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最
初
に
考
え
て
お
き
た
い
こ
と

科
学
史
は
一
人
前

の
学
問
で
あ
る
か

こ
の
本
は
『
学
問
の
す
す
め
』
の
一
冊
だ
か
ら
、
科
学
史
は
こ
こ
で
は
当
然
「
学
問
」
の
一
つ
と
認
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
世
間
一
般
で
は
、
科
学
史
は
ま
だ
一
人
前
の
学
問
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う

で
、
た
と
え
ば
数
あ
る
日
本
の
大
学
の
中
で
も
、
科
学
史
に
つ
い
て
の
講
座
が
あ
る
と
か
、
講
義
が
定
期
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
と
か

と
い
う
と
こ
ろ
は
、
ほ
ん
の
少
数
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
多
く
の
学
問
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
先
生
か
ら
弟
子
へ
と
承
け
継
が
れ
て

い
く
学
問
的
伝
統
な
ど
も
、
科
学
史
の
場
合
に
は
ま
だ
ほ
と
ん
ど
生
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
も
の
を
「
学
問
」
と
し

て
人
に
「
す
す
め
」
よ
う
と
い
う
か
ら
に
は
、
ま
ず
順
序
と
し
て
、
私
自
身
が
そ
れ
を
ど
ん
な
意
味
で
学
問
と
考
え
、
ま
た
ど
ん
な
つ

も
り
で
人
に
す
す
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
多
少
の
弁
明
を
し
て
お
く
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
「
科
学(scien

ce)

」

と
は
、
本
来
は
、「
学
問
」
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
の
言
葉
で
あ
る
が
、
今
日
で
は
普
通
そ
れ
を
自
然
科
学
の
意
昧
に
と
り
、
さ
ら
に
数
学

を
も
そ
の
中
に
含
ま
せ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
以
下
で
も
そ
の
慣
用
に
従
う
。

あ
る
い
は
私
の
思
い
過
ご
し
か
も
し
れ
な
い
が
、今
日
、科
学
と
か
文
化
な
ど
の
問
題
に
か
な
り
理
解
が
あ
る
人
た
ち
の
間
で
も
、科

学
史
と
い
う
も
の
の
意
義
は
さ
ほ
ど
重
く
は
見
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
学
問
と
縁
の
な
い
た
だ
の
好
奇
心

の
対
象
と
考
え
ら
れ
た
り
、
せ
い
ぜ
い
科
学
や
科
学
教
育
の
脇
役
と
し
て
、
人
々
の
興
味
を
つ
な
ぐ
と
か
、
学
問
の
通
俗
化
に
役
立
つ
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と
か
と
い
う
位
に
考
え
ら
れ
る
状
態
で
、
個
々
の
科
学
が
学
問
で
あ
り
、
歴
史
学
も
ま
た
学
問
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
科
学
史
を
学

問
と
認
め
て
い
る
人
は
決
し
て
多
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
い
う
考
え
方
の
背
後
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
科
学
に
お
い
て
は
前
進
こ
そ
が
問
題
で
あ
っ
て
、

過
去
の
出
来
事
に
か
か
ず
ら
う
暇
が
あ
っ
た
ら
、
一
歩
で
も
前
に
進
む
べ
き
だ
と
い
う
よ
う
な
意
見
な
ど
は
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
し

か
し
―
―
そ
れ
こ
そ
歴
史
を
ひ
も
と
い
て
み
る
と
―
―
「
前
進
」
し
て
い
る
つ
も
り
が
、
ど
う
ど
う
巡
り
の
空
舞
い
で
あ
っ
た
と
い
う

よ
う
な
こ
と
も
時
に
は
あ
る
の
で
、
こ
う
い
う
点
、
科
学
史
に
は
科
学
の
自
己
反
省
と
い
う
態
の
役
柄
さ
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
実

際
、
科
学
が
歴
史
を
超
え
て
成
り
立
つ
真
理
を
求
め
て
い
る
こ
と
―
―
も
っ
と
も
、
こ
の
事
自
身
も
歴
史
の
中
で
確
立
し
て
き
た
こ
と

で
あ
る
！
―
―
に
間
違
い
は
な
い
が
、
人
間
が
こ
の
方
面
で
今
ま
で
に
獲
得
し
た
知
恵
や
、
そ
れ
ら
を
獲
得
す
る
の
に
用
い
た
方
法
な

ど
に
は
、
厳
然
と
し
て
歴
史
が
あ
り
、
し
か
も
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
「
歴
史
」
に
よ
っ
て
、
考
え
方
の
上
で
も
知
識
の
上
で
も
、
と
も
に

し
ば
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

以
上
は
半
ば
科
学
の
哲
学
に
属
す
る
よ
う
な
大
問
題
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
も
、
科
学
史
を
軽
く
見
る
考
え
方
の
背
後
に
は
、
科
学

史
が
何
か
あ
る
既
成
の
知
識
の
集
積
で
、
た
と
え
物
好
き
半
分
の
仕
事
で
は
な
い
に
し
て
も
、
必
要
と
あ
れ
ば
権
威
あ
る
書
物
を
参
照

す
れ
ば
す
む
、
と
い
う
よ
う
な
意
識
も
働
い
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
ぼ
れ
話
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
権
威
あ
る
参
考
書
を
開
け
ば
す
む
こ
と
や
、
暗
記
だ
け
で
事
足
り
る
問
題
な
ど
を
、「
学
問
」
と
は
呼
ば
な
い
。
し
か
し
私
は
、
以

上
の
こ
と
を
重
々
承
知
の
上
で
、
な
お
か
つ
科
学
史
を
「
学
問
」
と
し
て
扱
お
う
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
を
次
に
述
べ
よ
う
。

「
学
問
」
の
歴

史
を
調
べ
る

科
学
史
は
学
問
で
あ
る
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
参
考
と
し
て
、
今
日
、
正
真
正
銘
の
「
学
問
」
で
あ
る
と
思

わ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
は
昔
か
ら
ず
っ
と
「
学
問
」
と
し
て
通
っ
て
き
た
か
ど
う
か
を
、
ま
ず
考

え
て
み
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
な
か
な
か
の
難
問
で
、
こ
れ
に
関
す
る
参
考
書
は
内
外
を
問
わ
ず
、
ほ
と
ん
ど
見
つ
か
ら
な
い
し
、
自
分
で
調
べ
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る
の
は
ま
す
ま
す
大
変
で
あ
る
。
し
か
し
大
づ
か
み
な
事
を
言
う
と
、
現
代
の
大
多
数
の
学
問
は
せ
い
ぜ
い
こ
こ
数
十
年
か
ら
二
、
三

百
年
の
間
に
、
よ
う
や
く
学
問
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
反
面
、
か
つ
て
「
学
問
」
で
あ
っ
た
も
の
で
、
今
で
は
も
は
や
学
問
の

中
に
数
え
ら
れ
な
い
も
の
も
少
な
く
な
い
。

た
と
え
ば
、
現
代
で
は
花
形
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
電
子
計
算
機
関
係
の
「
学
問
」
の
直
接
の
起
源
は
、
数
年
前
、
あ
る
い
は
せ
い
ぜ

い
二
、
三
十
年
前
で
あ
る
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
近
代
の
数
理
的
な
物
理
学
は
大
い
に
古
い
よ
う
だ
が
、
こ
れ
と
て
も
、
ま
ず
一
六
、
七
世

紀
以
来
の
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
ど
ち
ら
の
場
合
で
も
、
し
い
て
遡
れ
ば
さ
ら
に
古
い
時
代
に
ま
で
い
た
る
け
れ
ど
も
、
今

述
べ
た
判
断
も
決
し
て
捨
て
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
大
い
に
良
識
的
な
線
な
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
半
面
、
錬
金
術
や
占
星
学
な

ど
に
ま
つ
わ
る
「
学
問
」
は
言
う
に
及
ば
ず
、
宗
教
や
神
学
に
関
す
る
過
去
の
「
学
問
」
の
中
に
は
、
今
日
で
は
普
通
の
意
味
で
の
学

問
に
入
れ
に
く
い
も
の
も
多
い
。

実
は
こ
れ
ら
の
間
で
最
も
特
異
な
位
置
を
占
め
る
「
学
問
」
は
「
数
学
」
で
あ
る
。
詳
し
い
こ
と
は
後
で
述
べ
る
が
、
こ
れ
は
お
そ

く
と
も
紀
元
前
四
世
紀
に
は
理
論
的
な
学
問
―
―
今
日
の
意
味
で
見
て
も
―
―
と
な
り
、
そ
の
後
さ
ま
ざ
ま
な
変
遷
は
経
験
す
る
も
の

の
、
そ
の
基
本
線
を
あ
ま
り
く
ず
す
こ
と
な
く
、
二
〇
世
紀
の
今
日
に
お
い
て
も
き
わ
め
て
重
要
な
学
問
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
こ

の
場
合
も
「
数
学
」
と
い
う
こ
と
の
内
容
の
移
り
変
わ
り
は
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
問
題
で
、
こ
の
辺
ま
で
来
る
と
、
今
と
昔
と
の
「
学

問
」
と
い
う
も
の
の
違
い
を
こ
そ
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
さ
し
あ
た
っ
て
私
の
言
い
た
い
こ
と
だ
が
、
そ
れ

は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
科
学
史
と
い
う
に
は
幾
分
か
哲
学
史
に
近
寄
り
過
ぎ
た
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、「
学
問
」
に
関
す
る
最
も
本

質
的
な
問
い
か
け
を
、
歴
史
の
面
か
ら
行
な
っ
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

し
か
も
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
は
出
来
合
い
の
参
考
書
も
な
い
と
い
う
の
だ
か
ら
、
こ
れ
に
立
ち
向
か
う
た

め
に
は
自
分
で
い
ろ
い
ろ
の
事
を
調
べ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
、
た
と
え
ば
あ
ち
こ
ち
の
書
物
に
散
見
す
る
史
実
を
参
照
す
る
こ

と
も
必
要
だ
し
、
そ
れ
で
は
す
ま
な
く
て
、
も
っ
と
基
本
的
な
史
料
に
直
接
に
当
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
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学
問
的
探
索
に
際
し
て
は
、
そ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
「
学
問
」
自
身
へ
の
理
解
と
と
も
に
、「
歴
史
」
と
い
う
も
の
へ
の
理
解
が
要

求
さ
れ
、
ひ
い
て
は
そ
の
た
め
の
基
本
的
訓
練
を
伴
っ
た
正
し
い
学
問
的
方
法
が
要
求
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。

さ
て
私
は
、
本
当
の
意
味
の
科
学
史
と
は
、
こ
こ
で
「
学
問
」
の
消
長
の
歴
史
を
調
べ
る
と
い
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
、
科

学
の
歴
史
の
い
ろ
い
ろ
な
問
題
に
立
向
か
う
学
問
だ
と
言
い
た
い
。
も
ち
ろ
ん
「
学
問
」
の
歴
史
と
い
う
こ
と
を
、
単
に
「
数
学
」
と

か
「
物
理
学
」
と
か
の
歴
史
と
い
う
ふ
う
に
言
い
直
す
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
「
科
学
」
の
中
に
潜
み
、
科
学
を
動
か

し
て
き
た
歴
史
的
な
要
素
に
つ
い
て
、
自
分
の
頭
で
考
え
、
自
分
の
手
、
自
分
の
眼
で
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
く
学
問
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
私
が
先
刻
来
し
き
り
に
科
学
史
を
「
学
問
」
と
呼

ん
で
き
た
根
本
の
理
由
で
あ
っ
て
、
私
に
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
が
こ
の
よ
う
に
内
容
的
な
深
み
を
持
ち
、
か
つ
未
来
に
富
ん
だ
学
問
だ

と
思
え
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
自
分
で
打
込
ん
だ
り
、
ま
し
て
人
に
す
す
め
た
り
す
る
気
に
は
、
と
て
も
な
れ
な
い
の
で
あ
る
。

科
学
史
に
お
け
る
「
正
し

い
方
法
」
を
め
ぐ
っ
て

こ
こ
で
当
然
問
題
に
な
る
の
は
、「
科
学
」
の
「
歴
史
」
を
上
記
の
よ
う
な
意
味
で
研
究
す
る
に
当
っ

て
、
何
が
「
基
本
的
訓
練
」
で
あ
り
、
何
が
「
正
し
い
方
法
」
で
あ
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
こ
れ
も
大
変
な
問
題
だ
が
、
大
ま
か
に
言
え
ば
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
当
面
の
「
科
学
」
に
関
す
る
基
本
的
知
識
と
、
併
せ
て
「
歴
史
」

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
知
識
や
方
法
と
を
、
あ
る
程
度
ま
で
こ
な
し
て
お
く
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
特
に
理
論
的
な
問
題

に
関
し
て
は
言
語
の
問
題
が
大
切
で
、
西
洋
の
歴
史
に
し
て
も
東
洋
の
歴
史
に
し
て
も
、
外
国
の
科
学
史
を
調
べ
る
場
合
に
、
古
典
語

を
含
む
い
く
つ
か
の
外
国
語
に
つ
い
て
の
知
識
が
必
要
だ
し
、
日
本
の
科
学
史
を
調
べ
る
場
合
で
も
、
日
本
の
古
文
と
な
ら
ん
で
、
漢

文
や
、
時
と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
語
の
知
識
な
ど
が
要
る
は
ず
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
理
想
を
言
っ
て
い
る
の
で
、
早
い

話
が
自
分
の
非
力
は
棚
に
上
げ
て
い
る
。

し
か
し
問
題
は
実
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
特
に
何
が
「
正
し
い
方
法
」
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、「
学
問
」

観
や
「
歴
史
」
観
の
相
違
や
、
問
題
に
し
て
い
る
個
々
の
「
科
学
」
の
性
格
な
ど
が
、
大
い
に
反
映
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
正
直
な
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と
こ
ろ
、
科
学
史
は
学
問
と
し
て
の
経
歴
が
ま
だ
き
わ
め
て
浅
く
、
固
有
の
学
問
的
方
法
を
自
ら
の
中
に
確
立
し
て
い
る
と
は
言
い
に

く
い
の
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
学
問
に
は
本
質
的
に
や
っ
か
い
な
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
科
学
史
学
は
一
方
の
足
を
、
本
来
、

歴
史
を
越
え
た
真
理
を
求
め
る
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
数
学
や
自
然
科
学
の
上
に
置
き
、
も
う
一
方
の
足
を
、
一
見
そ
れ
ら
と
は
対
照
的

な
歴
史
学
の
上
に
置
い
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
こ
と
が
そ
の
ま
ま
矛
盾
だ
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
自
然
科
学
や
数
学
の
持
つ
学
問
的

な
多
彩
さ
と
、
歴
史
学
に
内
在
す
る
複
雑
な
立
場
や
方
法
の
問
題
と
を
、
そ
れ
は
一
身
に
担
っ
て
い
る
感
が
あ
る
。
た
と
え
ば
唯
物
論

的
立
場
に
と
っ
て
の
「
正
し
い
方
法
」
と
、
観
念
論
的
立
場
に
と
っ
て
の
「
正
し
い
方
法
」
と
は
大
い
に
食
い
違
う
し
、
ま
た
、
よ
り

「
学
問
」
の
中
に
閉
じ
こ
も
っ
た
「
歴
史
」
に
も
、
そ
れ
な
り
の
「
正
し
い
方
法
」
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
数
学

史
、
物
理
学
史
、
生
物
学
史
と
並
べ
て
み
る
だ
け
で
も
、
内
容
、
方
法
と
も
に
大
い
に
差
別
が
あ
り
う
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

科
学
史
と
い
う
学
問
に
は
、
こ
の
よ
う
に
根
底
的
な
問
題
が
潜
ん
で
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
割
に
こ
の
種
の
学
問
的
反
省
は
従
来
あ

ま
り
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
今
日
の
科
学
史
が
ま
だ
本
当
の
学
問
に
な
り
き
っ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
筋
の
一
本
抜
け
た
よ
う
な
こ
の

点
に
、
一
つ
の
理
由
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
わ
れ
わ
れ
は
単
に
旗
印
を
並
べ
て
こ
の
問
題
を
あ
げ
つ
ら
う
の
で
は
な

く
、
実
際
上
の
成
果
に
よ
っ
て
そ
の
点
を
克
服
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ば
か
に
威
勢
の
い
い
こ
と
を
言
う
よ
う
だ
が
、
考
え
て
み

れ
ば
、
学
問
と
い
う
の
は
す
べ
て
そ
う
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

内
的
な
科
学
史

外
的
な
科
学
史

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
科
学
史
は
元
来
、「
科
学
」
の
「
歴
史
」
と
い
う
二
つ
の
分
極
を
持
っ
て
い
る
た
め
、

そ
こ
に
は
ど
う
し
て
も
、
科
学
に
重
点
を
置
い
た
型
の
も
の
と
、
歴
史
に
重
点
を
置
い
た
型
の
も
の
と
の
区
別
が

生
ま
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
科
学
史
と
い
う
以
上
、
個
々
の
科
学
で
あ
れ
科
学
一
般
で
あ
れ
、
そ
れ
を
固
定
し
た
も
の
と
は
考
え
ず
、
時
の

流
れ
の
中
で
変
遷
し
て
来
た
も
の
、
こ
れ
か
ら
も
変
遷
し
て
い
く
も
の
と
み
な
す
点
で
は
共
通
な
の
だ
が
、
そ
の
際
の
重
点
の
置
き
方

に
区
別
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
ず
科
学
に
重
点
を
置
い
た
科
学
史
と
い
う
の
は
、「
数
学
」
と
か
「
物
理
学
」
と
か
、
あ
る
い
は
も
っ
と
細
か
く
、
そ
れ
ら
の
学
問
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の
中
の
個
々
の
分
科
、
学
説
、
理
論
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
の
形
成
崩
壊
の
様
相
を
論
ず
る
も
の
で
、
以
下
で
は
仮
に
、
内
的
な
科
学
史

と
呼
ぶ
。

こ
れ
に
対
し
て
歴
史
に
重
点
を
置
い
た
科
学
史
と
は
、
個
々
の
科
学
の
内
的
な
「
歴
史
」
に
満
足
せ
ず
、
そ
れ
ら
の
学
問
の
置
か
れ

て
き
た
文
化
的
、
社
会
的
、
経
済
的
、
政
治
的
等
々
の
環
境
に
目
を
移
し
、
そ
の
学
問
と
そ
れ
ら
の
環
境
と
の
触
れ
合
い
の
方
に
関
心

を
集
中
す
る
行
き
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
外
的
な
科
学
史
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
、
こ
れ
も
ま
た
本
格
的
な
科
学
史
で
あ
り
う
る
。

も
ち
ろ
ん
以
上
の
二
つ
は
、
必
ず
し
も
判
然
と
区
別
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
が
、
問
題
は
む
し
ろ
、
内
的
な
科
学
史
が
と
も
す
れ
ば

科
学
の
置
か
れ
た
環
境
を
忘
れ
が
ち
に
な
る
半
面
、
外
的
な
科
学
史
は
既
成
の
歴
史
観
に
し
ば
ら
れ
る
た
め
か
、
時
と
し
て
科
学
自
身

に
あ
る
種
の
先
入
観
を
も
っ
て
対
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
二
つ
の
傾
向
を
調
和
す
る
こ
と
に
は
、
異
質
な
二
つ
の
学
問
の
融

合
を
計
る
よ
う
な
む
ず
か
し
さ
が
あ
っ
て
、
従
来
の
ど
ん
な
科
学
史
も
、
ま
ず
は
そ
の
ど
ち
ら
か
に
傾
い
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
別

に
そ
れ
が
悪
い
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
一
つ
の
現
実
な
の
で
あ
る
。

私
は
こ
の
あ
と
、
論
証
的
学
問
の
成
立
に
つ
い
て
紹
介
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
場
合
に
も
、
今
述
べ
た
二
つ
の
傾
向
は
、
当
然
そ
こ
に

現
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
私
は
む
し
ろ
は
っ
き
り
と
、
こ
こ
で
は
内
的
な
科
学
史
に
重
点
を
置
い
て
話
を
進
め
る
と
決
め
よ
う
と

思
う
。
す
な
わ
ち
私
は
論
証
的
学
問
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
成
立
に
つ
い
て
、
そ
の
社
会
的
経
済
的
環
境
に
あ
ま
り
重
点
を
お
か
ず
に
考

え
て
い
こ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度
を
取
る
の
は
、
一
つ
に
は
私
自
身
が
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
内
的
な
科
学
史
（
む

し
ろ
数
学
史
）
の
方
に
、
よ
り
深
い
関
心
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
だ
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
少
な
く
と
も
現
在
の
私
に
と
っ
て
、

論
証
と
い
う
こ
と
は
本
質
上
、
ま
ず
内
的
な
科
学
史
の
対
象
た
る
べ
き
問
題
で
あ
っ
て
、
外
的
な
科
学
史
に
か
か
わ
る
論
点
は
、
た
と

