る
。
宇
宙
、
魂
、
神
は
特
殊
形
而
上
学
の
三
つ
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。

理
論
理
性
に
お
け
る
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
は
、
実
践
的
認
識
（
倫
理
学
）
へ
と
導
く
。
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
と
カ
ン
ト
倫
理
学
と

の
関
係
を
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
両
者
の
平
行
性
が
指
摘
さ
れ
る
。「
一
七
八
五
年
に
お
け
る
、
意
志
の
自
律
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
の
発

見
は
、
カ
ン
ト
の
思
想
の
発
展
に
お
い
て
決
定
的
な
転
機
を
示
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
が

理
論
哲
学
に
お
い
て
占
め
る
位
置
と
類
比
的
な
位
置
を
実
践
哲
学
に
お
い
て
占
め
て
い
る
も
の
と
し
て
提
示
す
る（
４６
）」。

こ
の
平
行
性
は
確

コペルニクス的転回 ―自ら作りうるもののみを洞察する―

九
九



か
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
さ
ら
に
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
に
即
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
革
命
の
モ
デ
ル

は
、
実
験
的
方
法
で
な
く
、
数
学
で
あ
っ
た
。
も
う
一
度
数
学
に
立
ち
返
ろ
う
。

数
学
に
お
け
る
ポ
イ
ン
ト
は
、「
概
念
に
従
っ
て
自
ら
ア
プ
リ
オ
リ
に
考
え
入
れ
（
構
成
に
よ
っ
て
）
描
出
し
た
も
の
に
よ
っ
て
、
図

形
の
性
質
を
産
出
す
る
」、「
概
念
に
従
っ
て
自
ら
事
物
の
う
ち
に
置
き
入
れ
る
」
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
あ
る
。「
産
出
す
る
、
置
き
入

れ
る
」
こ
と
は
一
種
の
「
作
る
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
数
学
に
お
け
る
概
念
の
構
成
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、「
自
ら
作
り
う
る
も
の
の
み
を

ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
す
る
」と
い
う
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
の
核
心
的
テ
ー
ゼ
が
導
か
れ
た
。「
数
学
に
お
い
て
私
は
、
私
が
概
念
に
よ
っ

て
可
能
で
あ
る
と
表
象
す
る
す
べ
て
の
も
の
を
、
私
の
思
惟
に
よ
っ
て
自
ら
作
る
（
構
成
す
る
）（selbst

m
achen

（konstruieren

））
こ

と
が
で
き
る
」（４

,p.３７１

）。

し
か
し
数
学
に
お
い
て
「
自
ら
作
る
（
構
成
す
る
）」
こ
と
は
要
請
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
。「
数
学
に
お
け
る
要
請
は
、
そ
れ
に
よ
っ

て
我
々
が
対
象
を
自
ら
に
初
め
て
与
え
、
そ
の
概
念
を
産
出
す
る
総
合
だ
け
を
含
む
実
践
的
命
題
で
あ
る
」（A２３４

＝
B２８７

）。
こ
の
要

請
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
実
践
哲
学
が
構
想
さ
れ
る
。
倫
理
学
に
お
い
て
は
「
純
粋
実
践
理
性
の
根
本
原
則
は
要
請
で
あ
る
」
と
い
う
テ
ー

ゼ
（
４７
）が

、
そ
し
て
法
論
に
お
い
て
は
「
普
遍
的
な
法
の
法
則
は
要
請
で
あ
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
が
生
れ
る
だ
ろ
う
。

「
す
べ
て
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
理
論
的
認
識
に
対
す
る
根
拠
を
含
む
自
然
概
念
は
、
悟
性
の
立
法
に
基
づ
い
て
い
た
。
―
感
性
的
に
条
件

づ
け
ら
れ
て
い
な
い
ア
プ
リ
オ
リ
な
実
践
的
指
令
に
対
す
る
根
拠
を
含
む
自
由
概
念
は
、
理
性
の
立
法
に
基
づ
い
て
い
た
」（５

,p.１７６

）。

悟
性
の
立
法
と
理
性
の
立
法
が
平
行
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
平
行
性
は
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
の
モ
デ
ル
で
あ
る
数
学
か
ら
光

を
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
数
学
に
お
け
る
構
成
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
理
論
哲
学
に
お
け
る
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
が
構
想
さ
れ
た
。
悟

性
の
立
法
は
数
学
の
構
成
（
自
ら
作
る
（
構
成
す
る
））
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
構
成
を
可
能
に
す
る
要
請
を
モ
デ

ル
と
し
て
、
実
践
哲
学
（
倫
理
学
と
法
論
）
が
構
想
さ
れ
る
。

し
か
し
実
践
哲
学
を
要
請
か
ら
捉
え
る
と
い
う
課
題
を
こ
こ
で
果
た
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
カ
ン
ト
実
践
哲
学
へ
の
展
望
を
拓
い
た
こ

一
〇
〇



と
で
満
足
し
、
筆
を
置
く
こ
と
に
し
た
い
。

註
（
１
）
確
か
に
「
天
体
運
動
の
説
明
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
」
と
い
う
言
葉
は
、
惑
星
の
運
動
の
説
明
を
指
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
は
『
天
球

回
転
論
』
の
序
文
に
書
い
て
い
る
。「
次
に
太
陽
と
月
の
、
ま
た
他
の
５
惑
星
の
運
動
を
打
ち
立
て
る
際
に
、
彼
ら
は
同
一
の
諸
原
理
と
同
一
の
諸
仮
定
、

ま
た
見
か
け
の
諸
回
転
と
運
動
に
つ
い
て
同
一
の
諸
論
証
を
使
っ
て
お
り
ま
せ
ん
」（
高
橋
憲
一
訳
『
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
・
天
球
回
転
論
』（
み
す
ず
書
房
、

一
九
九
三
年
）
一
四
頁
）。
そ
し
て
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
独
自
性
は
、
地
球
の
公
転
運
動
の
主
張
に
あ
る
。「
ピ
ュ
ラ
ゴ
ラ
ス
派
の
地
動
説
は
、
地
球
の
日
周

運
動
（
自
転
）
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
太
陽
中
心
説
に
お
い
て
重
要
な
の
は
む
し
ろ
地
球
の
公
転
運
動
で
あ
る
」（
訳

者
解
説
、
同
上
、
一
七
六
頁
）。
し
か
し
カ
ン
ト
に
お
け
る
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
が
二
項
関
係
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
が「
地

球
を
動
か
す
」
こ
と
に
決
意
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、『
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
・
天
球
回
転
論
』
一
八
〇－

一
八
六
頁
参
照
。

（
２
）

C
f.N

.K
.Sm

ith,A
com

m
entary

to
K

ant’s
‘C

ritique
ofpure

reason’,
M

acm
illan,１９７９

,p.２４
.

（
３
）
『
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
・
天
球
回
転
論
』
二
三－
二
四
頁
。

（
４
）
「
恒
星
と
太
陽
の
客
観
的
に
見
え
る
運
動
は
単
な
る
見
か
け
で
あ
り
、
我
々
自
身
の
運
動
の
天
体
へ
の
投
影
に
由
来
す
る
」（N

.K
.Sm

ith,ibid.,p.２４

）。

（
５
）
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
う
ち
恒
星
天
球
が
最
初
で
最
も
高
く
、
自
ら
と
万
物
と
を
含
み
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
不
動
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
残
り
す
べ
て
の

星
々
の
運
動
と
位
置
が
そ
れ
に
関
連
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
場
所
で
あ
る
」（『
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
・
天
球
回
転
論
』
三
八
頁
）。

（
６
）

H
.J.Paton,K

ant’s
m

etaphysic
ofexperience,

vol.1,H
um

anities
Press,１９７０

,p.７５
.

（
７
）
二
等
辺
三
角
形
を
証
明
し
た
最
初
の
人
が
タ
レ
ス
で
あ
る
と
伝
え
て
い
る
の
は
、
プ
ロ
ク
ロ
ス
で
あ
る
。「
我
々
は
昔
の
タ
レ
ス
に
、
こ
の
定
理
と
他

の
多
く
の
も
の
の
発
見
を
負
っ
て
い
る
。
何
故
な
ら
彼
が
、
す
べ
て
の
二
等
辺
三
角
形
の
底
辺
の
上
に
あ
る
角
は
等
し
い
と
い
う
こ
と
を
知
り
言
明
し
た

最
初
の
人
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
い
く
ら
か
古
め
か
し
い
仕
方
で
等
し
い
角
を
似
て
い
る
と
呼
ん
だ
」（Proclus,A

C
om

-

m
entary

on
the

F
irstB

ook
ofE

uclid’s
E

lem
ents,

Princeton
U

niversity
Press,１９７０

,p.１９５

）。

（
８
）

gleichseitig-gleichschenklig

の
区
別
は
重
要
で
あ
る
。
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
定
義
二
〇
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。「
三
辺
形
の
う
ち
、
等
辺

三
角
形
（ein

gleichseitiges
D

reieck

）
と
は
三
つ
の
等
し
い
辺
を
も
つ
も
の
、
二
等
辺
三
角
形
（ein

gleichschenkliges
D

reieck

）
と
は
二
つ
だ
け
等

し
い
辺
を
も
つ
も
の
、
不
等
辺
三
角
形
と
は
三
つ
の
不
等
な
辺
を
も
つ
も
の
で
あ
る
」（P.

Stäckel,
D

ie
T

heorie
der

Parallellinien,
Johnson

R
eprint

C
orporation,１９６８

,p.７

）
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（
９
）
中
村
幸
四
郎
他
訳
『
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
原
論
』（
共
立
出
版
、
一
九
七
一
年
）
五
頁
。
以
下
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
に
関
し
て
、
こ
の
翻
訳
書
を
利
用
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
１０
）
中
村
幸
四
郎
「『
原
論
』
の
解
説
」（
中
村
幸
四
郎
他
訳
『
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
原
論
』
四
九
二－

四
九
三
頁
）。C

f.
Proclus,

A
C

om
m

entary
on

the
F

irst

B
ook

ofE
uclid’s

E
lem

ents,
pp.１５９

－
１６４

.