え
無
視
は
で
き
な
い
ま
で
も
、
間
接
的
で
あ
り
副
次
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
た
め
で
あ
る
。

論
証
的
学
問

と
は
何
か

ま
ず
順
序
と
し
て
論
証
あ
る
い
は
論
証
的
学
問
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
お
く
。
も
ち
ろ
ん
論
証
と
か

論
証
的
学
問
と
か
い
う
こ
と
自
身
、
歴
史
の
中
で
少
し
ず
つ
形
を
な
し
て
き
た
の
だ
か
ら
、
あ
ま
り
詳
し
く
定
義
を
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与
え
て
し
ま
っ
て
も
困
る
が
、
そ
の
輪
郭
だ
け
は
掴
ん
で
お
こ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
そ
れ
は
格
別
や
っ
か
い
な
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
と
い
う
の
は
、
論
証
、
特
に
そ
れ
の
最
も
典
型
的
な
型
で

あ
る
幾
何
学
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
中
学
や
高
校
で
教
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
中
学
や
高
校
、
あ
る
い
は
大
学

を
終
え
た
人
の
中
に
、
二
、
三
の
定
理
の
証
明
は
で
き
る
が
、
論
証
と
は
何
か
と
い
う
点
に
明
る
く
な
い
人
が
い
る
こ
と
も
事
実
の
よ

う
だ
か
ら
、
念
の
た
め
、
次
に
そ
の
簡
単
な
説
明
を
与
え
て
お
こ
う
。
中
学
の
初
め
の
、
簡
単
な
図
形
の
観
察
の
段
階
は
別
で
あ
る
が
、

少
し
進
ん
で
、
三
角
形
の
合
同
そ
の
他
の
証
明
が
始
ま
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ
は
も
う
論
証
的
幾
何
学
の
世
界
に
入
っ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
そ
こ
で
は
、
ま
ず
「
定
義
」
に
よ
っ
て
術
語
の
意
味
が
確
定
さ
れ
、「
公
理
」
に
よ
っ
て
推
論
の
基
礎
に
な
る
事
柄
が
確
立
さ

れ
、
そ
の
後
は
い
く
つ
か
の
基
本
的
な
論
理
の
法
則
に
従
う
だ
け
で
、
さ
ま
ざ
ま
の
幾
何
学
的
事
実
が
そ
れ
ら
の
公
理
か
ら
導
か
れ
る
。

論
証
と
は
、
定
義
お
よ
び
公
理
に
始
ま
る
こ
の
よ
う
な
導
出
の
手
続
き
の
こ
と
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、ど
ん
な
問
題
を
持
ち
込
ま
れ
て
も
困
ら
な
い
だ
け
の
定
義
と
公
理
を
、あ
ら
か
じ
め
用
意
し
て
お
き
、そ
こ
か
ら
一
切
合

財
を
導
き
出
す
と
い
う
の
は
、
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
。
そ
し
て
ま
た
そ
れ
を
論
証
の
理
想
の
形
と
見
る
の
は
い
さ
さ
か
問
題
で
、
そ

れ
よ
り
も
、
あ
る
事
柄
の
中
に
あ
や
ふ
や
な
と
こ
ろ
が
見
出
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
疑
点
が
氷
解
す
る
よ
う
に
、
相
手
を
説
得
し
、
あ
る

い
は
自
分
で
納
得
す
る
た
め
の
、
一
種
の
対
話
討
論
の
法
こ
そ
、
論
証
と
い
う
こ
と
の
本
質
だ
と
い
う
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
す

な
わ
ち
甲
が
そ
の
あ
や
ふ
や
な
点
を
疑
う
の
に
対
し
、
乙
は
そ
の
疑
問
を
解
こ
う
と
し
て
、
甲
が
疑
問
視
し
て
い
る
術
語
の
意
味
を
説

明
し
、
同
じ
く
甲
が
疑
問
視
し
て
い
る
諸
原
則
を
納
得
あ
る
い
は
許
容
さ
せ
、
そ
の
よ
う
な
共
通
の
地
盤
を
作
っ
た
上
で
、
こ
れ
ま
た

両
者
に
共
通
な
論
埋
的
語
法
に
従
っ
て
、
甲
の
疑
問
を
解
き
去
る
こ
と
を
試
み
る
こ
の
よ
う
な
行
き
方
こ
そ
論
証
と
い
う
も
の
の
本
質

だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
見
、
無
味
乾
燥
な
幾
何
学
の
論
証
の
背
後
に
も
、
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
精
神
が
働
き
、
そ
れ
と
と
も
に
そ
の
よ
う
な
方
法
が
確

立
さ
れ
て
い
っ
た
と
推
測
す
る
の
は
、
決
し
て
無
理
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
場
合
に
は
、「
共
通
の
論
理
的
語
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法
」
と
い
う
こ
と
を
含
め
て
、
こ
の
よ
う
に
論
証
と
い
う
こ
と
の
心
と
形
が
ま
と
ま
る
ま
で
の
経
路
が
問
題
で
あ
る
。

な
お
、「
公
理
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
対
話
討
論
の
出
発
点
に
置
か
れ
る
「
暫
定
的
な
規
約
」
あ
る
い
は
「
仮
定
」
と
見
る
見
方
と

並
ん
で
、「
万
人
に
共
通
な
公
の
理
」
あ
る
い
は
「
絶
対
的
な
真
理
」
と
見
る
見
方
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
見
方
を
め
ぐ
っ
て
は
、
歴

史
的
に
見
て
も
歴
史
抜
き
で
見
て
も
、
非
常
に
重
大
な
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
後
で
触
れ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

論
証
の
こ
と
は
こ
れ
で
よ
い
と
し
て
、
次
に
論
証
的
学
問
と
い
う
こ
と
だ
が
、
こ
こ
で
誰
も
が
思
い
浮
べ
る
の
は
幾
何
学
（
ユ
ー
ク

リ
ッ
ド
幾
何
学
）
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
こ
れ
だ
け
が
論
証
的
学
問
な
の
で
は
な
く
、
お
よ
そ
ど
ん
な
学
問
で
も
、
そ
れ
が
論

証
の
形
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と
き
、
す
な
わ
ち
初
め
に
そ
の
用
語
が
明
確
に
定
義
さ
れ
、
そ
の
学
問
で
用
い
ら
れ
る
原
理
が
明
記
さ

れ
て
い
て
、
そ
の
学
問
に
お
け
る
そ
の
他
の
こ
と
は
、
す
べ
て
そ
こ
か
ら
論
理
的
に
導
き
出
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
完
全
に
論
証
的
学

問
で
あ
る
。

早
い
話
が
、し
ば
し
ば
幾
何
学
―
―
図
形
の
学
問
―
―
だ
け
の
書
物
と
誤
解
さ
れ
る
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス（
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
、E

u
k
leid

es

、

B
.C
.300

ご
ろ
）
の
『
原
論
』(S

toich
eia)
に
し
て
も
、
や
が
て
述
べ
る
よ
う
な
理
由
で
図
形
的
な
形
は
取
っ
て
い
る
も
の
の
、
内
容
的

に
は
整
数
論
や
比
例
量
論
（
現
代
の
無
理
数
論
に
対
応
す
る
古
代
の
理
論
）
な
ど
を
論
証
的
学
問
の
形
で
展
開
し
て
い
る
の
だ
し
、
そ

の
他
に
も
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
音
楽
論
や
天
文
暦
法
に
関
し
て
、
論
証
的
学
問
の
組
立
て
ら
れ
た
例
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で

こ
の
章
の
問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
学
問
が
太
古
の
薄
明
の
中
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
形
を
な
し
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

論
証
的
学
問
の
起

源
を
調
べ
る
意
義

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
日
進
月
歩
の
科
学
時
代
に
、
二
千
年
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
も
昔
の
こ
と
で
あ
る
論
証

的
学
問
の
起
源
な
ど
、
今
さ
ら
取
り
上
げ
る
だ
け
の
意
義
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
持
つ
人
も
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
主
題
に
は
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
決
し
て
よ
そ
ご
と
で
な
い
だ
け
の
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ど

う
も
脇
道
ば
か
り
す
る
よ
う
だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
述
べ
て
お
き
た
い
。
―
―
そ
も
そ
も
、
学
問
な
る
も
の
は
、
少
な

く
と
も
科
学
史
の
学
問
な
る
も
の
は
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
尊
重
す
べ
き
脇
道
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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私
は
先
に
科
学
史
に
つ
い
て
内
的
と
外
的
と
の
二
つ
を
区
別
し
た
。
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
は
そ
の
区
別
と
は
少
し
違
っ
た
意
味
で
、
論

証
的
学
問
の
形
成
史
を
見
る
視
点
に
つ
い
て
、
も
う
一
度
、
二
つ
の
こ
と
を
区
別
し
て
お
こ
う
と
思
う
。
そ
の
二
つ
は
科
学
史
一
般
を

見
る
視
点
に
も
通
ず
る
こ
と
だ
が
、
こ
こ
で
は
仮
に
歴
史
を
「
眺
め
る
」
立
場
と
「
組
立
て
る
」
立
場
と
い
う
ふ
う
に
呼
ん
で
お
く
。

歴
史
を
眺
め
る
立
場
と
い
う
の
は
、
論
証
的
学
問
の
歴
史
で
言
え
ば
、
そ
の
歴
史
に
関
す
る
基
本
的
知
識
が
い
か
に
し
て
得
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
か
は
問
わ
ぬ
ま
ま
、
そ
の
知
識
の
内
容
や
、
そ
の
知
識
が
科
学
史
な
り
文
化
史
な
り
、
あ
る
い
は
一
般
史
な
り
の
中
で
演

ず
る
役
割
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
多
く
の
人
は
科
学
史
を
、
も
っ
ぱ
ら
こ
の
面
で
だ
け
捉
え
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
、
私

は
考
え
て
い
る
。

も
う
一
つ
の
、
歴
史
を
組
立
て
る
立
場
と
い
う
の
は
、
前
の
立
場
で
い
う
基
本
的
知
識
が
い
か
に
し
て
得
ら
れ
た
か
な
ど
の
こ
と
を

吟
味
し
、
そ
の
結
果
に
よ
っ
て
は
、
従
来
、
通
説
あ
る
い
は
定
説
と
思
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
ま
で
、
批
判
あ
る
い
は
改
革
の
手
を
加
え

る
事
を
辞
さ
な
い
と
い
う
積
極
的
な
も
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
二
つ
の
立
場
は
、
実
際
に
は
こ
う
ま
で
判
然
と
区
別
で
き
る
わ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
相
伴
っ
て
現
わ
れ
る
の
が
普
通

だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
科
学
史
の
研
究
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
の
第
二
の
立
場
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
十
分
注
意
し
て
お
い

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

論
証
的
学
問
の
成
立
を
考
え
る
場
合
に
も
、こ
の
二
つ
の
立
場
は
当
然
区
別
さ
れ
る
。
や
や
詳
し
い
こ
と
は
後
で
触
れ
る
と
し
て
、こ

こ
で
は
と
り
あ
え
ず
全
体
の
輪
郭
を
示
し
て
お
く
。

ま
ず
歴
史
を
眺
め
る
と
い
う
点
か
ら
い
う
と
、こ
の
場
合
に
は
、論
証
の
成
立
と
い
う
こ
と
が
、単
に
数
学
そ
の
他
の
方
面
に
お
け
る

論
理
的
説
得
術
の
成
立
と
い
う
位
の
こ
と
で
は
な
く
、
後
世
の
西
欧
に
お
け
る
理
論
的
学
問
一
般
―
―
そ
こ
に
は
、
た
と
え
ば
あ
る
種

の
神
学
な
ど
も
入
っ
て
く
る
―
―
の
成
立
と
い
う
意
味
を
持
つ
点
を
、
ま
ず
強
調
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
の
『
原

論
』
こ
そ
は
、
そ
の
よ
う
な
学
問
一
般
の
た
め
の
最
初
の
典
型
と
し
て
、
一
七
世
紀
の
ニ
ュ
ー
ト
ン(N

ew
ton

、1643–1727)

の
仕
事
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を
は
じ
め
、
間
接
に
は
現
代
の
最
も
新
し
い
数
理
諸
科
学
に
ま
で
、
き
わ
め
て
広
汎
か
つ
深
刻
な
影
響
を
残
し
た
の
で
あ
る
。

し
て
み
る
と
、
論
証
的
学
問
の
成
立
の
歴
史
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
西
欧
に
お
け
る
理
論
的
学
問
に
、
論
証
と
い
う
筋
金
が
入

れ
ら
れ
た
の
は
い
つ
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
は
い
か
に
し
て
今
日
に
ま
で
流
れ
て
き
た
か
と
い
う
、
き
わ
め
て
壮
大
な
問
い
に
つ
な
が
っ

て
い
る
。
そ
し
て
や
が
て
見
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
普
通
に
は
、
紀
元
前
四
、
五
世
紀
か
ら
せ
い
ぜ
い
前
三
世
紀
に
い
た
る
ギ
リ
シ
ア
で

の
出
来
事
で
、
そ
こ
で
は
理
論
数
学
の
形
成
と
い
う
こ
と
が
、
ど
う
や
ら
決
定
的
な
役
割
を
演
じ
た
も
の
ら
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
が
西
欧
的
学
問
と
東
洋
的
学
芸
と
の
一
つ
の
根
底
的
な
違
い
で
あ
る
ら
し
い
と
い
う
点
も
、
東
洋
人
の
一
人
で
あ
る
わ

れ
わ
れ
に
は
、
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
論
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
中
国
、
イ
ン
ド
、
日
本
な
ど
を
覆
う
広
大
で
歴
史
も
古
く
、
人

種
、
言
語
、
文
化
な
ど
す
べ
て
が
多
種
多
彩
な
地
域
の
傾
向
を
、「
東
洋
的
」
と
い
う
一
言
で
片
づ
け
る
の
は
非
常
に
危
険
だ
が
（
中

国
や
イ
ン
ド
は
そ
れ
ぞ
れ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
の
何
倍
か
で
あ
る
！
）、
そ
れ
に
し
て
も
、
理
論
数
学
を
中
核
と
し
て
組
立
て
ら
れ
た
西

欧
の
理
論
的
学
問
に
は
、
今
挙
げ
た
「
東
洋
」
の
ど
の
文
化
の
中
に
も
な
い
或
る
要
素
が
確
か
に
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
あ
る
い
は
単

な
る
論
証
的
学
問
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
論
理
だ
け
な
ら
ば
、
イ
ン
ド
に
起
こ
っ
て
中
国
、
日
本
に
も
伝
え

ら
れ
た
　
い
ん
み
ょ
う

因
明　
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
だ
け
で
東
西
文
化
の
違
い
な
ど
と
言
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
。
そ
れ
よ

り
も
問
題
は
む
し
ろ
、
い
わ
ゆ
る
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
‐
プ
ラ
ト
ン
の
数
理
思
想
―
―
数
理
の
中
に
世
界
を
知
る
鍵
が
あ
る
―
―
に
関
連
す
る

の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
考
え
方
が
論
証
的
学
問
の
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
た
と
い
う
点
こ
そ
、
東
洋
の
多
種
多
様
な
諸
文
化
を
、
か

の
西
欧
の
文
化
と
分
つ
第
一
の
点
で
は
な
い
か
と
、
私
は
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
わ
れ
わ
れ
は
論
証
的
学
問
の
成
立
を
問
題

に
す
る
か
た
わ
ら
、
今
述
べ
た
数
理
思
想
の
形
成
に
つ
い
て
も
、
大
い
に
関
心
を
払
う
こ
と
に
す
る
。

さ
て
、
以
上
は
ま
こ
と
に
規
模
雄
大
な
設
問
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
な
ら
ば
、
そ
れ
は
適
当
な
科
学

史
の
本
を
選
ん
で
推
薦
す
れ
ば
す
む
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
だ
「
科
学
史
を
組
立
て
る
」
立
場
か
ら
の
吟
味
が
残
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
、
以
上
の
考
察
の
基
礎
に
な
っ
た
「
史
実
」
な
ど
に
つ
い
て
批
判
的
な
目
を
向
け
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
正
直
に
言
う
と
、
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私
は
ま
さ
に
こ
の
論
証
的
学
問
の
形
成
史
に
触
発
さ
れ
て
、は
じ
め
て「
数
学
史
を
組
立
て
る
立
場
」と
い
う
も
の
の
あ
る
こ
と
を
悟
っ

た
の
で
あ
っ
た
。

論
証
的
学
問
の
起
源
に

関
す
る
知
識
の
吟
味

今
度
は
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
一
連
の
事
柄
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
な
史
料
に
基
づ
い
て
い

る
か
、
ま
た
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
な
考
察
や
推
論
を
経
て
得
ら
れ
た
か
、
な
ど
の
こ
と
を
考
え
る
。
特
に

そ
の
よ
う
な
知
識
の
根
底
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
作
業
仮
説
―
―
仕
事
を
進
め
て
い
く
上
で
仮
に
前
提
す
る
事
柄
―
―
が
置
か
れ
て
い
る
か

と
い
う
点
は
、
十
分
考
慮
し
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
物
を
考
え
る
場
合
に
は
、
意
識
的
に
せ
よ
、
無

意
識
に
せ
よ
、
心
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
の
仮
定
を
立
て
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
無
意
識
の
内
に
こ
う
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
こ
と
は
、

も
っ
と
も
わ
れ
わ
れ
の
目
を
曇
ら
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
す
る
と
、
Ｆ
・
ベ
ー
コ
ン(F

.
B
acon

,
1561–1626)

で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
学
問
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ

の
心
に
巣
く
う
と
こ
ろ
の
さ
ま
ざ
ま
の
先
入
観
念
と
の
、
不
断
の
戦
い
だ
と
い
う
気
が
し
て
く
る
の
だ
が
、
特
に
今
考
え
て
い
る
問
題

の
場
合
に
は
、
ま
ず
対
象
が
二
千
年
以
上
も
前
の
遠
い
異
国
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
上
、
問
題
の
根
本
が
、
文
字
や
遺
物
に
残
さ
れ
る

も
の
よ
り
も
格
段
に
抽
象
的
な
、
い
わ
ば
人
間
の
思
考
の
中
に
た
だ
よ
っ
て
い
た
よ
う
な
こ
と
に
係
わ
る
だ
け
に
、
そ
れ
を
復
元
す
る

問
題
は
幾
重
に
も
む
ず
か
し
い
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

実
際
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
古
代
の
人
た
ち
が
今
日
の
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
よ
う
に
豊
富
な
語
彙
を
持
ち
、
抽
象
的

な
概
念
を
縦
横
に
操
る
こ
と
が
で
き
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
、
そ
の
よ
う
な
遠

い
御
先
祖
様
に
残
っ
て
い
た
精
神
的
な
尻
尾
を
、
す
べ
て
清
算
し
き
っ
て
い
る
と
も
言
い
か
ね
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
物
の
考
え
方
が

古
代
人
の
考
え
方
と
、
ま
る
で
異
質
だ
と
決
め
つ
け
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
結
局
わ
れ
わ
れ
は
、
な
け
な
し
の
史
料
を
頼
り
に
し
つ

つ
、
古
代
人
へ
の
共
感
と
不
信
感
と
の
両
極
端
の
間
を
、
う
ま
く
舵
を
取
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
決
し
て
論
証
的
学
問
の
成
立
史
に
つ
い
て
の
み
言
え
る
と
い
う
わ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
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む
し
ろ
科
学
史
と
い
う
学
問
一
般
の
持
つ
運
命
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
わ
れ
わ
れ
の
問
題
の
場
合
、
事
は
な
か
な

か
面
倒
で
あ
る
。
実
際
、
あ
る
種
の
技
術
の
歴
史
の
よ
う
に
、
何
か
目
に
見
え
る
も
の
に
密
着
し
て
考
え
ら
れ
る
歴
史
な
ら
ば
い
ざ
知

ら
ず
、「
論
証
」
は
ほ
と
ん
ど
目
に
見
え
な
い
。
そ
こ
で
た
と
え
ば
「
論
証
」
と
い
う
こ
と
を
、
少
し
前
で
説
明
し
た
よ
う
に
、
対
話
・

討
論
的
説
得
の
術
と
し
て
諒
承
す
る
か
、
そ
れ
と
も
天
降
り
的
な
絶
対
の
真
理
あ
る
い
は
原
理
と
し
て
押
し
つ
け
ら
れ
た
も
の
か
ら
の

導
出
と
考
え
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
「
歴
史
」
も
ま
た
違
っ
た
形
を
取
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な

「
歴
史
」
を
ま
と
め
る
個
々
の
学
者
は
、
史
料
の
探
索
や
整
理
を
、
各
自
の
考
え
方
に
従
っ
て
行
な
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も

「
論
証
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
の
理
解
の
背
後
に
は
、
あ
る
社
会
的
な
雰
囲
気
が
あ
り
、「
論
証
」
を
「
納
得
ず
く
の
説
得
」
だ
と
考
え

る
か
、
そ
れ
と
も
「
押
し
つ
け
」
と
考
え
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
時
代
的
雰
囲
気
は
そ
の
時
代
に
生
き
る
研
究
者
の

心
理
に
、
微
妙
な
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
う
い
う
こ
と
を
心
配
し
て
い
て
は
、「
歴
史
」
を
書
く
こ
と
な
ど
永
久
に
で
き
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ

の
反
面
、
こ
の
よ
う
な
懐
疑
を
知
ら
ぬ
人
の
書
く
「
歴
史
」
に
は
、
ど
こ
か
信
用
の
置
き
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
、
私
は
思
う
。
所

詮
、
私
に
は
、
あ
る
時
代
的
背
景
の
下
で
表
現
さ
れ
る
範
囲
で
の
、
す
な
わ
ち
そ
の
時
代
的
制
約
の
下
で
、
自
分
の
外
側
か
ら
、
あ
る

い
は
内
側
か
ら
と
、
こ
ち
ら
の
目
を
曇
ら
せ
に
く
る
も
の
を
極
力
圧
殺
し
、
許
さ
れ
る
範
囲
で
の
思
考
の
自
由
を
か
ち
と
り
つ
つ
、
然

る
べ
き
学
問
な
り
理
論
な
り
の
形
成
崩
壊
を
論
ず
る
以
外
に
な
い
。
し
か
も
そ
の
事
自
体
、
ど
こ
ま
で
信
じ
て
よ
い
か
、
す
で
に
全
く

心
も
と
な
い
の
で
あ
る
…
…

以
上
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
述
べ
て
き
た
が
、こ
れ
を
ま
と
め
て
言
う
と
、論
証
的
学
問
の
成
立
史
を
考
え
る
に
つ
い
て
も
、実
に
い
ろ

い
ろ
な
立
場
が
考
え
ら
れ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
方
で
は
そ
れ
を
知
識
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
自
体
の
学
問
的
な
進
路

を
考
え
た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
文
化
史
や
一
般
史
と
の
交
渉
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
他
方
で
は
、
そ
の
「
歴
史
」
の

拠
っ
て
立
つ
基
盤
―
―
誰
が
、
ど
の
よ
う
な
時
代
的
あ
る
い
は
学
問
的
背
景
の
下
で
、
ど
の
よ
う
な
史
料
に
基
づ
い
て
そ
れ
を
書
い
た
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か
な
ど
の
こ
と
―
―
へ
の
吟
味
反
省
を
問
題
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
も
そ
の
最
後
の
吟
味
反
省
の
土
台
に
な
る
も
の
に
は
、
わ

れ
わ
れ
の
個
人
的
な
い
し
社
会
的
な
、
さ
ま
ざ
ま
の
先
入
観
が
つ
い
て
ま
わ
る
。
そ
れ
ら
を
少
し
ず
つ
切
り
開
い
て
、
本
当
に
こ
れ
が

あ
り
の
ま
ま
の
歴
史
だ
と
思
わ
れ
る
も
の
の
方
へ
、
た
と
え
一
歩
で
も
近
づ
い
て
い
く
事
、
し
か
も
こ
れ
は
こ
と
に
よ
る
と
、
真
実
へ

の
接
近
で
な
く
全
く
の
空
舞
い
で
あ
っ
た
り
、
真
実
か
ら
の
離
脱
だ
っ
た
り
す
る
可
能
性
の
あ
る
事
も
覚
悟
し
て
お
く
こ
と
だ
―
―
そ

う
い
う
骨
の
折
れ
て
功
の
少
な
い
と
こ
ろ
に
、
科
学
史
と
い
う
学
問
は
あ
る
。

ず
い
ぶ
ん
や
っ
か
い
な
学
問
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
い
て
そ
れ
を
「
す
す
め
」
よ
う
と
は
何
事
か
と
言
わ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
学
問
の
意
義
に
つ
い
て
、
私
は
今
ま
で
い
ろ
い
ろ
理
屈
を
述
べ
た
て
た
し
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
も
っ
と

多
く
の
こ
と
を
付
け
加
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
、
人
は
理
屈
で
動
く
も
の
で
は
な
く
、
要
す
る
に
好

き
で
こ
そ
、
は
じ
め
て
動
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
、
お
そ
ら
く
ど
の
学
問
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
に
混
沌
と
し
た
、
そ
の
代
わ
り
大
い
に
未
来
に
富
ん
だ
学
問
こ
そ
、
私
の
「
す
す
め
」
た
い
科
学
史
で
あ
る
。

一
　
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
に
論
証
的
学
問
は
あ
っ
た
か

古
代
オ
リ
エ
ン
ト

の
数
理
的
技
術

オ
リ
エ
ン
ト(O

rien
t)

す
な
わ
ち
「
東
方
」
と
い
う
の
は
、
オ
ク
シ
デ
ン
ト(O

ccid
en
t)

、
す
な
わ
ち
「
西

欧
」
に
対
立
す
る
言
葉
で
、
特
に
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
と
言
う
場
合
に
は
、
エ
ジ
プ
ト
や
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
を
さ
す

の
が
普
通
で
あ
る
。
細
か
く
い
う
と
、
こ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
の
系
統
の
言
葉
で
、
前
者
は
（
太
陽
が
）「
昇

る
」、
後
者
は
「
く
だ
る
」
と
い
う
意
味
の
言
葉
（
ラ
テ
ン
語
で
はorior,

o
ccid

o

）
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら

の
言
葉
を
使
っ
た
人
た
ち
は
、
も
と
も
と
は
エ
ジ
プ
ト
や
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
を
日
の
出
の
方
向
に
見
る
人
た
ち
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ

の
こ
と
は
、
こ
れ
だ
け
な
ら
ば
別
に
ど
う
と
い
う
問
題
で
も
な
い
が
、
こ
れ
か
ら
話
す
エ
ジ
プ
ト
や
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
歴
史
が
、
そ
の

直
系
の
子
孫
で
な
い
別
の
地
方
の
、
遙
か
後
代
の
人
々
の
手
で
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
点
に
、
多
少
の
注
意
を
う
な
が
す
位
の
役
に
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は
立
つ
で
あ
ろ
う
。

さ
て
今
日
言
う
と
こ
ろ
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
華
が
開
く
以
前
に
、
オ
リ
エ
ン
ト
の
地
に
高
い
文
化
の
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
や
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
に
象
徴
さ
れ
る
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
こ
と
は
あ
ま
り
に
有
名
だ
が
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
に
よ
る
と
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
天
文
学
の
高
さ
は
、
む
し
ろ
そ
れ
よ
り
優
れ
た
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
の
場
合
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
等
の
技
術
の
背
後
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
幾
何
学
的
知
識
、
天
文
暦
法
の
背
後
に
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
高
度
の
算
数
的
（
む
し
ろ
代
数
的
？
）
知
識
、
ひ
い
て
は
そ
の
よ
う
な
も
の
を
可
能
に
し
た
、
当
時
の
農
耕
中
心
の
中
央
集

権
的
社
会
組
織
と
、
そ
れ
を
支
え
た
一
種
の
数
学
的
知
識
（
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
定
期
的
氾
濫
と
そ
れ
に
伴
う
課
税
の

た
め
の
土
地
配
分
の
問
題
が
あ
り
、
当
然
、
租
税
の
問
題
が
あ
る
）
―
―
こ
の
よ
う
な
一
連
の
事
柄
が
す
ぐ
に
も
思
い
浮
ん
で
く
る
で

あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ら
の
事
柄
と
関
連
の
深
い
「
数
学
」
と
い
う
も
の
こ
そ
、
先
に
述
べ
た
通
り
、
論
証
的
学
問
の
成
立
と

最
も
深
い
関
係
に
あ
る
学
問
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
い
っ
た
ん
踏
み
止
ま
っ
て
、
数
学
と
論
証
的
学
問
と
は
、
今
で
こ
そ
確
か
に
一
体
の
も
の
だ
し
、
後
で

述
べ
る
よ
う
に
ギ
リ
シ
ア
時
代
の
あ
る
時
期
以
後
も
確
か
に
そ
う
な
っ
て
く
る
に
は
違
い
な
い
が
、
太
古
以
来
ず
っ
と
そ
う
だ
っ
た
か

ど
う
か
は
疑
問
だ
、
と
す
る
だ
け
の
心
の
余
裕
を
持
っ
て
い
た
い
。
早
い
話
が
現
代
に
し
て
も
、
小
学
生
の
算
数
の
中
に
は
別
に
論
証

は
見
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、「
集
合
で
考
え
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
型
の
「
論
証
」
は
行
な
わ
れ
る
ら
し
い
が
、
そ
れ
は
へ

た
を
す
る
と
「
論
証
」
と
い
う
名
の
猿
芝
居
に
な
る
。
と
も
か
く
何
も
古
代
人
を
小
学
生
扱
い
す
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ

か
ら
歴
史
を
考
え
よ
う
と
い
う
時
に
、
数
学
と
論
証
と
を
短
絡
さ
せ
る
の
は
危
険
な
先
入
観
で
あ
る
。

古
代
オ
リ
エ
ン
ト
の
数
学
的
知
識
は
、
す
で
に
論
証
的
学
問
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は

種
々
の
理
由
か
ら
、
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
、
否
定
的
な
答
え
し
か
え
ら
れ
な
い
の
だ
が
、
そ
の
根
拠
を
話
す
に
当
っ
て
は
、
ま
ず
い
わ

ゆ
る
エ
ジ
プ
ト
の
「
数
学
」
や
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
「
数
学
」
に
つ
い
て
、
簡
単
に
説
明
し
て
お
く
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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エ
ジ
プ
ト
の

数
学
的
学
芸

古
代
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
数
学
的
学
芸
の
様
子
を
直
接
に
示
す
史
料
と
い
う
と
、
紀
元
前
一
八
五
〇
年
ご
ろ
の
も

の
と
推
定
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
モ
ス
ク
ワ
の
パ
ピ
ル
ス
」
と
、
同
じ
く
前
一
六
五
〇
年
ご
ろ
の
も
の
と
推
定
さ
れ

る
、
い
わ
ゆ
る
「
リ
ン
ド
・
パ
ピ
ル
ス
」
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
内
で
は
リ
ン
ド
・
パ
ピ
ル
ス
の
方
が
研
究
が
行
き
と
ど
い
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

リ
ン
ド
と
い
う
の
は
こ
の
パ
ピ
ル
ス
を
買
っ
た
人
の
名
前
だ
が
、
後
に
ア
イ
ゼ
ン
ロ
ー
ル
と
い
う
学
者
の
手
で
翻
訳
研
究
さ
れ
、
古

代
エ
ジ
プ
ト
数
学
の
水
準
を
示
す
最
も
重
要
な
史
料
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
上
記
の
時
代
に
ア
ー
フ
・
メ
ス
と
い
う
書

記
の
集
め
た
問
題
集
で
、
そ
の
た
め
「
ア
ー
フ
・
メ
ス
の
パ
ピ
ル
ス
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
問
題
の
内
容
は
、
今
日
の
幾
何
や
代
数

（
一
元
一
次
方
程
式
や
、
あ
る
種
の
二
次
方
程
式
に
相
当
す
る
問
題
）
な
ど
に
わ
た
っ
て
い
る
と
い
う
が
、
わ
れ
わ
れ
の
場
合
、
そ
こ

に
論
証
と
い
う
性
格
が
見
出
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
古
い
時
代
の
数
学
に
つ
い
て
、
特
に
そ
の
中
に
論
理
的
証
明
ら
し
い
考
え
方
が
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
を

考
察
す
る
の
は
、
き
わ
め
て
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
第
一
の
理
由
は
、
前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、「
考
え
方
」
な
ど
と

い
う
も
の
が
何
ら
か
の
具
体
的
な
証
拠
を
残
す
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
時
代
が
あ
ま
り
に
古
く
、
史
料
が
あ
ま

り
に
乏
し
い
た
め
に
、
そ
の
史
料
が
ど
の
程
度
ま
で
当
時
の
実
情
を
示
し
て
い
る
か
の
見
当
が
つ
き
に
く
い
た
め
で
も
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
そ
れ
ら
の
少
数
の
史
料
は
非
常
に
詳
し
く
調
べ
ら
れ
て
い
て
、
特
に
そ
の
計
算
技
術
方
面
の
事
に
つ
い
て
は
、
詳
し
い
研
究
が
発
表

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
中
か
ら
、
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
、
そ
の
中
に
「
証
明
」
と
い
う
こ
と
は
痕
跡
さ
え
も
見
当
ら
な
い
と

さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
少
し
つ
む
じ
を
曲
げ
て
言
う
と
、
そ
れ
ら
の
少
数
の
史
料
の
中
に
そ
の
種
の
考
え
が
見
当
ら
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ

れ
が
全
然
な
か
っ
た
と
断
定
す
る
の
は
早
計
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
リ
ン
ド
・
パ
ピ
ル
ス
の
計
算
技
術
は
か
な
り
高
度
だ
か
ら
、
そ

こ
に
は
計
算
手
続
き
だ
け
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
に
せ
よ
、
何
ら
か
の
「
証
明
」
ら
し
き
こ
と
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
も
推
測
で
き
な
く
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は
な
い
。

特
に
こ
の
後
の
方
の
推
測
は
、「
証
明
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
一
応
考
え
て
み
て
よ
い
こ
と
か
も
し
れ
な
く
て
、

私
な
ど
は
こ
れ
を
、
当
時
の
一
般
の
文
章
、
特
に
彼
ら
の
世
界
観
の
反
映
と
し
て
の
神
話
な
ど
に
お
け
る
論
理
ら
し
き
も
の
の
運
び
具

合
か
ら
で
も
、
見
当
を
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
た
り
す
る
。
も
ち
ろ
ん
私
は
象
形
文
字
も
読
め
な
い
し
、
古

文
書
学
の
知
識
も
皆
無
だ
か
ら
、
見
当
違
い
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
私
は
こ
れ
と
似
た
状
況
の
下
で
、「
証

明
」
の
概
念
が
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
結
構
い
ろ
い
ろ
な
幾
何
学
的
定
理
ら
し
き
も
の
を
残
し
た
日
本
の
和
算
の
こ
と
を
連

想
す
る
。
す
な
わ
ち
、
私
は
ま
ず
和
算
の
中
に
、
今
日
言
う
方
法
や
証
明
と
は
異
質
で
あ
る
に
も
せ
よ
、
一
種
の
「
方
法
」
や
「
証
明
」

ら
し
き
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
い
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
も
の
を
掴
む
に
は
、
そ
れ
に
関
す
る
物
の
書
き
方
・
述
べ
方
の
語
法
な

ど
が
手
が
か
り
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
考
え
て
い
る
。

実
は
私
は
和
算
を
、
一
つ
の
「
学
問
」
と
し
て
の
「
数
学
」
の
一
種
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。「
日
本
の
数
学
」
と
い
う
呼
称
は
、

西
欧
の
「
数
学
」
の
あ
る
一
側
面
に
対
応
す
る
日
本
的
学
芸
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
底
に
は
西
欧
的
「
数

学
」
の
概
念
が
、
と
も
か
く
も
そ
の
基
盤
と
し
て
働
い
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
も
し
西
欧
数
学
と
い
う
も
の
が
な

か
っ
た
と
し
た
ら
、
和
算
が
と
も
か
く
も
「
数
学
」
―
―
「
世
界
」
を
理
解
す
る
た
め
の
最
も
根
元
的
な
学
問
―
―
の
一
種
だ
と
い
う

認
識
自
体
、
お
そ
ら
く
生
ま
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
の
で
な
い
か
と
さ
え
思
う
。
し
か
し
私
は
こ
の
よ
う
に
和
算
に
対
し
て
き
び
し
い
見

方
を
す
る
半
面
、
た
と
え
真
正
の
論
証
的
方
法
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
形
の
説
得
法
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ

と
も
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
類
推
の
よ
う
な
、
お
よ
そ
論
証
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
も
か
く
一
つ
の

独
特
の
思
考
の
型
が
そ
こ
に
見
出
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
頭
に
お
い
た
上
で
、
私
は
エ
ジ
プ
ト
の
「
数
学
」
の
場
合
に
も
、
そ
う
い
う
事
は
あ
り
は
し
な
い
か
と
思
う
わ

け
で
あ
る
。
も
と
よ
り
全
く
の
思
い
つ
き
で
、
本
来
は
こ
う
い
う
無
責
任
な
こ
と
は
言
う
べ
き
で
な
い
と
思
う
が
、
先
に
、
学
問
と
は
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既
成
概
念
と
の
不
断
の
戦
い
、
な
ど
と
大
き
な
事
を
言
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
可
能
性
を
示
す
と
い
う
位
の
つ
も
り
で

ち
ょ
っ
と
脱
線
し
て
み
た
。

エ
ジ
プ
ト
の
数
学
、
あ
る
い
は
、
よ
り
一
般
に
古
代
人
の
考
え
方
な
ど
に
つ
い
て
の
参
考
書
と
し
て
、
手
近
か
な
と
こ
ろ
で
は
、
メ

ソ
ポ
タ
ミ
ア
数
学
を
、
楔
形
文
字
「
文
書
」（
粘
土
板
）
の
解
説
に
よ
っ
て
文
字
通
り
「
発
掘
」
し
た
学
者
、
ノ
イ
ゲ
バ
ウ
エ
ル(O

.

N
eu
geb

au
er)

の
著
書
《T

h
e
E
x
act

S
cien

ces
in

A
n
tiq

u
ity

》
や
、
現
代
的
な
代
数
幾
何
学
の
専
門
家
と
し
て
著
名
な
フ
ァ
ン
・
デ

ル
・
ワ
ル
デ
ン(B

.
L
.
van

d
er

W
aerd

en
)

の
最
近
の
著
書
（
英
訳
本
）《S

cien
ce

A
w
aken

in
g

》
な
ど
が
す
す
め
ら
れ
る
。
日
本
語

の
本
で
は
戦
前
に
高
崎
昇
著
『
エ
ジ
プ
ト
の
数
学
』
と
い
う
書
物
が
あ
っ
た
が
、
私
は
中
身
を
見
て
い
な
い
。
別
に
、
神
話
そ
の
他
に

表
わ
れ
た
古
代
人
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ォ
ル
ト(H

.
F
ran

k
fort)

夫
妻
そ
の
他
に
よ
る
《B

efore
P
h
ilosop

h
y

》
と
い

う
論
文
集
が
ペ
リ
カ
ン
叢
書
に
あ
っ
て
、
科
学
史
を
直
接
に
扱
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
れ
は
き
わ
め
て
、
お
も
し
ろ
い
。

エ
ジ
プ
ト
の
数
学
的
史
料
は
必
ず
し
も
パ
ピ
ル
ス
ば
か
り
と
は
限
ら
な
い
。
実
際
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
な
ど
の
建
造
技
術
を
め
ぐ
っ
て
は
、

意
外
な
ほ
ど
高
い
数
学
的
知
識
の
あ
っ
た
こ
と
も
想
像
さ
れ
る
位
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
知
識
は
計
算
技
術
や
幾

何
学
的
知
識
と
は
結
び
つ
い
て
も
、
論
証
と
い
う
こ
と
と
は
直
ち
に
つ
な
が
る
わ
け
で
な
く
、
数
学
的
に
見
た
場
合
、
正
し
い
知
識
も

あ
る
が
、
せ
い
ぜ
い
近
似
的
関
係
に
過
ぎ
ぬ
も
の
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
結
局
、
論
証
法
の
有
無
を
考
え
よ
う
と
は
言
っ
て
も
、

上
記
の
よ
う
に
、
語
法
を
吟
味
す
る
と
い
う
、
一
種
の
か
ら
め
手
か
ら
攻
め
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
新
し
い
資
料
の
発
見
を
期
待
す
る

か
、
実
際
に
は
そ
の
程
度
の
道
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
一
口
に
資
料
の
発
見
と
言
っ
て
み
て
も
、
三
千
年
も
四
千
年
も
前
の
も
の
が
そ
う
簡
単
に
出
て
く
る
は
ず
は
な
い
。
砂
漠
と

い
う
乾
燥
地
の
保
存
力
は
意
外
に
強
い
も
の
ら
し
い
け
れ
ど
も
、
た
と
え
ば
ア
ス
ワ
ン
・
ダ
ム
建
設
の
よ
う
な
事
件
が
あ
る
と
、
そ
の

辺
の
地
下
に
眠
っ
て
い
た
資
料
は
一
挙
に
覆
滅
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
や
こ
れ
や
を
考
え
る
と
、
ま
ず
エ
ジ
プ
ト
の
「
数
学
」
に
つ
い
て

は
、
現
在
あ
る
知
識
が
大
幅
に
改
め
ら
れ
る
よ
う
な
可
能
性
は
、
あ
ま
り
期
待
で
き
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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な
お
パ
ピ
ル
ス
に
関
し
て
は
、
ケ
ニ
オ
ン(F