（
１１
）
拙
論
「
純
粋
実
践
理
性
の
根
本
法
則
は
要
請
で
あ
る
」（『
哲
学
年
報
』（
第
六
六
輯
、
二
〇
〇
七
年
）
参
照
。

（
１２
）
「
そ
れ
と
も
悟
性
は
、
自
ら
の
概
念
（
つ
ま
り
半
径
の
相
等
性
）
に
従
っ
て
図
形
を
自
ら
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
、
幾
何
学
的
比
例
を
な

し
て
互
い
に
交
わ
る
弦
の
法
則
を
こ
の
図
形
の
う
ち
に
投
げ
入
れ
る
（hineinlegen

）
の
か
」（４

,p.３２０

）。
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
肯
定
す
る
。
同
様
に
、
二

等
辺
三
角
形
の
概
念
に
従
っ
て
図
形
を
自
ら
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
、「
二
等
辺
三
角
形
の
底
辺
の
上
に
あ
る
角
は
互
い
に
等
し
く
、
等
し

い
辺
が
延
長
さ
れ
る
と
き
、
底
辺
の
下
の
角
は
互
い
に
等
し
い
」
と
い
う
性
質
を
こ
の
図
形
の
う
ち
に
投
げ
入
れ
る
の
で
あ
る
。

（
１３
）
自
然
科
学
者
の
実
験
を
描
写
し
て
い
る
箇
所
に
、
註
が
付
さ
れ
て
い
る
。「
私
は
こ
こ
で
、
そ
の
最
初
の
始
ま
り
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
い
実
験
的
方

法
（E

xperim
entalm

ethode

）
の
歴
史
の
糸
を
正
確
に
辿
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」（B

X
III

）。

（
１４
）
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
カ
ン
ト
は
仮
説
が
実
験
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
反
証
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。「
自
然
科
学
者
を
模
倣
し

た
こ
の
方
法
は
、
純
粋
理
性
の
要
素
を
、
実
験
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
あ
る
い
は
反
駁
さ
れ
る
も
の
の
の
う
ち
に
求
め
る
、
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
あ
る
」

（B
X

X
A

nm
.

）。

（
１５
）
「
悟
性
は
そ
れ
自
身
自
然
に
対
す
る
立
法
で
あ
る
、
つ
ま
り
悟
性
な
し
に
は
自
然
は
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
…
…
」（A１２６

）。「
自
然
の
最
上

の
立
法
は
我
々
自
身
の
う
ち
に
、
つ
ま
り
我
々
の
悟
性
の
う
ち
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（４

,p.３１９

）。『
純
粋
理
性
批
判
』
と
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
で
語

ら
れ
た
悟
性
の
立
法
は
、『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
す
べ
て
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
理
論
的
認
識
に
対
す
る
根
拠
を
含
む

自
然
概
念
は
、
悟
性
の
立
法
に
基
づ
い
て
い
た
」（５

,p.１７６
）。「
悟
性
は
そ
の
自
然
の
超
越
論
的
立
法
に
お
い
て
可
能
な
経
験
的
法
則
の
す
べ
て
の
多
様

性
を
捨
象
す
る
。
悟
性
は
こ
の
超
越
論
的
立
法
に
お
い
て
経
験
の
形
式
に
関
し
て
経
験
一
般
の
可
能
性
の
条
件
の
み
を
考
察
す
る
」（２０

,p.２１０

）。

（
１６
）
「
我
々
が
自
然
と
呼
ぶ
現
象
に
お
け
る
秩
序
と
規
則
性
を
、
我
々
は
自
ら
持
ち
込
む
（hineinbringen

）
の
で
あ
る
。
我
々
が
秩
序
と
規
則
性
を
、
す

な
わ
ち
我
々
の
心
の
本
性
を
根
源
的
に
投
げ
入
れ
た
（hineinlegen

）
の
で
な
け
れ
ば
、
我
々
は
そ
れ
を
自
然
の
う
ち
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
」（A１２５

）。

（
１７
）
「
現
象
の
現
象
（E

rscheinung
der

E
rscheinungen

）」
と
い
う
言
葉
は
、『
オ
ー
プ
ス
・
ポ
ス
ト
ゥ
ム
ム
』
に
お
い
て
の
み
使
わ
れ
て
い
る
。C

f.２２
,p.

３２６
,

p.３２７
,

p.３２９
.

「
形
而
上
学
的
に
見
て
単
に
現
象
に
数
え
入
れ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
は
、
物
理
的
な
観
点
に
お
い
て
は
事
物
自
体
そ
の
も
の
（
現

象
の
現
象
）
で
あ
る
…
…
」（２２

,p.３２９

）。
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（
１８
）
こ
う
し
た
混
同
を
カ
ン
ト
に
帰
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
批
判
が
な
さ
れ
る
。
科
学
の
レ
ベ
ル
で
は
ポ
パ
ー
の
批
判
、
そ
し
て
哲
学
の
分
野
で
は
岩

崎
武
雄
の
批
判
を
引
用
し
よ
う
。

「
『
悟
性
は
そ
の
法
則
（
ア
プ
リ
オ
リ
な
）
を
自
然
か
ら
汲
み
取
る
の
で
な
く
、
法
則
を
自
然
に
指
定
す
る
』と
カ
ン
ト
が
言
っ
た
と
き
、
彼
は
正
し
か
っ