.
G
.
K
en
yon

)

の
『
古
代
の
書
物
』（
高
津
春
繁
訳
、
岩
波
新
書
）
が
非
常
に
有
益
で

あ
る
。

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア

の
数
学
的
学
芸

エ
ジ
プ
ト
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
は
、
あ
る
程
度
ま
で
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
す
な
わ
ち

こ
の
地
方
に
も
、
す
で
に
古
い
時
代
に
き
わ
め
て
高
度
な
数
学
的
知
識
が
得
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
た
だ
今
日
ま

で
知
ら
れ
て
い
る
限
り
で
は
、
ど
う
や
ら
論
証
的
学
問
と
言
え
る
ほ
ど
の
も
の
ま
で
は
で
き
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
と
い
う
の
は
、
チ
グ
リ
ス
、
エ
ウ
フ
ラ
テ
ス
の
二
つ
の
河
に
挾
ま
れ
た
地
域
の
こ
と

で
（
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
と
は
ギ
リ
シ
ア
語
で
、
河
と
河
と
の
間
の
こ
と
）、
特
に
エ
ウ
フ
ラ
テ
ス
の
下
流
の
都
バ
ビ
ロ
ン
の
名
を
と
っ
て
、

代
表
的
に
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
数
学
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。

バ
ビ
ロ
ニ
ア
も
エ
ジ
プ
ト
も
、
と
も
に
定
着
農
業
を
基
盤
と
す
る
巨
大
な
王
国
で
、
前
に
も
述
べ
た
通
り
、
一
方
で
土
地
の
分
割
、
租

税
な
ど
の
問
題
と
、
他
方
で
天
文
お
よ
び
暦
法
の
問
題
と
が
、
数
学
的
知
識
の
発
展
を
う
な
が
す
も
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

が
、
特
に
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
天
文
観
測
は
卓
越
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
（
そ
の
事
情
は
前
記
のN

eu
geb

au
er

やvan
d
er

W
aerd

en

の
書
物
な
ど
で
よ
く
わ
か
る
）。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
海
の
な
い
国
で
の
観
測
で
あ
る
だ
け
に
、
大
地
が
球
形
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な

考
え
は
こ
こ
で
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
考
え
は
、
そ
の
ず
っ
と
後
に
地
中
海
を
越
え
て
大
西
洋
へ
進
出
し
た
ギ
リ
シ
ア
人

の
中
で
初
め
て
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
後
の
話
に
す
る
。

実
を
言
う
と
、
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
数
学
の
発
達
情
況
を
、
と
も
か
く
も
ま
と
め
て
述
べ
た
古
代
の
書
物
と
な
る
と
、
紀
元
五
世
紀

ご
ろ
の
プ
ロ
ク
ロ
ス(P

rok
los)

の
「
歴
史
概
要
」（『
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
の
原
論
第
一
巻
注
釈
』
の
序
章
第
一
部
に
あ
る
）
た
だ
一
つ
と

言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
が
、
エ
ジ
プ
ト
の
数
学
が
ギ
リ
シ
ア
数
学
の
先
祖
で
あ
る
こ
と
は
書
い
て
あ
っ
て
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
数
学
の
こ

と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
一
九
世
紀
ご
ろ
ま
で
は
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
「
数
学
」
の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
重
き
を
お
か
れ
て
い
な

か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
一
九
世
紀
ご
ろ
か
ら
こ
の
地
方
の
楔
形
文
字
が
次
第
に
解
読
さ
れ
、
続
い
て
二
〇
世
紀
の
は
じ
め
こ
ろ
に
楔
形



19

文
字
文
書
で
書
か
れ
た
大
量
の
数
学
的
史
料
が
解
説
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
巨
大
な
古
代
数
学
が
復
元
さ
れ
た
。
上
で
挙
げ
た
ノ
イ
ゲ
バ

ウ
エ
ル
と
い
う
の
は
、
こ
の
方
面
の
学
問
を
ほ
と
ん
ど
一
人
で
開
拓
し
た
学
者
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
も
こ
の
「
数
学
」
の
詳
細
に
立
入
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
と
も
か
く
今
日
の
二
次
方
程
式
の
解
法
そ
の
ま
ま
を

言
葉
で
た
ど
っ
た
よ
う
な
解
答
例
が
あ
っ
た
り
、
数
表
を
利
用
し
て
、
あ
る
種
の
三
次
、
四
次
の
方
程
式
を
解
い
た
例
が
あ
っ
た
り
と

い
う
わ
け
で
、
エ
ジ
プ
ト
の
数
学
よ
り
か
な
り
進
ん
で
い
た
こ
と
は
確
か
ら
し
い
。
た
だ
こ
の
場
合
に
し
て
も
、
論
証
が
あ
っ
た
か
と

言
わ
れ
る
と
、
そ
れ
が
あ
っ
た
と
す
べ
き
証
拠
は
見
当
ら
な
い
の
で
あ
る
。
上
記
の
二
次
方
程
式
の
解
法
に
し
て
も
、
う
っ
か
り
す
る

と
、
彼
ら
は
そ
の
解
の
公
式
を
知
っ
て
い
た
、
と
言
い
た
く
な
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
解
を
得
る
た
め
の
道
す
じ
の
指
示
で
あ
っ
て
、

そ
こ
に
そ
の
解
の
正
し
さ
を
論
ず
る
よ
う
な
姿
勢
は
な
く
、
ま
た
「
一
般
公
式
」
の
認
識
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
手
が
か
り
も
な
い
（
今

日
の
記
号
代
数
は
、
そ
の
基
本
原
理
に
お
い
て
、
デ
カ
ル
ト
や
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
影
響
下
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
）。
た
だ
、
も
ち
ろ

ん
あ
る
種
の
論
理
や
証
明
の
萌
芽
ぐ
ら
い
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
ず
、
ま
た
そ
れ
を
数
学
以
外
の
文
章
的
史
料
―
―
た
と
え
ば
神
話
そ
の

他
―
―
か
ら
探
索
す
る
こ
と
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
前
記
の
《B

efore
P
h
ilosop

h
y

》
の
研
究
に
も
引
っ

か
か
っ
て
お
ら
ず
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
に
こ
そ
論
証
は
あ
る
と
い
う
態
の
決
定
的
な
証
拠
は
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
見
出
さ
れ
て

は
い
な
い
。
ち
な
み
に
楔
形
文
字
は
前
三
一
〇
〇
年
ご
ろ
か
ら
、
ま
た
エ
ジ
プ
ト
の
古
文
字
は
前
三
〇
〇
〇
年
ご
ろ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

使
わ
れ
始
め
、
と
も
に
三
〇
〇
〇
年
位
も
使
わ
れ
て
い
る
。
特
に
前
者
は
前
一
六
世
紀
ご
ろ
に
は
当
時
の
国
際
文
字
と
な
っ
て
い
た
ら

し
い
（
杉
勇
、『
楔
形
文
字
入
門
』、
中
公
新
書
）。

こ
の
よ
う
に
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
に
今
の
と
こ
ろ
決
定
的
な
証
拠
が
な
い
の
に
対
し
て
ギ
リ
シ
ア
に
は
そ
れ
が
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
何

と
し
て
も
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
旗
色
は
悪
く
な
る
わ
け
だ
が
、
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
証
拠
と
い
う
の
は
、
そ
れ
こ
そ
紀
元
前
三
〇
〇
年
ご

ろ
に
作
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
の
『
原
論
』
で
あ
る
。
た
だ
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
行
く
前
に
、
も
う
少
し
古
い
時
代

の
こ
と
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
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ギ
リ
シ
ア
的
理

論
数
学
へ
の
道

現
代
に
お
い
て
、
あ
る
事
柄
の
起
源
を
た
ず
ね
ら
れ
た
ら
、「
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
だ
」
と
言
っ
て
お
け
ば
た
い
て

い
当
る
。
と
こ
ろ
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
は
、
同
じ
よ
う
な
場
合
、「
エ
ジ
プ
ト
だ
」
と
か
、「
バ
ビ
ロ
ニ
ア
だ
」
と

い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
ギ
リ
シ
ア
文
字
に
し
て
も
、
楔
形
文
字
の
一
種
で
あ
る
フ
ェ
ニ

キ
ア
文
字
を
基
に
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ク
レ
タ
島
出
土
の
古
い
文
字
（
線
形
Ｂ
文
字
）
が
解
読
さ
れ
、
こ
れ
が
紀
元
前
一
三

世
紀
前
後
の
古
い
ギ
リ
シ
ア
語
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
は
、
一
九
五
三
年
の
こ
と
で
あ
る
（
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
『
線
文
字
Ｂ
の
解

読
』
大
城
功
訳
、
み
す
ず
書
房
）。

ギ
リ
シ
ア
人
―
―
と
後
に
呼
ば
れ
る
人
間
―
―
は
、
古
く
か
ら
地
中
海
を
舞
台
に
し
て
、
多
く
の
先
進
文
化
を
吸
収
し
、
や
が
て
世

界
文
化
史
の
中
で
不
滅
の
業
績
を
残
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
文
字
と
と
も
に
受
け
容
れ
ら
れ
た
も
の
の
中
に
、
エ
ジ
プ
ト
や
メ
ソ
ポ
タ

ミ
ア
の
数
学
的
知
識
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
単
に
わ
れ
わ
れ
の
書
物
の
目
的
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
人
間
の
文
化
一
般
の
進
路
に

関
し
て
き
わ
め
て
重
大
な
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
次
節
以
下
、
も
っ
ぱ
ら
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
い
こ
う
と
思
う
。

な
お
事
の
つ
い
で
に
言
っ
て
お
く
と
、
エ
ジ
プ
ト
や
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
神
話
を
は
じ
め
い
ろ
い
ろ
な
文
章
か
ら
、
そ
の
時
代
の
「
論

理
」
の
運
び
あ
る
い
は
法
則
め
い
た
も
の
が
探
り
出
せ
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
考
え
に
対
応
し
て
、
こ
の
後
で
述
べ
る
ギ
リ
シ
ア
に

お
け
る
論
証
法
の
形
成
以
前
を
、
当
時
の
文
学
的
作
品
で
あ
る
ホ
メ
ー
ロ
ス(H

om
eros)

の
叙
事
詩
な
ど
か
ら
推
測
で
き
な
い
だ
ろ
う

か
と
い
う
問
題
が
あ
る
と
私
は
考
え
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
と
『
オ
デ
ッ
セ
イ
ア
』
は
、

シ
ュ
リ
ー
マ
ン
た
ち
の
力
で
あ
る
程
度
ま
で
史
実
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
が
、
そ
の
詩
は
も
と
よ
り
一
人
の
「
ホ
メ
ー
ロ
ス
」

の
作
で
は
な
く
、
何
代
に
も
わ
た
っ
て
語
り
つ
が
れ
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
そ
れ
が
示
し
て
い
る
歴
史
は
紀
元
前
二
千
年
近
い
こ
ろ

に
始
ま
り
、
同
じ
く
一
二
、
三
世
紀
に
一
つ
の
頂
点
を
お
く
侵
略
の
歴
史
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
詩
と
し
て
ほ
ぼ
確
定
す
る
時
期

は
前
八
、
九
世
紀
の
こ
と
か
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
え
ば
、
よ
り
新
し
い
時
代
の
『
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
』
な
ど
で
も
、
史
実

と
歌
謡
の
成
立
と
の
間
に
は
数
世
紀
の
年
月
が
は
さ
ま
っ
て
い
る
。
日
本
の
語
り
物
に
つ
い
て
も
似
た
よ
う
な
事
が
言
え
る
ら
し
い
が
、
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し
て
み
る
と
、
こ
の
後
に
話
そ
う
と
思
う
紀
元
前
五
、
六
世
紀
以
後
の
こ
と
の
前
に
、
ど
の
程
度
の
「
論
理
」
や
「
論
証
」
が
用
い
ら

れ
た
か
を
知
る
の
に
、
前
八
、
九
世
紀
に
終
わ
る
数
世
紀
の
生
き
た
歴
史
的
過
程
は
、
何
ら
か
の
も
の
を
潜
め
て
お
り
は
し
な
い
で
あ

ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
私
自
身
が
そ
れ
ら
の
書
物
の
日
本
訳
で
予
備
的
に
眺
め
た
限
り
で
は
、
あ
ま
り
「
論
証
」
ら
し
い
も
の
は
そ
こ

に
見
当
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
「
論
証
」
と
い
う
意
味
の
取
り
方
の
問
題
も
あ
る
か
ら
、
こ
の
問
題
は
ま
だ
ま
だ
捨
て
た
も
の
で
は
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

二
　
理
論
的
「
数
学
」
は
い
か
に
し
て
生
ま
れ
た
か

「
数
学
」
の

原
語
の
意
味

論
証
的
学
問
の
成
立
と
い
う
場
合
、第
一
に
取
り
上
げ
る
べ
き
題
目
は
理
論
的
数
学
の
形
成
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が

こ
こ
に
数
学
の
形
成
を
い
や
が
上
に
も
お
も
し
ろ
く
す
る
事
情
が
あ
る
。
そ
れ
は「
数
学
」す
な
わ
ちM

ath
em

atics

と
い
う
言
葉
の
源
に
当
る
ギ
リ
シ
ア
語
の
「
マ
テ
ー
マ
」
及
び
そ
の
複
数
「
マ
テ
ー
マ
タ
」
が
、
元
来
決
し
て
数
や
図
形
の
研
究
と
い
う

意
味
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
は
「
学
問
」
一
般
を
指
す
言
葉
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
マ
テ
ー
マ
タ
」
は
初
め
、「
学

ば
れ
る
も
の
」、
も
っ
と
平
た
く
言
え
ば
「
学
科
」
と
い
う
ふ
う
な
意
味
の
言
葉
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
内
に
次
第
に
意
味
が
局
限
さ
れ

て
、
今
日
の
数
論
や
幾
何
を
含
む
特
定
の
学
科
に
対
す
る
総
括
的
な
呼
称
と
な
り
、
そ
の
後
も
幾
度
か
の
変
遷
を
経
た
後
、
よ
う
や
く

今
日
言
う
と
こ
ろ
の
「
数
学
」
の
意
味
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
そ
の
変
遷
の
中
で
は
、
論
証
的
学

問
の
形
が
次
第
に
確
定
し
、
む
し
ろ
そ
の
呼
び
名
自
身
が
そ
の
種
の
論
証
的
学
問
を
示
す
も
の
に
な
っ
て
い
く
と
こ
ろ
が
、
わ
れ
わ
れ

の
現
在
の
関
心
に
と
っ
て
は
一
番
大
切
で
あ
る
。

そ
の
間
の
事
情
を
も
う
少
し
詳
し
く
言
う
と
、
ま
ず
紀
元
前
五
世
紀
の
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
に
お
い
て
は
、
音
楽
、
天
文
、
幾
何
、
数

論
の
四
科
が
「
学
科
（
マ
テ
ー
マ
タ
）」
と
呼
ば
れ
、
あ
る
初
等
的
段
階
を
終
え
て
こ
れ
ら
が
学
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
学
生
が
「
マ
テ

マ
テ
ィ
コ
イ
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
こ
の
名
前
の
裏
に
あ
る
内
容
の
点
で
も
、
こ
の
学
派
は
論
証
的
学
問
の
成
立
に
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最
も
重
要
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
一
派
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
事
実
と
上
記
の
呼
び
名
と
の
、
多
分
に
偶
然
的
な
つ
な
が
り
の
中

に
は
、
今
日
の
「
数
学(m

ath
em

atics)

」
の
運
命
が
す
で
に
胚
胎
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
の
後
、
上
記
の
四
つ
の
学
科
を
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
そ
れ
ら
に
共
通
に
見
ら
れ
る
論
証
的
傾
向
を
も
っ
た
学

問
一
般
―
―
今
ま
さ
に
そ
こ
に
生
ま
れ
出
て
き
た
も
の
―
―
を
、「
マ
テ
ー
マ
タ
」
の
名
で
呼
ぶ
傾
向
は
、
前
四
世
紀
の
プ
ラ
ト
ン
の
学

派
の
中
で
次
第
に
普
通
の
こ
と
と
な
り
、
つ
い
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
時
代
に
な
る
と
、「
マ
テ
ー
マ
タ
」
と
い
え
ば
、
も
っ
ぱ
ら
上

の
四
つ
の
学
科
を
示
す
と
い
う
ふ
う
に
意
味
が
固
ま
っ
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。
現
に
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
に
お
け
る
「
マ
テ
ー
マ
タ
」

の
有
様
を
後
世
に
伝
え
た
第
一
の
資
料
は
、
こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
書
な
の
で
あ
る
（『
形
而
上
学
』
第
一
巻
五
章
、
第
三
巻
二

章
な
ど
）。

古
い
ギ
リ
シ
ア
語
の
「
マ
テ
ー
マ
タ
」
が
近
代
的
な
「
マ
テ
マ
テ
ィ
ク
ス
」
に
変
わ
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
も
も
ち
ろ
ん
幾
変
遷
を

経
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
歴
史
は
、
日
本
で
は
も
ち
ろ
ん
諸
外
国
に
お
い
て
も
、
ま
だ
十
分
に
は
調
べ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。

私
の
狭
い
見
聞
の
範
囲
で
言
う
と
、
私
は
下
村
寅
太
郎
先
生
の
『
科
学
史
の
哲
学
』
に
よ
っ
て
こ
の
こ
と
を
知
り
、
つ
い
で
同
じ
下
村
先

生
の
『
無
限
論
の
形
成
と
構
造
』
の
注
に
よ
っ
て
、
ベ
ッ
カ
ー(O

.
B
ecker)

の
論
文
「
数
理
哲
学
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
〝
ア
ン
ト
ロ
ポ

ロ
ギ
ス
ム
ス
（
人
類
学)

の
説
〞
」(Ü

b
er

d
en

sogen
an

n
ten

,,A
u
th
orop

ologism
u
s“

in
d
er

P
h
ilosop

h
ie

d
er

M
ath

em
atik

)

な
ど

の
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
た
だ
し
最
近
で
は
、
ボ
ホ
ナ
ー(S

.
B
o
ch
n
er)

の
『
科
学
史
に
お
け
る
数
学
』(T

h
e
R
ole

of
M
ath

em
atics

in
th
e
R
ise

of
S
cien

ce,
1967

拙
訳
、
み
す
ず
書
房
）
の
第1
章
に
そ
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
他
に
は
、
あ
ま
り
参
考
に
す
べ
き
資
料

を
持
た
な
い
。
私
自
身
が
『
数
学
の
思
想
』
と
い
う
小
冊
子
の
中
で
こ
れ
に
つ
い
て
書
い
た
と
き
に
は
、
ボ
ホ
ナ
ー
の
書
物
は
ま
だ
出

て
お
ら
ず
、
ま
た
そ
こ
に
収
め
ら
れ
た
も
と
の
論
文
の
こ
と
は
知
ら
な
か
っ
た
た
め
、
私
の
そ
の
場
所
で
の
記
述
は
、
下
村
先
生
の
書

物
の
知
識
の
上
に
、
自
分
で
ち
ょ
っ
と
調
査
し
た
結
果
を
加
え
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
私
は
、
有
名
な
Ｍ
・
カ
ン
ト
ル
（M

.
B
.

C
an

tor,
1829–1920

、
集
合
論
の
カ
ン
ト
ル
と
は
別
人
）
の
『
数
学
史
講
義
』(V

orlesu
n
gen

ü
b
er

G
esch

ich
ite

d
er

M
ath

em
atik

,
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IV
)

に
よ
っ
て
、
過
去
の
目
ぼ
し
い
数
学
書
な
い
し
論
文
に
つ
い
て
、
そ
の
標
題
と
内
容
の
大
要
と
を
比
べ
る
一
方
で
、
言
葉
の
変

遷
を
見
る
の
に
信
用
す
べ
き
辞
典
で
あ
る
『
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
』(O
.E
.D

.)