た
。
し
か
し
そ
の
法
則
は
必
然
的
に
真
で
あ
る
、
あ
る
い
は
我
々
は
そ
の
法
則
を
自
然
に
指
定
す
る
こ
と
に
必
然
的
に
成
功
す
る
、
と
考
え
る
と
き
、
カ

ン
ト
は
誤
っ
て
い
た
。
自
然
は
非
常
に
た
び
た
び
極
め
て
う
ま
く
抵
抗
し
、
我
々
の
法
則
を
反
駁
さ
れ
た
も
の
と
し
て
捨
て
去
る
よ
う
に
我
々
に
強
要
す

る
。
し
か
し
我
々
が
生
き
て
い
る
な
ら
、
我
々
は
も
う
一
度
試
み
れ
ば
い
い
の
で
あ
る
」（K

.R
.Popper,C

onjectures
and

refutations,
R

outledge
&

K
.

Paul,１９７２
,p.４８

）。

「
実
験
的
方
法
に
お
い
て
対
象
の
う
ち
に
投
げ
入
れ
ら
れ
る
も
の
は
決
し
て
先
天
的
な
主
観
の
認
識
原
理
で
は
な
く
、
経
験
的
性
格
の
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
経
験
的
な
も
の
で
あ
る
が
故
に
こ
そ
、
実
験
に
よ
っ
て
吟
味
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
だ
が
認
識
論
的
主
観
主
義
の

よ
う
に
、
主
観
の
先
天
的
形
式
を
投
げ
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
が
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
い
か
に
し
て
も
こ
の
考

え
方
が
正
し
い
か
ど
う
か
を
吟
味
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
先
天
的
形
式
は
ど
の
対
象
に
対
し
て
も
同
様
に
働
い
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、

決
し
て
こ
の
場
合
に
は
妥
当
す
る
が
他
の
場
合
に
は
妥
当
し
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
生
ず
る
は
ず
は
な
い
、
し
た
が
っ
て
あ
る
対
象
に
つ
い
て
そ
れ

が
先
天
的
形
式
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
他
の
い
か
な
る
対
象
も
ま
た
当
然
同
様
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

る
」（
岩
崎
武
雄
『
カ
ン
ト
「
純
粋
理
性
批
判
」
の
研
究
』（
勁
草
書
房
、
一
九
六
五
年
）
四
八
頁
）。

（
１９
）
「
そ
れ
は
、
ガ
リ
レ
イ
と
ト
リ
チ
ェ
リ
な
ど
の
名
を
あ
げ
た
さ
い
、
わ
ざ
わ
ざ
予
め
「
経
験
的
原
理
に
も
と
づ
く
か
ぎ
り
に
お
い
て
…
…
」、
と
断
っ
て

い
た
が
、
そ
こ
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
み
ず
か
ら
の
方
法
を
「
経
験
的
原
理
に
も
と
づ
く
か
ぎ
り
に
お
け
る
」
実
験
的
方
法
に
対
立
的
な
も
の
、
も
し
く
は

別
種
の
も
の
と
考
え
て
い
た
と
解
し
え
な
い
だ
ろ
う
か
」（
岩
田
淳
二
『
カ
ン
ト
の
外
的
触
発
論
』（
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
四
頁
）。

（
２０
）

cf.M
.Friedm

an,K
ant

and
the

exact
sciences,

H
arvard

U
niversity

Press,１９９２
,

p.１８６
;

D
.

K
oriako,

K
ants

P
hilosophie

der
M

athem
atik,

Felix

M
einer,１９９９

,p.２８５
.

（
２１
）
空
間
と
逆
自
乗
則
と
の
関
係
は
、
最
初
の
論
文
『
活
力
測
定
考
』
か
ら
カ
ン
ト
の
関
心
事
で
あ
っ
た
。
「
空
間
の
三
次
元
は
、
実
体
の
力
が
そ
れ
に
従
っ

て
互
い
に
作
用
す
る
法
則
に
由
来
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
あ
り
そ
う
な
こ
と
で
あ
る
」（１

,p.２４

）。「
三
次
元
性
は
、
実
存
す
る
世
界
に
お
け
る
実
体
が
、

作
用
の
強
さ
が
距
離
の
自
乗
に
反
比
例
す
る
と
い
う
仕
方
で
互
い
に
作
用
す
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
」（１

,p.２４

）。

（
２２
）
「
人
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
を
不
当
に
評
価
す
る
だ
ろ
う
、
何
故
な
ら
人
は
そ
れ
を
理
解
し
な
い
か
ら
。
人
は
そ
れ
を
理
解
し
な
い
だ
ろ
う
、
何
故
な

ら
人
は
確
か
に
そ
の
本
に
目
を
通
す
が
、
し
か
し
考
え
抜
く
意
欲
を
も
た
な
い
か
ら
。
人
は
こ
う
し
た
努
力
を
こ
の
本
に
傾
け
よ
う
と
し
な
い
だ
ろ
う
、

何
故
な
ら
こ
の
著
作
は
無
味
乾
燥
で
あ
り
、
難
解
で
あ
り
、
す
べ
て
の
慣
れ
親
し
ん
だ
概
念
に
逆
ら
う
し
、
そ
の
上
冗
長
で
あ
る
か
ら
。
…
…
し
か
し
難
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解
さ
に
関
し
て
は
、
…
…
苦
情
は
も
っ
と
も
で
あ
り
、
こ
の
苦
情
に
対
し
て
私
は
こ
の『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』に
よ
っ
て
対
策
を
講
ず
る
だ
ろ
う
」（４