全
一
三
巻
を
用
い
て
、《M

ath
em

atics

》
と
い

う
言
葉
の
実
質
的
な
意
味
の
変
遷
を
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
調
査
は
決
し
て
十
全
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
私
に
は

大
い
に
有
益
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、《O

.E
.D

》
ほ
ど
の
辞
典
に
し
て
も
、
数
学
史
関
係
の
項
目
に
関
す
る
限
り
、
そ
の
編
纂
さ
れ

た
時
点
の
現
在
に
お
け
る
「
数
学
」
の
概
念
に
し
ば
ら
れ
て
い
る
ら
し
く
、
そ
の
点
に
十
分
の
批
判
的
分
析
が
行
き
届
い
て
い
る
と
は

言
い
難
い
と
思
わ
れ
た
し
、
カ
ン
ト
ル
の
「
歴
史
」
の
編
纂
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
一
九
世
紀
現
在
の
「
数
学
」
の
概
念
が
根
底
に

働
い
て
い
て
、
た
と
え
ば“M

ath
em

atics”

と
い
う
名
の
占
星
書
を
、「
例
外
的
な
こ
と
」
と
し
て
取
扱
い
、
こ
と
に
よ
る
と
切
捨
て
た

り
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
の
疑
い
も
持
て
る
状
況
で
あ
る
。
占
星
術
そ
の
も
の
に
意
味
は
な
い
け
れ
ど
も
、
歴
史
に
お
け
る
、

“M
ath

em
atics”

の
あ
り
の
ま
ま
の
変
遷
を
見
る
に
つ
い
て
は
、
そ
の
言
葉
に
そ
の
よ
う
な
意
味
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
よ
う
な

要
素
の
混
入
や
そ
の
清
算
の
様
子
に
つ
い
て
の
吟
味
が
当
然
あ
っ
て
よ
い
と
こ
ろ
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
ら
よ
り
は

格
段
に
本
格
的
な
、
パ
ウ
リ
・
ヴ
ィ
ソ
ー
ヴ
ァ
の
『
古
典
古
代
大
辞
典
』(R

eal
E
n
cy
clop

ed
ie

d
er

k
lasisch

en
A
ltertu

m
)

な
ど
を
調

べ
て
み
た
ら
ど
う
な
る
か
、
な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
問
題
だ
と
思
う
が
、
こ
れ
に
は
ま
だ
手
を
つ
け
ら
れ
な
い
で
い
る
。
正
直
な
と
こ

ろ
を
言
う
と
、
私
が
本
当
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
問
題
―
―
無
限
論
と
連
続
論
の
問
題
―
―
は
、
そ
れ
と
は
少
し
ず
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

イ
オ
ニ
ア
の

自
然
哲
学

一
般
に
神
話
は
、
古
代
に
お
け
る
一
つ
の
世
界
解
釈
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
反
逆
が
、
一
種
の

科
学
的
世
界
解
釈
と
い
う
形
を
取
り
始
め
る
の
は
、
小
ア
ジ
ア
の
ミ
レ
ト
ス
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
移
民
で
あ
る
イ
オ

ニ
ア
人
の
間
で
の
こ
と
だ
っ
た
ら
し
い
。
た
と
え
ば
ヘ
シ
オ
ド
ス
が
神
々
に
つ
い
て
の
『
神
統
記
』
を
ま
と
め
た
の
は
前
八
世
紀
ご
ろ

の
こ
と
だ
が
、
前
六
世
紀
以
後
に
な
る
と
、「
万
物
は
水
で
あ
る
」
と
い
う
タ
レ
ス
（T

h
ales,

B
.C
.546

ご
ろ
歿
）
の
説
を
は
じ
め
、「
一

切
は
ト
・
ア
ペ
イ
ロ
ン
（
限
定
さ
れ
ぬ
も
の
）
か
ら
な
る
」
と
い
う
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
（A

n
ax

im
an

d
ros,

B
.C
.610–545

ご
ろ
）
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の
説
、
あ
る
い
は
そ
の
「
ト
・
ア
ペ
イ
ロ
ン
」
を
「
ア
エ
ー
ル
（
気
、
空
気
）」
と
す
る
ア
ナ
ク
シ
メ
ネ
ス
（A

n
ax

im
en
es,

B
.C
.
588–24

ご
ろ
）
の
説
、
さ
ら
に
は
、
や
や
孤
立
し
た
人
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
（H

erak
leitos,

B
.C
.
535–475

ご
ろ
）
の

「
火
」
の
説
な
ど
の
新
し
い
型
の
世
界
解
釈
が
現
わ
れ
て
く
る
。
こ
こ
で
そ
の
詳
細
に
立
入
る
必
要
は
な
い
が
、
た
だ
そ
れ
ら
の
考
え

が
い
ず
れ
も
、
少
し
前
ま
で
の
神
話
的
世
界
観
を
、
い
わ
ば
自
然
的
モ
デ
ル
に
よ
る
世
界
解
釈
に
置
き
か
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る

点
は
注
目
に
値
す
る
。

も
っ
と
も
、
上
の
最
後
に
あ
げ
た
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
説
や
、（
こ
ち
ら
は
も
は
や
イ
オ
ニ
ア
で
は
な
い
が
）、
そ
れ
と
相
前
後
し
て

起
こ
っ
た
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
（P

arm
en
id
es,

B
.C
.
540

ご
ろ
）
の
論
理
的
な
存
在
論
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
数
の
哲
学
な
ど
が
、
こ
の
イ

オ
ニ
ア
の
自
然
哲
学
の
単
純
な
延
長
上
に
現
わ
れ
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
む
し
ろ
、
い
わ
ば
物
的
な
そ
れ
ら
の
世
界
観
に
対
す
る
一
種

の
反
動
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
、
こ
の
辺
は
大
い
に
議
論
の
分
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
と
も
か
く
、
時
代
が
変
わ
り
つ

つ
あ
る
と
い
う
感
は
す
で
に
掩
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

さ
て
こ
の
イ
オ
ニ
ア
学
派
の
祖
と
称
せ
ら
れ
る
タ
レ
ス
に
、
す
で
に
、
二
等
辺
三
角
形
の
底
角
が
等
し
い
、
と
い
う
定
理
そ
の
他
、
二
、

三
の
幾
何
学
的
発
見
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
と
い
う
の
は
、
自
然
を
「
水
」
に
よ
っ
て
一
元
的
か
つ
合
理
的
に

解
釈
し
よ
う
と
す
る
考
え
と
、「
二
等
辺
三
角
形
の
底
角
は
つ
ね
に
相
等
し
い
」
と
い
う
よ
う
な
一
般
的
表
現
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
事
実
と
は
、
た
と
え
お
互
い
に
直
接
に
は
つ
な
が
ら
な
い
ま
で
も
、
と
も
か
く
あ
る
種
の
親
近
性
を
感
じ
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
抽
象
的
名
辞
―
―
き
び
し
く
言
え
ば
名
前
そ
の
も
の
が
す
で
に
一
つ
の
抽
象
だ
！
―
―
は
、
あ
る
意
味
で
は
一

般
的
表
現
だ
と
言
え
な
い
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
こ
の
定
理
の
よ
う
な
「
一
般
的
」
主
張
が
神
話
的
表
現
の
中
に
も
あ
る
か
ど
う
か
も
、

よ
く
調
べ
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
は
あ
る
。
し
か
し
と
も
か
く
こ
の
辺
で
、
人
間
の
概
念
形
成
の
形
に
つ
い
て
も
何
ら
か
の

飛
躍
が
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

わ
れ
わ
れ
に
は
そ
の
よ
う
な
飛
躍
―
―
そ
れ
が
あ
っ
た
と
し
て
―
―
の
原
因
が
何
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
も
ち
ろ
ん
何
一
つ
わ
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か
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
た
と
え
ば
、
ギ
リ
シ
ア
人
が
エ
ジ
プ
ト
や
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
先
進
文
化
を
継
承
し
た
そ
の
上
に
、
そ
の
先

輩
の
持
た
な
か
っ
た
海
洋
民
族
と
し
て
の
経
験
を
加
え
た
こ
と
な
ど
も
、
そ
こ
に
相
当
な
力
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
、

彼
ら
は
か
な
り
昔
か
ら
、
す
で
に
大
西
洋
を
南
北
に
航
海
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
赤
道
か
ら
南
で
は
太
陽
が
時
と
し
て
北
か
ら
照
る

な
ど
の
事
実
も
経
験
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
早
い
話
が
、
論
証
の
必
要
が
生
じ
た
理
由
に
関
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
〝
異
常
〞
な
経

験
の
報
告
と
い
う
よ
う
な
こ
と
と
、
か
な
り
の
関
係
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
説
く
人
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
と
と
も
に
ギ

リ
シ
ア
演
劇
―
―
そ
こ
に
お
け
る
語
法
―
―
の
影
響
を
説
く
人
も
あ
る
し
、
ま
た
そ
れ
ら
以
上
に
、
例
の
有
名
な
ギ
リ
シ
ア
的
民
主
主

義
の
影
響
を
強
調
す
る
人
も
あ
っ
て
、
こ
の
辺
の
評
価
は
ま
こ
と
に
む
ず
か
し
い
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
初
め
の
方
針
通
り
、
こ

の
後
こ
う
し
た
方
面
に
ま
で
は
視
野
を
拡
大
し
な
い
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
派
な
ど
に
大
地
や
天
体
の
球
状
を
説
く
意
見

の
見
ら
れ
る
背
後
に
も
、
上
記
の
よ
う
な
〝
経
験
〞
は
ず
い
ぶ
ん
物
を
言
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
こ
の
イ
オ
ニ
ア
の
自
然
哲
学
の
伝
統
は
、
や
が
て
次
の
時
代
に
ギ
リ
シ
ア
本
土
や
イ
タ
リ
ア
半
島
の
方
へ
移
動
す
る
傾
向
を
持

つ
の
で
あ
る
が
、
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
イ
オ
ニ
ア
の
地
は
、
エ
ジ
プ
ト
か
ら
の
文
化
と
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
か
ら
の
文
化
と
の
交
わ
る
位

置
を
占
め
て
お
り
、
し
か
も
西
南
は
地
中
海
に
向
か
っ
て
開
い
て
い
て
、
ま
さ
に
文
化
の
十
字
路
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
の

文
化
が
ど
う
し
て
西
漸
し
、
中
心
が
ア
テ
ナ
イ
な
ど
に
移
っ
て
い
く
の
か
、
こ
う
い
う
点
も
、
何
か
積
極
的
な
主
張
が
立
て
ら
れ
れ
ば

お
も
し
ろ
い
で
あ
ろ
う
。

ピ
タ
ゴ
ラ
ス
派

の
数
の
哲
学

サ
モ
ス
の
ピ
タ
ゴ
ラ
ス(P

y
th
agoras)

は
紀
元
前
六
世
紀
の
人
。
半
ば
伝
説
中
の
人
物
で
あ
る
が
、
と
も
か
く

エ
ジ
プ
ト
そ
の
他
の
先
進
諸
国
を
遊
歴
し
た
後
、
南
イ
タ
リ
ア
の
ク
ロ
ト
ン
に
移
っ
て
、
一
つ
の
宗
教
結
社
を
創

設
し
た
と
い
わ
れ
る
。
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
の
竪
琴
の
名
で
今
に
そ
の
名
を
伝
え
て
い
る
オ
ル
フ
ィ
ッ
ク
教
の
一
派
で
、
そ
の
内
容
は
秘
密

の
ヴ
ェ
ー
ル
に
包
ま
れ
て
い
る
が
、
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
理
論
数
学
の
成
立
を
考
え
る
に
当
っ
て
、
こ
の
人
と
そ
の
学
派
の
こ
と
は
忘

れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。



26

ピ
タ
ゴ
ラ
ス
と
数
学
と
言
う
と
、
人
は
す
ぐ
直
角
三
角
形
に
関
す
る
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
定
理
を
思
い
出
す
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
実

を
言
う
と
、
こ
の
定
理
を
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
が
発
見
あ
る
い
は
証
明
し
た
と
い
う
証
拠
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
こ
の
定
理
の
前
ぶ
れ
ら

し
い
も
の
は
、
す
で
に
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
粘
土
板
の
上
に
残
っ
て
い
る
し
、
ま
た
当
否
の
ほ
ど
は
別
と
し
て
、
一
九
世
紀
の
歴
史
家
の

中
に
は
、
エ
ジ
プ
ト
の
建
築
技
術
の
中
に
そ
の
種
の
知
識
が
あ
っ
た
と
推
測
し
た
人
も
い
て
、
い
ず
れ
の
場
合
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
は

ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
時
代
よ
り
数
百
年
あ
る
い
は
千
年
以
上
も
前
の
こ
と
に
な
る
。
ま
た
そ
の
定
理
の
一
般
的
証
明
と
な
る
と
、
ピ
タ
ゴ
ラ

ス
の
時
代
か
ら
二
百
年
以
上
も
た
っ
た
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
の
『
原
論
』
に
は
、
確
か
に
そ
れ
が
あ
る
が
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
時
代
に
は
、
厳

密
な
意
味
で
の
説
明
は
ま
だ
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
見
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
の
場
合
、
そ
の
学
派
の
業

績
が
し
ば
し
ば
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
自
身
の
業
績
と
さ
れ
て
い
る
気
味
が
あ
っ
て
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
定
理
と
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
と
は
、
ど
こ
ま
で
本

当
に
つ
な
が
る
の
か
、
い
さ
さ
か
心
も
と
な
い
気
さ
え
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
で
は
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
と
数
学
と
は
さ
ほ
ど
縁
が
深
く
な
い
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
ま
る
で
反
対
で
、「
万
物
は
数
で

あ
る
」
と
い
う
こ
の
学
派
の
標
語
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
御
存
知
の
方
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
多
少
余
談
に
わ
た
る
よ
う
だ
が
、
こ

の
標
語
が
こ
の
ま
ま
の
形
で
、
元
来
ど
こ
に
出
て
い
る
の
か
、
少
な
く
と
も
私
自
身
は
ま
だ
知
り
え
な
い
で
い
る
。
実
際
、
一
番
頼
り

に
な
る
は
ず
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
形
而
上
学
』(“M

etap
h
y
sica”)

に
も
、
こ
れ
に
似
た
言
葉
は
と
も
か
く
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
形
の

も
の
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
と
こ
ろ
が
ギ
リ
シ
ア
語
で
「
数
（
ア
リ
ト
モ
ス
）」
と
い
う
言
葉
は
も
と
も
と
「
多
数
」
と
い
う
意
味

な
の
で
、
も
し
そ
の
文
句
が
、
虚
心
に
読
ん
で
「
万
物
は
た
く
さ
ん
で
あ
る
」
な
ど
と
読
め
る
よ
う
だ
っ
た
り
す
れ
ば
、
後
の
い
わ
ゆ

る
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
的
数
理
思
想
な
る
も
の
が
本
当
に
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
派
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
が
、
い
さ
さ
か
怪
し
く
さ
え
な
り
か
ね
な
い
と

思
わ
れ
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

少
し
話
が
脱
線
し
た
が
、
と
も
か
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
形
而
上
学
』
に
は
、
そ
の
よ
う
な
記
述
に
関
連
し
て
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
派

に
は
「
す
べ
て
の
物
事
は
一
つ
一
つ
が
数
の
も
つ
或
る
属
性
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
「
数
の
構
成
要
素
を
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す
べ
て
の
存
在
の
構
成
要
素
で
あ
る
と
す
る
」
と
の
判
断
が
生
じ
た
と
書
か
れ
て
い
る
（
第
一
巻
第
五
章
、
ま
た
第
一
三
巻
第
八
章
も

参
照
）。
こ
れ
ら
の
考
え
は
、（
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
か
ら
二
世
紀
近
く
も
後
の
証
言
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
を
信
用
す
る
な
ら
ば
）
単
に
存
在
者

の
属
性
を
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
存
在
者
の
本
質
を
「
数
」
と
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
仮
に
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
が
そ
こ
ま
で
は
考
え

て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
―
―
嘘
か
ら
出
た
ま
こ
と
！
―
―
、
一
七
世
紀
の
科
学
革
命
を
経
て
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
西
欧
的
科
学
精

神
を
底
流
す
る
あ
る
基
本
的
契
機
を
、
こ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
さ
し
あ
た
っ
て
の
主

題
で
あ
る
論
証
的
学
問
の
芽
生
え
も
ま
た
、
ど
う
や
ら
こ
の
辺
に
起
こ
っ
た
こ
と
の
よ
う
な
の
で
あ
る
。

ピ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
の
必
修
学
科
が
、
音
楽
、
天
文
、
幾
何
、
数
論
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
に
述
べ
た
。
こ
の
内
、
最
も
重
要
だ
っ
た
の

は
音
楽
だ
と
い
う
説
が
あ
る
が
、
上
記
の
通
り
、
こ
の
学
派
が
オ
ル
フ
ィ
ッ
ク
教
の
一
派
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
た
だ

け
ば
、
こ
れ
は
か
な
り
う
な
ず
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
こ
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
上
の
引
用
の
前
後
に
、
彼
ら
が
「
音
階

の
属
性
や
割
合
（
比
）
も
数
で
表
わ
さ
れ
る
」
こ
と
を
認
め
た
と
こ
ろ
か
ら
、
や
が
て
数
を
存
在
の
構
成
要
素
と
し
、「
天
界
全
体
を

も
音
階
（
調
和
）
で
あ
り
数
で
あ
る
と
考
え
た
」
と
書
い
て
、
上
の
四
科
の
相
互
の
つ
な
が
り
を
暗
黙
の
内
に
支
え
て
い
る
。
そ
し
て

こ
の
種
の
考
え
は
、
大
な
り
小
な
り
、
近
代
あ
る
い
は
現
代
の
歴
史
学
の
考
え
方
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

も
っ
と
も
音
階
と
数
と
の
関
係
に
も
、
少
し
考
え
て
み
る
と
、
初
め
に
考
え
る
ほ
ど
簡
単
で
は
な
い
面
が
出
て
く
る
。
と
い
う
の
は
、

そ
の
よ
う
な
音
階
と
数
と
の
関
係
を
生
み
出
し
た
道
具
は
何
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
わ
け
で
、
こ
れ
を
仮
に
（
長
さ
と
の
関
係
が
笛
な

ど
よ
り
も
直
接
的
な
）弦
の
長
さ
の
比
だ
と
言
い
切
る
た
め
に
は
、一
定
の
太
さ
の
弦
を
と
り
、そ
こ
に
か
か
る
張
力
が
一
定
で
あ
る
よ

う
に
し
な
い
と
い
け
な
い
。
張
力
一
定
と
い
う
点
で
は
一
弦
琴
が
具
合
が
よ
い
が
、
こ
の
場
合
、
和
音
の
実
験
に
は
困
難
が
あ
り
そ
う

だ
し
、
多
弦
琴
だ
と
弦
の
太
さ
や
張
力
に
つ
い
て
一
応
の
系
統
だ
っ
た
実
験
的
知
識
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
学
者
に
よ
っ
て
は
、
古

い
資
料
を
参
照
し
つ
つ
、
こ
の
辺
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
は
一
種
の
音
響
学
に
関
す
る
理
論
的
研
究
が
あ
り
、
か
つ

通
説
に
は
反
す
る
が
そ
れ
と
と
も
に
か
な
り
の
実
験
物
理
学
的
研
究
の
萌
芽
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
人
も
い
る
。
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こ
の
内
、
理
論
音
響
学
と
縁
つ
づ
き
ら
し
い
数
学
的
理
論
は
、
あ
る
二
つ
の
長
さ
の
中
間
に
、
比
例
中
項
を
挿
入
す
る
と
い
う
よ
う

な
問
題
に
変
形
さ
れ
て
、
た
と
え
ば
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
の
『
原
論
』
の
第
八
巻
の
中
な
ど
に
、
そ
の
片
鱗
が
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

そ
れ
に
先
行
し
た
か
と
見
ら
れ
る
実
験
的
研
究
の
方
は
、
ど
う
も
そ
れ
ほ
ど
ま
で
は
成
長
し
な
か
っ
た
ら
し
い
。
そ
し
て
そ
の
原
因
の

一
つ
と
し
て
、
比
較
的
最
近
の
こ
と
で
あ
る
が
、
反
経
験
的
な
要
素
の
強
い
論
証
学
の
成
立
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ

わ
れ
は
次
に
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

な
お
つ
い
で
な
が
ら
、
ギ
リ
シ
ア
人
の
学
問
の
経
験
的
な
い
し
実
験
的
側
面
に
つ
い
て
は
、
私
は
第
一
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
動

物
誌
』(H

istoria
an

im
aliu

m
)

を
挙
げ
た
い
と
思
う
（
岩
波
版
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
』
第
七
、
八
、
九
巻
）。
実
際
、
こ
れ
ら
の

記
述
は
単
な
る
観
察
だ
け
で
得
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
ち
ょ
う
ど
フ
ァ
ー
ブ
ル
の
『
昆
虫
記
』
に
実
験
的
要
素
が
見
ら
れ
る
の
と
同
じ

よ
う
に
、
そ
こ
に
も
実
験
的
要
素
は
認
め
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

エ
レ
ア
学
派
の
存
在

論
と
間
接
証
明
法

論
証
的
学
問
の
形
成
史
を
考
え
る
に
当
っ
て
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
の
は
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
学
派
と
あ

ま
り
違
わ
ぬ
時
代
に
現
わ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
エ
レ
ア
学
派
で
あ
る
。
こ
れ
は
南
イ
タ
リ
ア
の
エ
レ
ア
を
中
心