,p.２６１

）。

（
２３
）
「
第
一
版
の
序
文
に
お
い
て
著
者
は
著
者
と
し
て
語
っ
て
い
た
。
第
二
版
の
序
文
に
お
い
て
著
者
自
身
が
再
び
読
者
と
な
る
」（H

.C
ohen,K

om
m

entar

zu
Im

m
anuelK

ants
K

ritik
der

reinen
Vernunft,

G
eorg

O
lm

s
V

erlag,１９８９
,p.２

）。

（
２４
）
高
坂
正
顕
「
実
験
的
方
法
と
し
て
の
超
越
的
方
法
」（『
高
坂
正
顕
著
作
集
』
第
三
巻
（
理
想
社
、
一
九
六
五
年
）
一
八－

五
五
頁
）。

（
２５
）

C
f.K

.R
.Popper,C

onjectures
and

refutations,
p.１８９

.

（
２６
）
「
カ
ン
ト
は
難
解
な
第
一
批
判
の
立
論
構
造
を
よ
り
分
か
り
や
す
い
モ
デ
ル
で
説
明
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
に「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」

を
中
核
と
す
る
実
験
的
方
法
が
提
示
さ
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
…
…
大
胆
に
言
え
ば
、
実
験
的
方
法
と
は
、
第
一
批
判
を
作
り
上
げ
た
方
法
と
い
う
よ
り

は
、
む
し
ろ
第
一
批
判
で
果
た
さ
れ
た
哲
学
の
大
革
新
を
説
明
か
つ
検
証
す
る
方
法
概
念
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」（『
カ
ン
ト
事
典
』
二
一
三

頁
））

（
２７
）
ヘ
ル
ツ
宛
の
手
紙
で
の
問
題
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
に
そ
の
ま
ま
再
現
さ
れ
て
い
る
。「
総
合
的
な
表
象
と
そ
の
対
象
が
一
致
し
、
必
然
的
に
互
い
に

関
係
し
合
い
、
言
わ
ば
互
い
に
出
会
う
二
つ
の
場
合
の
み
が
可
能
で
あ
る
。
対
象
の
み
が
表
象
を
可
能
に
す
る
場
合
か
、
表
象
の
み
が
対
象
を
可
能
に
す

る
場
合
か
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
に
は
、
こ
の
関
係
は
経
験
的
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
表
象
は
決
し
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
可
能
で
は
な
い
。
…
…
し
か
し
後
者

の
場
合
に
は
、
表
象
自
体
そ
の
も
の
は
（
意
志
を
介
し
て
の
表
象
の
原
因
性
は
こ
こ
で
は
ま
っ
た
く
問
題
で
な
い
か
ら
）
自
ら
の
対
象
を
そ
の
現
存
在
に

関
し
て
決
し
て
産
出
し
な
い
か
ら
、
或
る
も
の
を
対
象
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
表
象
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
場
合
に
、
表
象
は
対
象
に
関
し
て
ア

プ
リ
オ
リ
に
規
定
す
る
」（A９２

＝
B１２４

－
１２５

）。

（
２８
）
こ
の
数
学
観
は
『
自
然
神
学
と
道
徳
の
原
理
の
判
明
性
』（
一
七
六
四
年
）
に
お
い
て
確
立
し
て
い
る
。「
数
学
は
総
合
的
に
自
ら
の
概
念
に
到
達
し
、

確
実
に
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
数
学
が
定
義
に
よ
っ
て
自
ら
の
客
観
の
う
ち
に
表
象
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
も
の
は
、
客
観
の
う

ち
に
も
含
ま
れ
て
い
な
い
。
何
故
な
ら
定
義
さ
れ
た
も
の
の
概
念
は
、
定
義
に
よ
っ
て
初
め
て
生
じ
る
の
で
あ
り
、
定
義
が
概
念
に
与
え
る
意
味
以
上
の

意
味
を
ま
っ
た
く
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
」（２

,p.２９１

）。
同
じ
思
想
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
は
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
数
学
の
定
義
は
決

し
て
誤
る
こ
と
が
あ
り
え
な
い
。
何
故
な
ら
、
そ
の
概
念
は
定
義
に
よ
っ
て
初
め
て
与
え
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
概
念
は
、
定
義
が
概
念
に
よ
っ
て
考

え
よ
う
と
し
た
も
の
の
み
を
ま
さ
に
含
む
か
ら
で
あ
る
」（A７３１

＝
B７５９

）。

（
２９
）
「
こ
の
形
式
の
う
ち
に
二
つ
の
種
類
の
理
性
認
識
の
本
質
的
な
区
別
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
質
料
あ
る
い
は
対
象
の
区
別
に
基
づ
く
の
で
は
な
い
。

哲
学
は
単
に
質
を
客
観
と
し
て
も
ち
、
数
学
は
た
だ
量
を
客
観
と
し
て
も
つ
、
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
哲
学
を
数
学
か
ら
区
別
で
き
る
と
考
え
た
人
々