と
し
て
興
っ
た
学
派
で
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
と
ゼ
ノ
ン
（Z

en
on

,
B
.C
.460

ご
ろ
活
躍
）
の
師
弟
が
そ
の
代
表
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ

の
派
の
創
始
者
は
コ
ロ
フ
ォ
ン
生
ま
れ
の
ク
セ
ノ
フ
ァ
ネ
ス
（X

en
op

h
an

es,
B
.C
.570–473

ご
ろ
）
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
少
な
く

と
も
現
在
の
問
題
に
つ
い
て
の
関
係
は
薄
い
。

エ
レ
ア
学
派
と
関
連
あ
る
い
は
対
立
す
る
思
想
家
と
し
て
は
、
前
に
述
べ
た
ア
ナ
ク
シ
メ
ネ
ス
や
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
な
ど
が
重
要
で
あ

る
。
と
い
う
の
は
、
エ
レ
ア
学
派
の
存
在
論
は
、
多
種
多
様
な
経
験
的
現
象
の
底
に
あ
る
（
と
彼
ら
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
の
）
唯
一
に

し
て
不
動
不
変
な
存
在
そ
の
も
の
に
関
心
を
持
つ
と
い
う
意
味
で
、
ア
エ
ー
ル
（
気
）
の
地
水
風
火
な
ど
へ
の
変
態
生
成
を
説
く
ア
ナ

ク
シ
メ
ネ
ス
の
哲
学
や
、
一
者
に
対
す
る
　アリ
ト
モ
ス

多
者　
（
ま
た
は
数
）
の
役
割
を
説
く
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
哲
学
な
ど
と
、
尖
鋭
に
対
立
す
る
か

ら
で
あ
る
。
な
お
、
同
じ
時
代
の
人
で
「
　パ
ン
タ
・
レ
イ

万
物
流
転　
」
を
説
い
た
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
哲
学
と
の
対
立
も
当
然
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
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で
あ
る
が
、
そ
の
対
立
を
積
極
的
に
示
唆
す
る
文
献
的
証
拠
は
な
い
。
そ
の
上
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
哲
学
を
単
純
に
、
存
在
論
に
対

す
る
生
成
論
と
言
っ
て
片
づ
け
る
の
に
も
問
題
が
あ
っ
て
、
こ
の
学
派
に
対
す
る
エ
レ
ア
派
の
批
判
と
い
う
解
釈
は
、
一
見
か
な
り
示

唆
的
で
あ
る
が
、
実
際
は
い
さ
さ
か
史
実
の
裏
付
け
を
欠
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
現
在
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
以
上
ギ
リ
シ
ア
哲
学
史
に
深
入
り
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
問
題
は
、
エ

レ
ア
派
が
ど
の
学
派
を
相
手
に
し
た
に
せ
よ
、
そ
の
論
敵
に
対
し
て
用
い
た
論
法
の
中
に
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
少
な
く
と
も
現
存
す

る
史
料
か
ら
推
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
関
す
る
限
り
、
い
わ
ゆ
る
帰
謬
法
を
用
い
た
間
接
証
明
法
が
用
い
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
エ
レ
ア
派

を
も
っ
て
始
め
と
す
る
ら
し
い
か
ら
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
、
同
派
の
哲
学
の
発
展
形
態
と
し
て
の
、
理
念
的
・
論
理
的
な
存
在
論

に
よ
く
適
合
す
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
論
証
的
学
問
の
形
成
に
お
け
る
エ
レ
ア
派
の
意
義
は
、
こ
こ
数
年
来
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
優
れ
た
数
学
‐
哲
学
史
の
学
者
で
あ
る

サ
ボ
ー(Á

.
S
zab

ó)

教
授
の
研
究
に
よ
っ
て
、
大
い
に
見
直
さ
れ
て
き
た
。
次
に
そ
の
結
果
を
頭
に
お
い
て
、
簡
単
に
そ
の
間
の
事
情

を
一
瞥
し
た
い
と
思
う
。

エ
レ
ア
派
の
論
法
、
い
わ
ゆ
る
対
話
・
弁
証
の
法
（
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
）
に
お
い
て
は
、
議
論
す
べ
き
事
柄
に
つ
い
て
、
ま
ず
あ

り
う
べ
き
場
合
の
整
理
分
類
が
行
な
わ
れ
、
つ
い
で
そ
れ
ら
の
場
合
の
あ
る
も
の
、
あ
る
い
は
時
と
し
て
そ
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
そ

れ
が
〝
起
こ
り
え
な
い
〞
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
仮
に
場
合
Ａ
を
前
提
す
る
と
、
そ
こ
か
ら
〝
矛
盾
〞
が
導
き

出
さ
れ
る
と
し
て
、
前
提
Ａ
の
場
合
が
拒
け
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
、
〝
起
こ
り
え
な
い
〞
〝
矛
盾
〞
な
ど
と
い
う
言
葉
は
、
反
経

験
的
な
エ
レ
ア
派
の
哲
学
を
反
映
し
て
、
し
ば
し
ば
非
経
験
的
か
つ
論
理
的
な
形
を
と
る
。

実
際
、
Ａ
と
い
う
仮
定
が
成
立
し
か
ね
る
こ
と
を
示
す
の
に
、
Ａ
か
ら
の
帰
結
を
経
験
的
事
実
に
対
比
す
る
と
い
う
行
き
方
も
あ
る

わ
け
だ
が
、
考
え
て
み
る
と
経
験
的
事
実
に
よ
る
判
定
に
は
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
逃
げ
道
の
余
地
が
あ
っ
て
、
そ
の
説
得
力
は
必
ず
し

も
強
く
な
い
。
そ
れ
に
反
し
て
決
定
的
な
の
は
、
同
じ
Ａ
と
い
う
仮
定
か
ら
、
結
論
Ｂ
と
Ｂ
の
否
定
と
が
、
同
等
の
資
格
で
導
き
出
せ
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る
場
合
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
論
法
と
と
も
に
、
論
理
法
則
と
い
う
も
の
自
身
へ
の
認
識
も
次
第
に
深
ま
っ
た
も
の
で
あ

ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
自
家
撞
着
を
楯
に
取
っ
て
押
し
て
く
る
論
法
の
強
さ
は
、
時
代
の
新
古
を
問
わ
ず
十
分
認

め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

エ
レ
ア
派
の
反
経
験
的
な
哲
学
自
身
に
し
て
も
、
元
来
は
こ
の
よ
う
な
論
法
の
強
さ
に
目
覚
め
て
の
こ
と
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
、
こ
れ
に
は
や
は
り
、
そ
れ
な
り
の
代
償
も
あ
っ
た
わ
け
で
、
論
証
的
学
問
の
形
成
を
帰
謬
法
的
論
法
と
結
び
つ
け
て
エ
レ
ア
派

の
も
の
と
説
く
サ
ボ
ー
教
授
は
、
そ
れ
と
と
も
に
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
論
法
の
強
調
さ
れ
た
こ
と
の
影
響
と
し
て
、
た
と
え
ば
ピ
タ
ゴ

ラ
ス
派
の
中
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
こ
ろ
の
、
ギ
リ
シ
ア
の
実
験
的
学
問
―
―
少
し
前
に
触
れ
た
よ
う
な
も
の
―
―
の
退
潮
が
起

こ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
て
い
る
。
あ
り
え
ぬ
こ
と
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

ゼ
ノ
ン
の
逆
理
と

理
論
数
学
の
形
成

理
論
的
な
「
数
学
」
の
形
成
に
関
す
る
エ
レ
ア
学
派
の
寄
与
に
つ
い
て
は
、
第
一
に
、
い
わ
ゆ
る
ゼ
ノ
ン
の

逆
理
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

ゼ
ノ
ン
の
逆
理
と
い
う
の
は
、
足
の
速
い
ア
キ
レ
ス
で
も
亀
に
追
い
つ
け
な
い
と
か
、
飛
ぶ
矢
は
不
動
で
あ
る
、
な
ど
と
い
う
四
つ

の
議
論
の
こ
と
で
、
元
来
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
、
運
動
否
定
を
論
じ
た
間
違
っ
た
議
論
と
し
て
、
後
世
に
伝
え
た
も
の
で
あ
る
（『
自

然
学
』
第
六
巻
）。

し
か
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
ゼ
ノ
ン
と
の
間
に
は
百
年
に
余
る
年
月
が
流
れ
て
い
る
上
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
個
性
あ
る
優
れ
た
学

者
で
あ
る
だ
け
に
、
一
般
に
、
か
え
っ
て
史
実
ま
で
を
自
己
流
に
解
し
て
い
る
例
も
な
い
わ
け
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
彼
が
ゼ
ノ
ン
の

議
論
を
、
た
と
え
ば
帰
謬
法
的
な
間
接
論
法
と
し
な
い
で
、
詭
弁
あ
る
い
は
ま
ち
が
い
と
決
め
つ
け
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
そ
の
意
見

が
つ
ね
に
正
し
い
と
は
、
必
ず
し
も
断
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
と
は
別
に
、
ず
っ
と
現
代
に
近
い
一
九
世
紀
の
あ
る
数
学
史
家
の
こ
と
だ
が
、
ゼ
ノ
ン
の
説
を
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
よ
う
に

運
動
否
定
論
と
は
見
ず
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
「
多
者
‐
数
」
の
哲
学
へ
の
反
論
と
考
え
直
し
、
当
時
あ
っ
た
（
と
一
九
世
紀
の
そ
の
歴
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史
家
が
想
定
し
た
と
こ
ろ
の
）
古
代
の
無
限
小
的
「
数
学
」
へ
の
批
判
者
と
し
て
、
ゼ
ノ
ン
を
高
く
評
価
し
た
人
も
い
た
。
し
か
し
こ

の
意
見
に
も
、
古
代
の
「
数
学
」
の
水
準
や
年
代
史
的
考
察
の
点
か
ら
見
て
、
種
々
の
無
理
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

一
方
、
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
の
帰
謬
法
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
一
八
世
紀
の
哲
学
者
カ
ン
ト
な
ど
が
然
る
べ
き
評
価
を
行
な
っ
て
い
る
が
、

今
ま
で
に
そ
れ
と
な
く
何
回
か
触
れ
た
サ
ボ
ー
教
授
の
第
一
の
仕
事
は
、
エ
レ
ア
学
派
の
弁
証
法
の
研
究
を
介
し
て
、
そ
の
方
面
で
の

ゼ
ノ
ン
の
逆
理
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
逆
理
が
、
幻
影
的
な
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
時
代
の
無
限
小
数
学
な
ど

を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
も
っ
と
も
典
型
的
な
論
証
的
学
問
で
あ
る
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
の
定
義
や
公
理
を
生
ん
だ
も
の
だ
と
い
う
こ

と
を
、
当
時
の
文
献
に
基
づ
く
実
証
的
方
法
に
よ
っ
て
、
彼
は
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
意
味
で
い
う
と
、
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
の
論

証
的
数
学
こ
そ
、
恐
ら
く
は
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
「
マ
テ
マ
テ
ィ
コ
イ
（
上
級
生
徒
？
数
学
者
？
22
ペ
ー
ジ
参
照
）」
と
、
こ
の
エ
レ
ア

学
派
の
論
理
学
と
の
、
対
立
あ
る
い
は
対
立
的
協
調
作
業
の
成
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
事
情
を
次
に
説
明
し
よ
う
。

今
、「
数
‐
多
者
」
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
す
る
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
学
者
に
対
し
て
、「
唯
一
者
」
的
存
在
の
み
を
学
問
の
対
象
と
見

て
そ
れ
に
反
論
す
る
エ
レ
ア
派
の
学
者
が
い
た
と
す
る
。
二
人
は
い
ろ
い
ろ
議
論
を
繰
返
す
で
あ
ろ
う
が
、
今
考
え
て
い
る
筋
書
き
の

下
で
は
、
二
人
は
や
が
て
、
暫
定
的
な
協
定
に
も
せ
よ
、
議
論
の
共
通
の
地
盤
に
な
る
仮
定
を
立
て
、
そ
こ
か
ら
「
数
」
に
つ
い
て
の

議
論
を
展
開
し
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。
も
し
そ
こ
に
論
理
的
矛
盾
が
現
わ
れ
た
ら
、
そ
の
仮
定
は
誤
り
と
し
て
捨
て
ら
れ
、
そ
れ
で
エ

レ
ア
派
の
勝
ち
は
は
っ
き
り
す
る
。
し
か
し
さ
し
あ
た
り
矛
盾
が
出
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
仮
定
の
正
し
さ
が
保
証
さ
れ
る
わ
け

で
は
な
い
か
ら
、
少
な
く
と
も
エ
レ
ア
派
の
側
で
は
、
そ
の
議
論
は
あ
く
ま
で
暫
定
的
な
議
論
の
つ
も
り
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
以

上
が
、
エ
レ
ア
派
の
考
え
が
生
き
て
い
た
時
代
の
「
定
義
」
や
「
公
理
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
だ
っ
た
と
、
ま
ず
考
え
て
お
く
こ
と
に

す
る
。
し
か
し
た
と
え
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
よ
う
に
、
そ
の
時
代
か
ら
か
な
り
の
年
月
が
経
過
す
る
と
、
純
理
論
的
な
学
問
に
本
来

は
既
成
事
実
な
ど
な
い
は
ず
だ
が
、
そ
れ
ら
の
暫
定
的
仮
定
が
い
つ
し
か
「
仮
定
」
で
な
く
「
前
提
」
と
な
り
、
つ
い
に
は
「
数
学
の

原
理
」
と
な
る
と
い
う
こ
と
も
、
一
つ
の
筋
書
き
と
し
て
は
考
え
ら
れ
ぬ
こ
と
で
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
こ
の
筋
書
き
を
、
古
い
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文
献
の
語
法
の
研
究
を
も
と
に
し
て
、
実
際
に
描
い
て
み
せ
た
の
が
、
度
々
述
べ
た
サ
ボ
ー
の
説
で
あ
る
。

実
際
、
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
の
『
原
論
』
第
七
巻
（
整
数
論
に
関
す
る
巻
）
の
は
じ
め
に
は
、

定
義
一
　
存
在
す
る
個
々
の
も
の
は
一
者
と
呼
ん
で
よ
い
。
単
位
と
は
こ
の
一
者
の
こ
と
で
あ
る
。

定
義
二
　
数(

多
者)

と
は
単
位
の
集
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。

と
い
う
「
定
義
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
な
ど
も
、
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
の
二
百
年
ば
か
り
昔
に
あ
っ
た
あ
る
論
争
の
名
残
り
か
も
し
れ
な
い
、

と
言
わ
れ
て
い
る
。

「
数
‐
多
者
」
の
他
に
、「
運
動
」
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
わ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
の
「
数
学
」
者
た
ち
は
、

整
数
論
を
一
応
処
理
し
た
後
、
図
形
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
な
取
扱
い
を
や
ろ
う
と
し
て
、「
運
動
」
と
い
う
問
題
に
ぶ
っ
つ
か
っ
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
い
う
の
は
、「
図
形
」
を
「
多
数
」
の
点
の
集
ま
り
と
み
る
に
せ
よ
、
点
の
「
運
動
」
の
軌
跡
と
み
る
に
せ
よ
、

ど
ち
ら
に
し
て
も
「
多
」
や
「
運
動
」
は
エ
レ
ア
派
の
批
判
の
対
象
に
な
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
な
お
『
原
論
』
第
七
巻
の
言
葉

づ
か
い
は
、『
原
論
』
の
中
で
も
も
っ
と
も
古
く
、
数
学
者
と
し
て
も
数
学
史
家
と
し
て
も
有
名
な
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ワ
ル
デ
ン
な
ど

は
、
こ
れ
を
古
い
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
の
教
科
書
の
伝
承
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
「
図
形
」
学
は
、「
数
」
の
場
合
よ
り
格
段
に
問
題
が
む
ず
か
し
く
、
前
提
も
い
ろ
い
ろ
の
形
で
提
出
さ
れ
た
だ
ろ

う
し
、
し
た
が
っ
て
小
さ
な
理
論
体
系
も
い
く
つ
か
組
立
て
ら
れ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
そ
う
い
え
ぱ
プ
ラ
ト
ン
よ
り
古
い
時
代
に
、

医
聖
と
同
名
異
人
の
キ
オ
ス
の
ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ
ス
（H

ip
p
ok

rates,
B
.C
.460

ご
ろ–375

ご
ろ
）
を
は
じ
め
、
二
、
三
の
学
者
が
『
原

論
』
を
組
立
て
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
し
、
ゼ
ノ
ン
と
同
時
代
の
オ
イ
ノ
ビ
デ
ス
（O

in
op

id
es,

B
.C
.5

世
紀
）
と
い
う
学
者
に

も
、
そ
れ
ら
し
い
仕
事
の
あ
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
大
分
前
に
触
れ
た
五
世
紀
の
プ
ロ
ク
ロ
ス
の
『
歴
史
概
要
』
に
よ
る
）。

特
に
サ
ボ
ー
は
、
従
来
そ
の
区
別
に
つ
い
て
、
と
か
く
の
議
論
の
あ
っ
た
「
定
義
」「
公
理
」「
公
準
」
の
関
係
を
、
エ
レ
ア
的
弁
証
法

の
用
語
法
の
研
究
か
ら
、
お
そ
ら
く
い
ず
れ
も
そ
の
よ
う
な
小
体
系
の
出
発
点
で
あ
る
が
、
そ
の
用
例
に
し
ば
ら
れ
て
、「
定
義
」
と
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い
う
言
葉
は
術
語
の
説
明
、「
公
理
」
や
「
公
準
」
も
今
日
の
よ
う
な
原
理
な
い
し
前
提
、
と
い
う
ふ
う
に
固
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
と
論

じ
て
い
る
。
決
定
的
な
議
論
と
は
言
え
な
い
に
し
て
も
、
示
唆
的
な
意
見
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
論
証
法
が
成
立
し
て
い
く
一
方
に
お
い
て
、
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
的
な
理
論
数
学
が
い
か
に
形
成
さ
れ
た
か

の
過
程
を
論
じ
よ
う
と
い
う
場
合
、
エ
ジ
プ
ト
や
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
先
進
文
化
の
中
で
の
数
学
的
学
芸
の
こ
と
も
考
え
て
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、『
原
論
』
の
中
に
は
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
代
数
の
成
果
を
幾
何
学
化
し
た
よ
う
な
定
理
が
多
数
見
出
さ
れ
る
し
、
そ

の
他
に
も
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
音
楽
論
や
比
の
理
論
な
ど
に
つ
い
て
、
同
様
の
事
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
話
が
こ
こ
ま
で

く
る
と
、
ギ
リ
シ
ア
人
が
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
代
数
の
よ
う
な
先
進
「
数
学
」
を
、（
数
論
ま
で
含
め
て
）
何
故
に
幾
何
学
化
し
た
の
か
、

と
い
う
点
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
一
見
、
論
証
的
学
問
の
形
成
の
本
筋
か
ら
は
外
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
や
は
り

わ
れ
わ
れ
に
は
見
逃
せ
な
い
論
点
な
の
で
あ
る
。

『
原
論
』
の
論
証
は
な
ぜ
図
形

に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
の
か

す
で
に
述
べ
た
通
り
、エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
の『
原
論
』が
ま
と
め
ら
れ
た
背
景
に
は
、ピ
タ
ゴ
ラ

ス
学
派
の
音
楽
論
あ
る
い
は
比
の
理
論
と
、
エ
レ
ア
学
派
の
間
接
証
明
法
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の

背
後
に
は
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
暦
法
や
方
程
式
の
計
算
の
成
果
な
ど
が
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
結
果
を
、
ギ
リ
シ
ア
人

は
な
ぜ
幾
何
学
と
い
う
図
形
的
方
法
に
よ
っ
て
整
理
し
た
か
、
こ
れ
が
こ
の
た
び
の
問
題
で
あ
る
。
特
に
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
エ

レ
ア
学
派
は
「
運
動
」
と
い
う
概
念
を
学
問
の
中
に
持
ち
込
む
こ
と
を
批
判
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
運
動
的
要
素
を
持
つ
と

こ
ろ
の
図
形
な
ど
が
利
用
さ
れ
た
の
に
は
、
然
る
べ
き
理
由
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

ピ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
の
「
万
物
は
数
で
あ
る
」
と
い
う
標
語
に
つ
い
て
は
前
に
述
べ
た
。
そ
う
い
う
点
か
ら
み
る
と
、
そ
の
学
派
の
「
数

学
」
者
た
ち
は
、
元
来
は
、「
図
形
」
を
「
点
」
の
「
多
者
（
集
ま
り
）」
と
で
も
み
て
、
数
と
図
形
と
の
間
に
調
和
あ
る
関
係
を
認
め

て
い
た
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
調
和
あ
る
関
係
は
、
そ
の
比
が
自
然
数
の
比
で
は
表
わ
せ
な
い
二
本
の

長
さ
の
発
見
に
よ
っ
て
、
根
底
的
に
や
ぶ
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
皮
肉
な
こ
と
に
、
そ
の
発
見
は
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
の
中
で
行
な
わ
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れ
た
こ
と
と
見
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
二
線
分
の
例
と
し
て
は
、
正
方
形
の
辺
と
対
角
線
と
の
比
が
よ
く
話
題
に
な
る
。
そ
の
証
明
は
、
も
し
そ
の
比
が
自
然