は
、
結
果
を
原
因
と
み
な
し
た
の
で
あ
る
。
数
学
的
認
識
の
形
式
は
、
数
学
が
量
だ
け
に
関
わ
り
う
る
こ
と
の
原
因
で
あ
る
。
何
故
な
ら
量
の
概
念
だ
け

が
構
成
さ
れ
る
、
つ
ま
り
ア
プ
リ
オ
リ
に
直
観
の
う
ち
で
描
出
さ
れ
る
が
、
し
か
し
質
は
経
験
的
直
観
以
外
の
い
か
な
る
直
観
に
お
い
て
も
表
出
さ
れ
な

一
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い
か
ら
で
あ
る
」（A７１４

－
７１５
＝

B７４２
－
７４３

）。

（
３０
）
「
二
つ
の
数
の
う
ち
の
一
つ
に
対
応
す
る
直
観
、
例
え
ば
自
ら
の
五
本
の
指
、
あ
る
い
は
（
ゼ
グ
ナ
ー
が
彼
の
算
術
に
お
い
て
し
た
よ
う
に
）
五
つ
の

点
を
利
用
し
て
、
直
観
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
五
つ
の
単
位
を
７
と
い
う
概
念
に
次
々
と
（nach

und
nach

）
付
け
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
こ
の

概
念
を
超
え
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
私
は
ま
ず
７
と
い
う
数
を
取
り
あ
げ
、
そ
し
て
５
と
い
う
概
念
に
対
し
て
私
の
手
の
指
を
直
観
と
し
て

利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
５
と
い
う
数
を
形
成
す
る
た
め
に
私
が
予
め
ひ
と
ま
と
ま
り
に
し
た
単
位
を
、
五
本
の
指
と
い
う
あ
の
形
象
に
即
し
て
、
次
々

に
７
と
い
う
数
に
加
え
、
こ
う
し
て
１２
と
い
う
数
が
生
じ
る
の
を
私
は
見
る
」（B１５

－
１６

）。「
そ
れ
故
７
と
い
う
数
は
、
３
と
４
を
一
つ
の
数
に
ま
と

め
る
と
い
う
課
題
の
概
念
か
ら
、
こ
の
概
念
の
分
析
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
で
な
く
、
構
成
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
総
合
的
に
生
じ
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
構
成
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
直
観
に
お
い
て
二
つ
の
数
を
合
成
す
る
と
い
う
概
念
を
、
つ
ま
り
個
別
的
に
数
え
上
げ
る
こ
と
を
意
味
す
る
」（１０

,p.５５６

）。

（
３１
）
「
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
本
来
的
認
識
と
洞
察
は
何
ら
か
の
仕
方
で
、
神
的
認
識
、
原
型
的
知
性
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
な
同
じ
性
質
を
も
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
自
ら
の
措
定
す
る
活
動
性
に
お
け
る
精
神
の
自
己
洞
察
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
は
根
本
に
お
い
て
、
自
身
が
そ
の
創
造

者
で
あ
る
も
の
の
み
を
認
識
で
き
る
の
で
あ
る
。
人
間
が
自
然
の
普
遍
的
な
法
則
連
関
を
現
実
に
洞
察
す
る
な
ら
ば
、
人
間
の
悟
性
は
そ
れ
自
身
洞
察
さ

れ
た
法
則
の
自
発
的
な
創
造
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
物
に
つ
い
て
、
物
が
現
象
と
し
て
我
々
の
意
識
の
う
ち
に
入
っ
て
く
る
か
ぎ
り
、
我
々

が
物
の
う
ち
に
予
め『
投
げ
入
れ
た
』も
の
の
み
を
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
す
る（『
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
』）」（H

.H
eim

soeth,M
etaphysik

der
N

euzeit,

R
.O

ldenbourg,１９２９
,p.９９

）。「
認
識
と
理
性
は
純
粋
に
自
発
的
で
あ
る
。
認
識
す
る
者
は
彼
が
自
ら
作
る
も
の
を
洞
察
す
る
」（H

.H
eim

soeth,“M
eta-

physische
M

otive
in

der
A

usbildung
des

kritischen
Idealism

us”
,in:

K
antstudien,

E
rgänzungshefte７１

,１９７１
,

p.１９３

）。
こ
れ
に
付
さ
れ
た
註
に
お

い
て
、
こ
の
認
識
概
念
が
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
っ
て
い
た
意
味
が
語
ら
れ
て
い
る
。「
我
々
が
自
ら
『
作
り
』
与
え
ら
れ
た
も
の
の
う
ち
へ
『
投
げ
入
れ

る
』
も
の
に
我
々
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識
を
制
限
す
る
こ
と
」、「（
自
由
の
自
発
性
に
基
づ
い
た
）
人
倫
的
で
道
徳
形
而
上
学
的
な
認
識
が
す
べ
て
の
理

論
的
認
識
に
優
位
し
て
い
る
こ
と
」。

（
３２
）
『
ペ
ー
リ
ッ
ツ
論
理
学
』
も
六
段
階
に
区
別
し
て
い
る
が
、
言
葉
が
少
し
違
う
（２４

,p.５３９

）。『
論
理
学
』（９

,pp.６４
－
６５

）
に
お
い
て
認
識
を
七
段
階

に
区
別
し
て
い
る
。（
１
）
表
象
す
る
、（
２
）
知
覚
す
る
、（
３
）
識
別
す
る
、（
４
）
認
識
す
る
、（
５
）
理
解
す
る
、（
６
）
洞
察
す
る
、（
７
）
概
念