数
の
比m

:
n

で
表
わ
さ
れ
る
と
す
る
と
、
こ
れ
こ
れ
の
矛
盾
が
生
じ
る
と
い
う
間
接
的
方
法
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で

考
え
て
み
る
と
、「
ど
ん
な
自
然
数
の
比
で
も
表
わ
せ
な
い
」
と
い
う
事
態
は
、
か
な
り
想
像
を
絶
し
た
こ
と
だ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
一

方
、
右
の
証
明
は
む
し
ろ
そ
う
し
た
事
態
の
起
こ
る
こ
と
を
予
測
し
た
も
の
の
よ
う
だ
か
ら
、
こ
の
正
方
形
に
お
け
る
例
が
、
こ
の
種

の
比
の
例
の
最
初
の
も
の
だ
と
見
る
見
方
に
は
、
多
少
の
無
理
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

A

B E

C D

A1

B1

C1D1

E1

A2

B2

C2 D2

E2

こ
こ
に
お
も
し
ろ
い
の
は
、
今
世
紀
の
四
〇
年
代
の
こ
と
だ
が
、
フ
ォ
ン
・
フ

リ
ッ
ツ(K

.
von

F
ritz)

と
い
う
学
者
が
、正
五
角
形
の
辺
と
対
角
線
と
の
間
に
、共

通
の
約
数
に
当
る
長
さ
の
見
つ
か
ら
ぬ
と
い
う
事
情
を
、
ま
こ
と
に
う
ま
い
形
で

説
明
し
て
み
せ
、
自
然
数
の
比
で
表
わ
せ
ぬ
一
組
の
量
の
あ
る
こ
と
に
人
々
が
気

づ
い
た
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
事
情
の
下
で
あ
ろ
う
と
論
じ
た
こ
と
で
あ
る
。

実
は
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
人
で
も
知
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
程
度
の
簡
単
な
事
実

を
積
み
重
ね
る
と
、

（
A
B
と

A
C
と
の
公
約
量
）

=（
A
E
1 〔

=
A
B〕
と

C
E
1 〔

=
A
C
−

A
B〕
と
の
公
約
量
）

=（
D
1 E

1 〔
=

A
E
1 −

C
E
1 〕
と

E
1 B

1 〔
=

C
E
1 〕
と
の
公
約
量
）

=（
A
1 B

1 と
A
1 C

1 と
の
公
約
量
）

と
い
う
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
結
局
、
AB
と
AC
と
の
公
約
量
を
求
め
る

に
は
、
図
の
よ
う
に
、
正
五
角
形
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
の
対
角
線
の
作
る
正
五
角
形
A1

B1

C1

D1

E1

を
作
り
、
ま
た
そ
の
中
に
正
五
角
形
A2
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B2

C2

D2

E2

を
作
り
…
…
と
、
ど
こ
ま
で
も
繰
返
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
わ
か
る
の
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
手
続
き
は
ど
こ
ま

で
い
っ
て
も
終
わ
ら
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
公
約
量
は
結
局
見
つ
か
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
AB
、
AC
の
比
を
表
わ
す
二
つ
の
自
然
数

も
見
つ
か
ら
な
い
と
い
う
結
果
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

線
分
の
長
さ
や
面
積
な
ど
の
量
の
比
の
中
に
は
、「
数
」
す
な
わ
ち
自
然
数
の
比
に
よ
っ
て
は
表
わ
せ
な
い
も
の
が
あ
る
―
―
こ
の

認
識
が
、「
万
物
は
数
で
あ
る
」
と
す
る
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
に
与
え
た
衝
撃
は
、
非
常
に
大
き
か
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が

一
方
、
二
つ
の
数
は
二
つ
の
量
（
線
分
の
長
さ
、
面
積
等
）
で
置
き
か
え
ら
れ
、
数
の
比
の
論
も
容
易
に
量
の
比
の
論
の
形
に
書
き
直

せ
る
た
め
、
こ
の
意
味
か
ら
言
う
と
、
理
論
的
数
学
を
表
現
す
る
手
段
と
し
て
は
、「
数
」
よ
り
も
「
図
形
」
の
方
が
ず
っ
と
有
力
だ
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
こ
そ
、
ギ
リ
シ
ア
の
理
論
的
数
学
に
、
幾
何
学
と
い
う
図
形
的
学
問
の
形
を
取
ら
せ
た
第
一
の

原
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
、
数
の
理
論
や
、
今
日
の
無
理
数
の
理
論
に
対
応
す
る
彼
ら
の

理
論
を
含
め
て
、「
数
学
」
を
幾
何
学
の
形
で
書
く
こ
と
は
、
一
番
有
力
で
あ
り
、
ま
た
厳
密
な
道
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

ギ
リ
シ
ア
の
理
論
的
数
学
の
幾
何
学
化
の
原
因
は
、
以
上
で
一
応
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
が
、
こ
こ
で
本
節
の
主
題
と
関
連
し
て

私
の
言
い
た
い
こ
と
は
、
論
証
的
学
問
の
形
成
が
、
こ
の
理
論
的
幾
何
学
と
い
う
学
問
の
形
成
と
相
伴
っ
て
起
こ
っ
た
と
い
う
事
実
で

あ
る
。
実
際
、
正
方
形
の
辺
と
対
角
線
と
の
比
も
そ
う
で
あ
る
が
、
上
の
正
五
角
形
の
作
図
に
し
て
も
、
い
ち
じ
る
し
く
理
想
化
さ
れ

た
形
で
論
じ
な
い
限
り
、
線
の
太
さ
な
ど
の
た
め
に
、
あ
る
程
度
以
上
の
作
図
は
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん
論
理
自
身
も
、

経
験
か
ら
生
じ
て
い
な
が
ら
、
本
来
、
経
験
を
超
え
た
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
論
理
を
あ
く
ま
で
貫
く
た
め
に
は
、
対

象
の
方
も
、
何
ら
か
の
意
味
で
経
験
を
超
え
た
観
念
的
・
理
想
的
な
対
象
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
を
、
こ
の
理
論
的
数
学
の
形
成
は

示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
論
証
的
学
問
の
成
立
が
ま
ず
理
論
的
な
数
学
の
範
囲
で
、
特

に
理
想
化
さ
れ
た
図
形
学
の
範
囲
で
、
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
、
私
に
は
偶
然
と
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

三
　
そ
の
後
の
こ
と
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論
証
的
学
問
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
は
、本
来
な
お
多
く
の
こ
と
を
述
べ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、こ
こ
で
は
そ
れ
と
の
関
連
の
な
か
で
、プ

ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
い
う
古
代
最
大
の
二
人
の
哲
学
者
、
ア
ル
キ
メ
デ
ス
と
い
う
古
今
を
通
じ
て
最
も
発
見
的
・
創
造
的
な

数
学
者
の
こ
と
に
触
れ
、
そ
の
あ
と
簡
単
に
後
代
へ
の
そ
の
影
響
を
一
瞥
し
て
、
こ
の
章
全
体
の
ま
と
め
に
か
え
よ
う
と
思
う
。

プ
ラ
ト
ン
哲

学
と「
数
学
」　

従
来
、
論
証
的
学
問
の
形
成
を
論
ず
る
場
合
に
必
ず
挙
げ
ら
れ
た
名
前
で
、
今
ま
で
伏
せ
て
お
い
た
も
の
が
あ
る
。

そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン(P

laton
,
B
.C
.427–347)

で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
名
は
、ソ
ク
ラ
テ
ス(S

ok
rates,

B
.C
.470–399)

の
弟
子
と
し
て
、
ま
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
経
験
論
と
並
び
立
つ
西
欧
的
　イデ
ア
リ
ズ
ム

観
念
論　
の
哲
学
の
祖
と
し
て
、
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
が
、

そ
の
名
は
ま
た
「
数
学
」
と
固
く
結
び
つ
い
て
い
る
。

プ
ラ
ト
ン
は
全
く
「
数
学
」
に
と
り
つ
か
れ
た
よ
う
な
と
こ
ろ
の
あ
っ
た
人
物
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
伝
に
よ
る
と
、「
神
々
は

幾
何
学
す
」
と
い
う
名
文
句
を
残
し
て
い
る
し
、
ま
た
、
ず
っ
と
後
代
（
一
二
世
紀
）
の
ア
ラ
ビ
ア
の
学
者
の
伝
な
の
だ
そ
う
で
あ
る

が
、
自
分
の
学
園
で
あ
る
ア
カ
デ
メ
イ
ア
の
門
に
、「
幾
何
学
を
知
ら
ざ
る
も
の
、
こ
の
門
を
入
る
べ
か
ら
ず
」
と
書
い
て
い
た
と
言

わ
れ
て
い
る
。
実
際
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
世
界
観
の
原
型
が
そ
の
驚
く
べ
く
該
博
な
生
物
学
的
知
識
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
の
に
対
し

て
、
プ
ラ
ト
ン
の
世
界
観
の
根
底
は
「
数
学
」
な
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
今
日
の
科
学
史
家
の
間
で
は
、
プ
ラ
ト
ン
主
義
と

い
え
ば
、「
数
学
」
を
も
っ
て
世
界
を
理
解
す
る
た
め
の
鍵
と
す
る
考
え
―
―
す
で
に
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
述
べ
た

も
の
―
―
を
指
す
こ
と
も
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
は
、
そ
の
著
作
（
三
五
部
の
対
話
篇
、
一
三
の
書
簡
が
現
存
）
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
中
に
は

論
証
の
精
神
を
伝
え
た
場
所
の
あ
る
も
の
も
少
な
く
な
い
（
た
と
え
ば
『
メ
ノ
ン
』M

en
on

、『
国
家
』P

oliteia

等
々
）。
ま
た
『
テ

ア
イ
テ
ト
ス
』(T

h
eaitetos)

の
よ
う
に
、
無
理
量
に
関
す
る
最
古
の
記
述
を
残
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
実
を
言
う
と
、
プ
ラ
ト
ン

自
身
は
こ
れ
と
い
っ
て
「
数
学
」
内
部
で
の
仕
事
を
残
し
て
い
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
や
こ
れ
や
を
考
え
た
上
で
、
ツ
ォ
イ
テ
ン(H

.
G
.

Z
eu
ten

)

な
ど
二
、
三
の
一
九
世
紀
の
数
学
史
家
は
、
プ
ラ
ト
ン
こ
そ
、
古
代
の
経
験
的
な
「
数
学
」
を
、
理
論
的
な
「
数
学
」
に
ま
で
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高
め
た
人
で
あ
る
と
し
て
、
数
学
史
に
お
け
る
そ
の
役
割
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
に
対
し
て
は
異
論
も
あ
っ
て
、
特
に
例
の
サ
ボ
ー
の
仕
事
の
示
し
て
い
る
方
向
は
、
純
粋
数
学
の
起
源
を
プ
ラ
ト
ン

に
お
く
と
こ
ろ
の
プ
ラ
ト
ン
革
命
説
に
対
す
る
、
エ
レ
ア
革
命
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
後
で
ま
た
触
れ
る

が
、
そ
の
他
に
も
プ
ラ
ト
ン
が
、「
定
規
と
コ
ン
パ
ス
」
だ
け
に
作
図
器
具
を
制
約
し
た
点
は
、
ギ
リ
シ
ア
幾
何
学
を
不
当
に
制
約
し
、

や
が
て
そ
れ
を
不
毛
に
終
わ
ら
せ
た
原
因
に
な
っ
た
と
し
て
責
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
私
は
こ
の
後
の
説
は
、
歴
史
の
実
際

へ
の
配
慮
の
足
り
な
い
意
見
だ
と
考
え
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ア
幾
何
学
の
衰
退
に
つ
い
て
は
、
も
っ
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
要
素
が
あ
る
は

ず
で
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
は
今
日
ま
で
ま
だ
十
分
に
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

プ
ラ
ト
ン
自
身
に
対
す
る
評
価
は
こ
の
よ
う
に
種
々
あ
る
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く
プ
ラ
ト
ン
の
周
辺
に
「
数
学
」
的
雰
囲
気
が
た
だ

よ
っ
て
い
た
こ
と
に
、
ま
ち
が
い
は
な
い
。
実
際
、
先
に
述
べ
た
量
の
比
の
理
論
―
―
ギ
リ
シ
ア
数
学
を
幾
何
学
化
し
た
決
定
的
な
一

歩
で
あ
り
、
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
学
問
と
い
う
も
の
の
中
に
、
経
験
主
義
の
範
囲
を
超
え
ざ
る
を
得
な
い
契
機
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た

決
定
的
な
一
歩
と
言
え
な
く
も
な
い
も
の
―
―
が
、
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
の
『
原
論
』
第
五
巻
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
今
日
見
て
も
論
理
的

に
申
し
分
な
い
形
に
ま
と
め
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
学
園
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
エ
ウ
ド
ク
ソ
ス
（E

u
d
ox
os,

B
.C
.408

ご
ろ–355

ご
ろ
）
の
功
績
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
て
い
る
し
、『
原
論
』
第
一
〇
巻
の
無
理
量
の
理
論
や
、
第
一
二
巻
の
正
多
面
体
の
理
論
な
ど
も
、

同
じ
く
こ
の
学
園
に
所
属
し
た
テ
ィ
ア
イ
テ
ト
ス
（T

h
eaitetos,

B
.C
.415

ご
ろ–369

）
の
功
績
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
も
っ

と
も
、
特
に
こ
の
最
後
の
点
に
は
、
サ
ボ
ー
そ
の
他
に
有
力
な
反
対
論
が
あ
る
）。

ど
う
も
歯
切
れ
の
悪
い
話
に
な
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
話
の
初
め
か
ら
断
っ
て
い
る
通
り
、
科
学
史
と
い
う
学
問
の
一
つ
の

く
せ
と
見
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
て
、
と
も
か
く
以
上
の
よ
う
な
点
を
考
慮
す
る
と
、
プ
ラ
ト
ン
の
学
園
こ
そ
、
や
が
て
エ
ウ
ク
レ
イ

デ
ス
の
『
原
論
』
に
流
入
す
る
学
問
的
伝
統
の
、
重
要
な
根
拠
地
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス

学
派
の
「
数
‐
多
者
」
の
哲
学
と
、
エ
レ
ア
学
派
の
観
念
的
で
論
理
的
な
「
一
者
」
に
関
す
る
存
在
論
の
哲
学
と
を
契
合
し
、
あ
る
い
は
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む
し
ろ
後
者
の
伝
統
に
立
っ
て
、
前
者
を
何
ら
か
の
意
味
で
根
拠
づ
け
よ
う
と
し
た
も
の
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
し
て
さ
ら
に
私
見
を
さ
し
は
さ
む
こ
と
を
許
し
て
い
た
だ
く
な
ら
ば
、
論
証
の
方
法
に
よ
る
「
数
学
」
の
根
拠
づ
け
が
、「
数
」

（
今
日
の
自
然
数
）
と
そ
の
比
に
よ
る
だ
け
で
は
行
な
え
な
い
こ
と
が
認
識
さ
れ
、
そ
こ
に
（
連
続
的
な
）「
量
」
の
助
け
を
か
り
ざ
る

を
得
な
い
こ
と
が
認
識
さ
れ
た
こ
と
こ
そ
、
ギ
リ
シ
ア
的
理
論
的
数
学
の
誕
生
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
事
件
で
あ
る
と
と
も
に
、
プ
ラ

ト
ン
の
イ
デ
ア
リ
ズ
ム
的
哲
学
の
進
路
を
決
す
る
一
つ
の
重
要
な
要
素
だ
っ
た
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

プ
ラ
ト
ン
の
「
数
学
」

そ
れ
以
前
の
「
数
学
」

こ
こ
で
話
を
戻
す
よ
う
で
あ
る
が
、
ツ
ォ
イ
テ
ン
の
プ
ラ
ト
ン
革
命
説
―
―
ギ
リ
シ
ア
の
論
証
的
な
理

論
数
学
の
起
源
は
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
の
影
響
下
に
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
す
る
説
―
―
に
関
連
す
る
こ

と
を
述
べ
て
み
よ
う
。

第
一
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
プ
ラ
ト
ン
革
命
説
を
と
る
と
、
プ
ラ
ト
ン
以
前
の
「
数
学
」
が
す
べ
て
、
大
な
り
小
な
り
理
論

以
前
の
段
階
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
た
と
え
ば
キ
オ
ス
の
ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
『
原
論
』(S

toich
eia)

そ
の
他
、
プ
ラ
ト
ン
以
前
に
得
ら
れ
た
「
数
学
」
的
成
果
の
価
値
は
か
な
り
低
下
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
ツ
ォ
イ
テ
ン
た
ち
は
、

そ
れ
ら
の
古
い
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
的
「
数
学
」
を
、
一
括
し
て
「
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
数
学
」
と
呼
び
、
こ
れ
を
、
プ
ラ
ト
ン
以
後
の
真
正
の
「
数

学
」
と
区
別
し
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
の
説
に
対
し
て
、「
数
学
」
的
存
在
―
―
「
数
学
」
の
対
象
と
な
る
も
の
―
―
の
中
に
潜
在
す
る
超
経
験
的
な
契
機
、
特

に
そ
れ
の
エ
レ
ア
起
源
を
主
張
す
る
サ
ボ
ー
な
ど
は
、
プ
ラ
ト
ン
以
前
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ
ス
以
前
に
す
ら
、
な
お
か

な
り
理
論
的
な
「
数
学
」
が
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
お
り
、
プ
ラ
ト
ン
革
命
よ
り
は
む
し
ろ
、
プ
ラ
ト
ン
哲
学

に
対
す
る
エ
レ
ア
学
派
の
哲
学
の
革
命
的
影
響
力
の
方
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
強
い
説
得
力
を
持
っ
た
意
見
で
あ

り
、
そ
れ
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
が
に
わ
か
に
賛
同
で
き
な
い
気
に
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
一
つ
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
従
来
持
っ
て
き

た
い
わ
ゆ
る
「
ギ
リ
シ
ア
哲
学
史
」
の
常
識
の
せ
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
そ
の
常
識
は
、
い
っ
た
ん
一
九
世
紀
の
哲
学
史
家
の
研
究



39

の
と
こ
ろ
で
ま
と
ま
り
、
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
る
と
、
ル
ネ
サ
ン
ス
、
ア
ラ
ビ
ア
と
い
う
細
々
と
し
た
伝
承
の
流
れ
を
た
ど
っ
て
、
結
局
、

古
典
古
代
の
諸
著
作
、
特
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
作
品
に
ま
で
到
達
す
る
。
そ
し
て
サ
ボ
ー
が
、
最
も
批
判
の
対
象
に
し
て
い
る
一
つ

の
問
題
も
、
実
は
、
そ
れ
ら
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
記
事
が
ど
こ
ま
で
信
用
で
き
る
か
と
い
う
、（
ど
う
や
ら
二
〇
世
紀
の
哲
学
史
一

般
を
通
じ
て
あ
る
ら
し
い
と
こ
ろ
の
）
一
つ
の
学
問
的
傾
向
の
中
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

私
は
今
ま
で
、ま
こ
と
に
た
び
た
び
サ
ボ
ー
の
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
し
か
し
私
の
指
摘
し
た
い
の
は
、サ
ボ
ー
個
人
の
仕
事
や
、エ

レ
ア
派
が
ど
う
こ
う
と
い
う
問
題
自
身
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
科
学
史
と
い
う
学
問
が
、
こ
の
よ
う
な
大
き
い
問
題
に
関
係
を
持
っ
て

い
る
の
だ
と
い
う
事
実
な
の
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
論
理
学

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（A

ristoteles,
B
.C
.384–22

）
は
ト
ラ
キ
ア
の
ス
タ
ゲ
イ
ラ
の
人
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
王
の
侍
医

の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
一
八
歳
以
後
プ
ラ
ト
ン
の
弟
子
と
な
っ
た
が
、
約
二
〇
年
た
っ
て
プ
ラ
ト
ン
が
亡
く
な
っ

た
と
き
、
ア
カ
デ
メ
イ
ア
を
は
な
れ
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
は
、
将
来
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
で
あ
る
若
い
王
子
の
師
を
勤
め
た
後
、

ア
テ
ナ
イ
近
郊
の
リ
ュ
ケ
イ
オ
ン
に
学
園
を
開
い
た
。
も
っ
と
も
、
ア
カ
デ
メ
イ
ア
が
内
容
的
な
幾
変
遷
は
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
後

約
九
百
年
も
続
い
た
の
に
対
し
、
リ
ュ
ケ
イ
オ
ン
の
生
命
は
事
実
上
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
死
去
と
と
も
に
終
わ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
し

か
し
そ
の
講
義
録
は
弟
子
た
ち
の
手
で
保
存
さ
れ
、
古
代
末
期
以
後
も
別
に
そ
の
伝
承
が
絶
え
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
特
に
そ
の
学
問