把
握
す
る
。
し
か
し
最
後
の
段
階
が
「
概
念
把
握
す
る
」
で
あ
り
、
そ
の
前
の
段
階
が
「
洞
察
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
共
通
で
あ
る
。

（
３３
）
「
円
の
中
の
す
べ
て
の
直
線
は
比
例
し
て
い
る
」
と
い
う
命
題
は
、
お
そ
ら
く
『
原
論
』
第
三
巻
の
命
題
三
五
で
あ
ろ
う
。PA

・
PB
＝

PC
・

PD

と
い

う
面
積
の
相
等
性
は
、PA

／PD
＝

PC
／PB

と
い
う
比
の
相
等
性
と
し
て
も
表
現
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

（
３４
）
「
近
代
の
始
ま
り
と
と
も
に
、
思
考
は
主
に
科
学
の
侍
女
、
体
系
化
さ
れ
た
知
識
の
侍
女
と
な
っ
た
。
思
考
が
そ
の
と
き
極
め
て
活
動
的
に
な
っ
た
と

し
て
も
、
私
が
自
ら
作
る
も
の
の
み
を
私
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
近
代
の
決
定
的
な
確
信
に
従
え
ば
、
現
象
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
た
自
然
と
宇
宙

コペルニクス的転回 ―自ら作りうるもののみを洞察する―
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の
法
則
へ
の
鍵
を
与
え
る
科
学
の
中
の
科
学
と
な
っ
た
の
は
、
数
学
、
精
神
が
自
分
自
身
と
の
み
戯
れ
る
よ
う
に
見
え
る
、
す
ぐ
れ
て
非
経
験
的
な
科
学

で
あ
っ
た
」（H

.A
rendt,T

he
life

ofthe
m

ind,
H

arcourtB
race

Jovanovich,１９７８
,p.７

）。

二
〇
世
紀
に
お
け
る
「
作
る
」
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
徹
郎
「
世
界
像
の
凋
落
―
理
論
か
ら
制
作
へ
―
」（『
溶
け
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
一
年
）
参
照
。

（
３５
）

T
h.H

obbes,“Six
lessons

th
the

professors
of

the
m

athem
atics”

,in:T
he

E
nglish

w
orks

ofT
hom

as
H

obbes
ofM

alm
esbury,

vol.７
,pp.１８３

－
１８４

.

（
３６
）
ヴ
ィ
ー
コ
『
学
問
の
方
法
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
七
年
）
四
〇－

四
一
頁
。

（
３７
）
「
…
…
そ
れ
に
対
し
て
カ
ン
ト
は
、
ベ
イ
コ
ン
、
デ
カ
ル
ト
、
ガ
リ
レ
イ
に
よ
っ
て
手
本
を
示
さ
れ
た
方
向
に
お
い
て
、
真
な
る
も
の
と
自
ら
作
っ
た

も
の
と
の
置
換
可
能
性
に
つ
い
て
の
根
本
命
題
を
、
自
然
の
理
論
的
認
識
に
、
つ
ま
り
経
験
の
対
象
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
構
造
に
適
用
す
る
。
彼
の
コ
ペ
ル

ニ
ク
ス
的
転
回
の
最
も
明
確
な
テ
キ
ス
ト
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』の
第
二
版
の
序
文
に
あ
る
」（K

.L
öw

ith,“V
erum

etfactum
convertuntur”,in:Säm

-

tliche
Schriften９

,J.B
.M

etzlersche
V

erlagsbuchhandlung,１９８６
,p.２１７

）。

（
３８
）
「
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
論
証
方
法
―
そ
の
疑
い
え
な
い
公
理
か
ら
の
驚
く
べ
き
定
理
の
導
出
―
こ
そ
が
、
他
の
領
域
に
お
い
て
そ
の
方
法
を
熱
心
に
模
倣

し
た
い
と
い
う
欲
望
に
よ
っ
て
ホ
ッ
ブ
ズ
を
燃
え
立
た
せ
た
の
で
あ
る
。
…
…
『
小
論
』
か
ら
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
至
る
ま
で
、
彼
の
著
作
は
第
一

原
理
の
宣
言
か
ら
始
ま
り
、
続
い
て
そ
の
含
意
を
高
圧
的
に
展
開
す
る
」（J.W

.N
.W

atkins,H
obbes’s

system
ofideas,

H
utchinson,１９６５

,p.６８

）。

（
３９
）
「
神
が
現
象
を
創
造
し
た
、
と
人
は
本
来
的
に
は
言
う
べ
き
で
は
な
い
。
そ
う
で
な
く
、
我
々
の
認
識
し
な
い
物
を
創
造
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
物
に

対
応
し
て
我
々
の
う
ち
に
感
性
が
配
置
さ
れ
て
い
る
」（１８

,p.４１４
,N

r.５９８１

）。

（
４０
）
「
創
造
者
以
外
の
い
か
な
る
存
在
者
も
他
の
物
の
実
体
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（２８

,p.２０４

）。

（
４１
）
こ
の
テ
ー
ゼ
に
よ
っ
て
、
ヘ
ル
ツ
宛
の
手
紙
で
の
「
ど
こ
か
ら
悟
性
能
力
に
物
自
身
と
の
こ
の
一
致
が
生
じ
る
か
と
い
う
我
々
の
悟
性
能
力
に
関
す
る

謎
」（１０

,p.１３１

）
が
解
か
れ
る
。

（
４２
）
「
純
粋
理
性
の
哲
学
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
す
べ
て
の
純
粋
認
識
に
関
し
て
理
性
の
能
力
を
探
究
す
る
予
備
学
（
予
備
訓
練
）
で
あ
っ
て
、
批
判
と
呼
ば

れ
る
か
、
あ
る
い
は
第
二
に
純
粋
理
性
の
体
系
（
学
）
、
体
系
的
連
関
に
お
け
る
純
粋
理
性
か
ら
の
全
哲
学
的
認
識
（
真
な
る
認
識
と
見
せ
か
け
の
認
識
）

で
あ
っ
て
、
形
而
上
学
と
呼
ば
れ
る
か
、
で
あ
る
。
形
而
上
学
と
い
う
名
は
批
判
を
含
め
た
純
粋
哲
学
の
全
体
に
与
え
る
こ
と
も
で
き
る
…
…
」（A８４１

＝
B８６９

）。「
超
越
論
的
哲
学
は
、
純
粋
理
性
の
批
判
と
存
在
論
と
い
う
二
つ
の
部
門
を
も
っ
て
い
る
」（１８

,p.１００

）。C
f.２８

,p.６５６
.

（
４３
）
「
我
々
は
形
而
上
学
を
、
理
性
の
内
在
的
な
使
用
を
含
む
部
門
と
、
理
性
の
超
越
的
な
使
用
を
含
む
部
門
に
区
分
し
た
。
超
越
的
と
超
越
論
的
は
十
分

に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」（２９

,p.７６８

）。

（
４４
）
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
翻
訳
書
（
理
想
社
、
岩
波
書
店
）
に
お
い
て
、
と
も
に
形
而
上
学
の
第
一
部
門
は
超
越
論
的
分
析
論
と
さ
れ
、
第
二
部
門
は
超

一
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越
論
的
弁
緒
論
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
誤
解
で
あ
る
。「
超
越
論
的
分
析
論
―
弁
証
論
」
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
属
す
る
区
別
に
す
ぎ
な
い
。

純
粋
理
性
の
批
判
と
し
て
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
が
形
而
上
学
と
区
別
さ
れ
る
に
し
ろ
、
一
般
形
而
上
学
に
属
す
る
に
し
ろ
、『
純
粋
理
性
批
判
』
そ
の

も
の
が
形
而
上
学
の
第
一
部
門
と
第
二
部
門
を
包
括
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

（
４５
）
「
存
在
論
は
、
す
べ
て
の
悟
性
概
念
と
原
則
の
体
系
を
形
成
す
る
学
（
形
而
上
学
の
部
門
と
し
て
）
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
悟
性
概
念
と
原
則
が
感
官

に
与
え
ら
れ
る
対
象
に
関
わ
り
、
そ
れ
故
経
験
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
う
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
存
在
論
は
、
実
際
形
而
上
学
の
究
極
目
的
で
あ
る
超

感
性
的
な
も
の
に
関
わ
ら
な
い
。
そ
れ
故
存
在
論
が
形
而
上
学
に
属
す
る
の
は
、
た
だ
予
備
学
と
し
て
、
本
来
的
な
形
而
上
学
の
ロ
ビ
ー
や
前
庭
と
し
て

で
あ
る
。」（８

,p.２６０

）。

（
４６
）

B
.C

arnoi,T
he

coherence
of

K
ant’s

doctrine
of

freedom
,

U
niversity

of
C

hicago
Press,１９８７

,p.４５
.

「
…
…
カ
ン
ト
倫
理
学
の
基
本
的
ア
イ
デ
ィ

ア
は
、
も
う
一
つ
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
で
あ
り
、
私
が
記
述
し
た
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
と
あ
ら
ゆ
る
点
で
類
比
的
で
あ
る
。
何
故
な
ら
カ
ン
ト
は

人
間
を
、
自
然
の
立
法
者
と
す
る
の
と
ま
さ
に
同
様
に
、
道
徳
の
立
法
者
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
道
徳
的
宇
宙

に
お
い
て
も
物
理
的
宇
宙
に
お
い
て
も
、
人
間
に
そ
の
中
心
的
な
位
置
を
返
す
。
カ
ン
ト
は
科
学
を
人
間
化
し
た
よ
う
に
、
倫
理
学
を
人
間
化
し
た
」（K

.

R
.Popper,C

onjectures
and

refutations,
p.１８１

）。

（
４７
）
拙
論
「
純
粋
実
践
理
性
の
根
本
法
則
は
要
請
で
あ
る
」（『
哲
学
年
報
』（
第
六
六
輯
、
二
〇
〇
七
年
）
参
照
。

コペルニクス的転回 ―自ら作りうるもののみを洞察する―

一
〇
七