が
盛
ん
に
な
っ
た
の
は
そ
れ
が
古
代
末
期
の
新
プ
ラ
ト
ン
派
の
手
を
経
て
、
ア
ラ
ビ
ア
に
移
植
さ
れ
た
後
、
一
三
世
紀
の
ト
マ
ス
・
ア

ク
イ
ナ
ス(T

h
om

as
A
q
u
in
as,

1227–74)

以
後
、
神
学
と
結
び
つ
い
て
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
や
が
て
一
七
世
紀
の
数
理
的
自

然
科
学
の
勃
興
に
際
し
て
邪
魔
に
な
っ
た
と
さ
れ
、
最
近
で
も
自
然
科
学
畑
の
方
で
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
へ
の
風
当
り
が
強
い
が
、
公

平
に
見
て
、
お
そ
ら
く
そ
こ
に
は
今
後
ま
だ
発
掘
さ
れ
る
べ
き
要
素
が
残
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
と
、
私
は
思
っ
て
い
る
。

さ
て
話
を
戻
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
し
ば
し
ば
「
万
学
の
祖
」
と
言
わ
れ
る
が
、
実
際
、
そ
の
学
問
的
著
作
は
論
理
学
、
形
而

上
学
、
自
然
学
、
動
物
学
、
倫
理
学
、
美
学
、
政
治
学
な
ど
に
及
び
、
い
か
に
古
代
の
「
学
問
」
が
未
分
化
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
こ
れ
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ほ
ど
の
例
は
ち
ょ
っ
と
他
に
見
当
ら
な
い
。
こ
の
内
わ
れ
わ
れ
に
関
係
の
深
い
論
理
学
関
係
の
著
作
は
『
カ
テ
ゴ
リ
論
』(kategoriai)

『
分
析
論
前
書
』(A

n
aly

tica
p
riora)

『
分
析
論
後
書
』(A

n
aly

tica
p
osterioara)

な
ど
六
篇
に
及
ぶ
が
、
そ
の
中
心
的
問
題
は
、
正
し

い
論
法
の
形
式
―
―
も
っ
と
も
、
実
は
三
段
論
法
に
限
ら
れ
て
い
る
―
―
を
確
定
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
た
め
の
基
本
と
し
て
、
存

在
者
に
関
す
る
基
本
形
式
を
分
類
す
る
こ
と
（
カ
テ
ゴ
リ
）、
の
二
つ
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
さ
ら
に
こ
の
分
類
は
や
が
て
『
形

而
上
学
』
の
問
題
に
つ
な
が
っ
て
い
く
が
、
そ
れ
は
目
下
の
問
題
で
は
な
い
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
学
は
非
常
に
よ
く
整
っ
た
も
の
で
、
古
代
の
論
証
的
学
問
の
形
態
は
こ
こ
で
本
当
に
ま
と
ま
っ
た
感
さ
え

す
る
。
も
っ
と
も
こ
の
感
じ
方
に
対
し
て
は
、
最
近
か
な
り
異
論
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く
一
八
世
紀
の
大
哲
学
者
カ
ン
ト
な
ど

も
、
論
理
学
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
本
質
的
な
進
歩
は
何
一
つ
し
て
い
な
い
、
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
言
っ
た
ほ
ど
で
、
こ
の
点
で

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
功
績
は
き
わ
め
て
大
き
い
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
歴
史
家
で
あ
る
よ
り
は
自
己
の
体
系
を
組
立
て
る
型
の
独
創
的
な
学
者
だ
っ
た
点

で
、
そ
の
論
理
学
で
は
、
エ
レ
ア
派
か
ら
プ
ラ
ト
ン
に
い
た
る
弁
証
法
の
伝
統
が
、
か
な
り
歪
め
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
節

が
あ
る
。
実
際
、
論
証
的
学
問
の
発
端
で
あ
る
定
義
、
公
理
、
公
準
な
い
し
原
理
等
に
つ
い
て
の
こ
の
人
の
所
説
は
、
そ
の
時
代
以
前

の
「
数
学
」
の
実
際
と
合
わ
な
い
ば
か
り
か
、
彼
以
後
の
時
代
の
数
学
、
た
と
え
ば
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
の
『
原
論
』
や
、
古
代
最
大
の

数
学
者
で
あ
る
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
作
品
の
実
際
と
も
、
か
な
り
の
食
い
違
い
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
み
る
と
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
古
代
の
論
証
的
学
問
に
つ
い
て
最
後
の
言
葉
を
述
べ
た
人
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
に
関
す
る
一
つ
の
、
た
だ
し

き
わ
め
て
重
大
な
、
解
釈
を
残
し
た
人
と
い
う
方
が
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
そ
れ
に
し
て
も
、
今
述
べ
て
い
る
よ
う
な
考
察
が

わ
れ
わ
れ
に
で
き
る
と
い
う
事
実
自
身
、
そ
の
最
も
重
要
な
手
懸
り
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
負
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
そ
の
業
績
の

大
き
さ
を
物
語
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
に
違
い
な
い
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
学
の
他
に
い
く
つ
か
の
「
論
理
学
」
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
上
記
の
サ
ボ
ー
の
エ
レ
ア
派
再
評
価
を
別
と
し
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て
も
、
た
と
え
ば
最
近
の
ボ
ヘ
ン
ス
キ
ー(L

.
M
.
B
o
ch
en
sk
i)

の
研
究
な
ど
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
エ

レ
ア
派
や
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
影
響
下
で
生
ま
れ
た
メ
ガ
ラ
学
派
と
か
、
そ
れ
と
似
た
傾
向
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
後
に
生
ま
れ
た
ス
ト
ア

学
派
な
ど
の
間
で
、
今
日
の
記
号
論
理
学
で
い
う
命
題
算
に
似
た
も
の
が
作
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
た
だ
こ
れ
ら
は
、
学
問

自
身
に
さ
ほ
ど
大
き
な
発
展
が
な
か
っ
た
せ
い
か
、
あ
る
い
は
然
る
べ
き
後
継
者
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
せ
い
か
（
す
な
わ
ち
、
必
然
的

な
理
由
に
よ
っ
て
か
、
偶
然
の
事
情
に
よ
っ
て
か
）、
後
世
に
ほ
と
ん
ど
伝
わ
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
よ
う
な
強
大

な
影
響
力
は
持
た
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
、
今
日
か
ら
み
て
小
さ
い
学
派
と
見
ら
れ
る
も
の
が
、
学
問
の
本
筋
の
中
で

本
当
に
「
小
さ
い
」
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、「
本
筋
」
と
は
何
か
と
い
い
出
す
と
事
は
ま
た
や
っ
か
い
に
な
る
が
、
い
さ
さ
か
考

え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

な
お
こ
こ
で
一
つ
、
私
が
ち
ょ
っ
と
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
。
そ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
学
問
の

性
格
に
ま
つ
わ
る
問
題
で
あ
る
。
元
来
、
プ
ラ
ト
ン
的
な
意
味
に
お
け
る
「
数
学
」
と
い
う
の
は
、
経
験
的
世
界
と
観
念
的
（
イ
デ

ア
）
世
界
と
の
中
間
に
立
っ
て
両
者
を
つ
な
ぐ
と
こ
ろ
の
、
一
種
独
特
の
学
問
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
プ
ラ
ト
ン
は
そ
の
よ
う
に
考
え

て
、
し
か
も
こ
れ
を
世
界
を
理
解
す
る
た
め
の
鍵
と
考
え
て
い
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
の
考
え
を
継
承
し
た
と

は
決
し
て
見
ら
れ
な
い
わ
け
で
、
む
し
ろ
経
験
的
な
学
問
で
あ
る
生
物
学
を
基
本
と
し
て
、
そ
の
モ
デ
ル
の
上
に
世
界
像
を
打
ち
建
て

よ
う
と
し
た
ら
し
く
思
わ
れ
る
。
私
が
お
も
し
ろ
い
と
い
う
の
は
、
こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
、
お
そ
ら
く
は
「
数
学
」
に
お
い
て
初

め
て
意
識
さ
れ
た
論
証
的
学
問
の
体
系
を
、
や
は
り
「
数
学
」
を
手
本
と
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
最
初
に
創
り
上
げ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
が
ア
カ
デ
メ
イ
ア
に
学
ん
だ
時
の
知
恵
の
名
残
り
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
名
残
り
は
名
残
り
に
せ
よ
、

そ
の
こ
ろ
以
来
の
反
エ
レ
ア
的
思
想
が
、
は
し
な
く
も
そ
こ
に
結
実
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
が
エ
レ
ア
学
派
流
の
詭
弁

を
論
じ
、
こ
れ
を
い
か
に
克
服
し
よ
う
か
と
苦
心
し
て
い
る
の
を
見
る
と
（
た
と
え
ば
『
自
然
学
』P

h
y
sica

、『
詭
弁
論
駁
論
』P

eri

S
op

h
istikon

elen
ch
on

）、
私
な
ど
に
は
ど
う
も
こ
の
後
者
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
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以
上
い
ろ
い
ろ
の
事
を
述
べ
て
き
た
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
ま
で
来
る
と
、
古
代
の
論
証
的
学
問
は
一
応
一
個
の

ま
と
ま
っ
た
形
を
取
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
話
の
本
筋
は
終
え
る
こ
と
に
し
て
、
こ
の

後
、
大
ざ
っ
ぱ
に
そ
の
後
の
こ
の
方
向
の
学
問
の
大
づ
か
み
な
変
遷
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

ア
ル
キ
メ
デ
ス

と
発
見
的
方
法

ア
ル
キ
メ
デ
ス
（A

rch
im

ed
es,

B
.C
.287

ご
ろ–212

）
が
古
代
最
大
の
数
学
者
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
近
代
の
数

理
的
自
然
科
学
の
学
者
に
近
い
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
こ
の
人
は
、
今

日
ま
で
の
「
数
学
」
の
歴
史
を
通
じ
て
、
そ
の
域
を
超
え
る
人
が
あ
る
と
す
れ
ば
ニ
ュ
ー
ト
ン
位
の
も
の
だ
と
い
う
程
の
人
物
と
い
っ

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
人
に
『
方
法
』(E

p
o
d
os)

と
い
う
著
作
の
あ
っ
た
こ
と
も
昔
か
ら
わ
か
っ
て
い
た
が
、
二
〇
世
紀
の
は
じ
め
ご
ろ
ま
で
は
、
そ

れ
は
永
久
に
失
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
の
『
原
論
』
の
決
定
的
な
校
訂
本
を
作
っ

た
古
典
学
者
で
あ
る
ハ
イ
ベ
ル
ク(J

.L
.
H
eib

erg,
1854–1928)

が
、
今
世
紀
の
は
じ
め
に
、
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ポ
リ
ス
の
寺
院
の
古

文
書
の
中
か
ら
―
―
正
確
に
言
う
と
、
後
代
に
書
か
れ
た
文
字
の
か
げ
に
僅
か
に
見
え
る
さ
ら
に
古
い
文
字
の
形
で
―
―
、
そ
の
『
方

法
』
と
い
う
本
の
写
本
を
発
見
し
た
た
め
（
一
九
〇
七
年
発
表
）、
今
日
で
は
そ
の
内
容
は
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
事
件
は
そ
の
ま
ま
で
も
ま
こ
と
に
珍
し
い
事
件
で
、
今
世
紀
に
お
け
る
古
代
史
の
方
面
で
の
最
大
発
見
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る

ほ
ど
の
こ
と
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
幸
い
な
こ
と
に
、
そ
の
本
は
、
ア
ル
キ
メ
デ
ス
が
自
分
の
証
明
し
た
定
理
の
発
見
法
を
述
べ
た
も
の

で
あ
っ
た
（
発
見
の
発
見
！
）。

す
な
わ
ち
そ
こ
で
は
放
物
線
の
断
片
（
セ
グ
メ
ン
ト
）
の
面
積
、
回
転
楕
円
体
の
体
積
そ
の
他
、
近
世
の
積
分
学
の
遙
か
な
先
駆
と

見
ら
れ
る
よ
う
な
求
積
問
題
に
つ
い
て
、
挺
子
の
原
理
を
応
用
し
た
、
い
わ
ゆ
る
力
学
的
な
推
定
法
な
い
し
発
見
法
が
示
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
っ
た
。

元
来
、
古
今
を
問
わ
ず
、
数
学
者
に
は
自
分
の
発
見
の
か
ら
く
り
を
明
ら
か
に
し
た
が
ら
な
い
人
が
多
く
、
発
表
さ
れ
る
論
文
に
し
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て
も
、
そ
の
完
成
ま
で
に
用
い
ら
れ
た
足
場
の
類
は
、
す
っ
か
り
取
り
払
わ
れ
た
形
に
な
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
へ
、

ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
よ
う
な
古
今
の
大
学
者
が
、
ま
こ
と
に
示
唆
的
な
そ
の
方
法
を
書
き
残
し
て
く
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
都
合
よ
く
発
見

さ
れ
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
こ
れ
を
珍
し
く
も
幸
い
な
事
件
と
言
わ
な
け
れ
ば
、
言
わ
な
い
方
が
お
か
し
い
位
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
の
現
在
の
関
心
か
ら
言
う
と
、
そ
の
よ
う
な
本
を
見
た
場
合
、
改
め
て
、
論
証
的
学
問
が
、
実
は
そ
れ
に
先
立
つ

発
見
―
―
た
い
て
い
の
場
合
は
不
確
か
な
と
こ
ろ
を
持
っ
た
も
の
―
―
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
痛
感
さ
せ
ら
れ

る
。
そ
う
言
え
ば
少
し
前
に
も
、
エ
レ
ア
派
の
帰
謬
法
的
な
間
接
証
明
法
が
確
立
さ
れ
た
前
後
か
ら
、
ギ
リ
シ
ア
の
実
験
物
理
学
的
伝

統
は
衰
え
て
い
っ
た
ら
し
い
、
と
い
う
推
測
の
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
論
証
的
学
問
の
確
立
と
い
う
出
来
事
の
裏
に
は
、
案
外
、
ギ

リ
シ
ア
の
学
問
の
新
分
野
へ
の
前
進
力
を
そ
ぐ
よ
う
な
力
が
か
く
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
学
問
衰
退
の

動
き
を
論
ず
る
と
な
れ
ば
、
別
に
い
ろ
い
ろ
吟
味
す
べ
き
要
因
が
あ
る
に
は
違
い
な
い
が
、
今
述
べ
た
事
項
も
確
か
に
考
え
て
よ
い
要

素
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

後
代
に
お
け
る
ギ
リ

シ
ア
の
論
証
的
学
問

ギ
リ
シ
ア
の
論
証
的
学
問
の
そ
の
後
の
数
百
年
に
お
け
る
運
命
に
つ
い
て
、
今
ま
で
の
よ
う
な
や
り
方
で

論
じ
て
い
く
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
第
一
に
私
の
知
識
不
足
の
た
め
で
あ
る
が
、
ま
た

幾
分
か
は
、
そ
の
時
代
の
文
献
の
極
度
の
不
足
に
よ
る
。
実
際
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
歴
史
の
中
で
、
偶
然
か
必
然
か
は
と
も
か
く
と
し

て
、
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
の
著
作
は
、
そ
こ
だ
け
に
日
が
当
っ
て
い
る
よ
う
な
ふ
う
に
残
っ
て
い
る
が
、
そ
の
前
後
に
は
、

ま
と
ま
っ
た
文
献
が
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
二
人
が
群
を
抜
い
た
学
者
で
あ
っ
た
の
も
事
実
で
あ
ろ
う

が
、
ま
た
そ
こ
に
幸
い
な
偶
然
の
作
用
し
て
い
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に

し
て
も
、
当
時
の
書
き
も
の
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
な
ど
と
い
う
の
で
は
全
く
な
く
、
後
世
の
写
本
の
写
本
、
そ
の
ま
た
写
本
の
ま

た
写
本
と
い
う
よ
う
な
、
し
た
が
っ
て
疑
問
の
余
地
を
多
分
に
残
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
時
代
の
「
数
学
」
書
に
つ
い
て
言
う
と
、
一
番
よ
く
残
っ
て
い
る
の
は
（
こ
れ
ま
た
後
世
の
写
本
か
ら
の
復
元
な
が
ら
）
エ
ウ
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ク
レ
イ
デ
ス
の
『
原
論
』
全
一
三
巻
、
そ
れ
に
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
い
く
つ
か
の
著
作
、
あ
る
い
は
論
証
的
数
学
と
い
う
の
と
は
、
い
さ

さ
か
異
質
か
も
し
れ
な
い
が
、
デ
ィ
オ
パ
ン
ト
ス
（D

iop
h
an

tos,
250

年
ご
ろ
）
の
『
数
論
』(A

rith
m
etika)

な
ど
で
、
も
っ
と
間
接

的
資
料
―
―
古
い
記
録
の
報
告
―
―
ま
で
加
え
て
も
、
紀
元
三
世
紀
の
パ
ッ
ボ
ス(P

ap
p
os)

の
『（
数
学
）
論
集
』
八
巻
、
そ
れ
に
当

時
の
「
歴
史
」
ら
し
い
も
の
の
輪
郭
が
わ
か
る
と
い
う
点
で
貴
重
な
プ
ロ
ク
ロ
ス
（P

rok
los,

410

ご
ろ–485

）
の
『
エ
ウ
ク
レ
イ
デ

ス
の
原
論
注
釈
』
の
第
一
巻
（
こ
れ
の
み
現
存
）
の
中
に
あ
る
『
歴
史
概
要
』、
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
が
主
だ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
乏
し
い
史
料
を
主
軸
に
し
て
、
古
人
は
、
私
の
程
度
の
学
問
の
徒
に
も
、
こ
の
文
章
の
よ
う
な
事
が
ま
と
め
ら
れ
る
程
度
に
ま

で
、
客
観
的
な
「
歴
史
」
を
曲
り
な
り
に
も
作
り
上
げ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
仕
事
は
、
多
く
の
優
れ
た
学
者
に
と
っ
て
も
、
ど
ん
な

に
か
大
変
な
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
一
応
想
像
で
き
そ
う
に
も
思
え
る
が
、
実
際
は
わ
れ
わ
れ
の
想
像
を
絶
し
て
い
る
と
い

う
方
が
本
当
で
あ
ろ
う
。

た
だ
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
て
い
る
と
、
そ
の
た
び
に
、
い
つ
も
思
い
返
さ
れ
る
こ
と
は
、
今
か
ら
二
千
年
も
前
に
数
十
万
巻
の
書

物
を
集
め
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
市
の
大
図
書
館
と
、
特
に
そ
の
焼
失
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
と
し

て
は
、
実
際
は
、
そ
の
よ
う
な
戦
火
を
く
ぐ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
だ
け
の
年
月
を
超
え
て
、
上
の
程
度
の
も
の
に
も
せ
よ
、
そ
れ
が
今
日

に
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
事
を
喜
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
事
情
を
次
に
述
べ
よ
う
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
学
問
的
伝
統
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
ロ
ー
マ
の
国
教
と
な
っ
た
こ
ろ
か
ら
後
、
急
速

に
衰
え
て
い
っ
た
。
上
記
の
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
の
図
書
館
の
焼
失
に
し
て
も
、
紀
元
前
四
八
年
の
カ
エ
サ
ル
の
軍
隊
の
せ
い
ば
か
り

で
な
く
、
そ
れ
よ
り
ず
っ
と
後
代
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
含
む
無
知
な
民
衆
の
手
に
よ
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
時
と

し
て
言
わ
れ
る
ア
ラ
ビ
ア
の
回
教
徒
に
よ
る
破
壊
と
い
う
の
は
、
ど
う
も
あ
ま
り
根
拠
の
あ
る
こ
と
で
は
な
く
、
彼
ら
の
侵
入
当
時
に

は
、
も
う
破
壊
す
る
ほ
ど
の
書
物
は
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
の
が
真
相
ら
し
い
。

こ
う
い
う
わ
け
で
、
ギ
リ
シ
ア
の
優
れ
た
学
問
的
伝
統
は
、
大
筋
に
お
い
て
は
ア
ラ
ビ
ア
（
サ
ラ
セ
ン
）
文
化
の
中
に
取
り
入
れ
ら
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れ
て
生
き
続
け
て
き
た
の
だ
が
、
一
二
、
三
世
紀
以
降
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
起
こ
っ
た
知
的
目
覚
め
に
加
え
て
、
ト
ル
コ
人
に
よ
る
コ
ン
ス

タ
ン
チ
ノ
ポ
リ
ス
の
占
領
（
一
四
五
三
）
の
前
後
、
当
時
ま
で
そ
の
辺
に
あ
っ
た
ギ
リ
シ
ア
の
学
問
の
一
つ
の
伝
統
が
イ
タ
リ
ア
に
移

動
し
た
と
い
う
よ
う
な
刺
激
も
あ
り
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
西
欧
の
人
々
は
、
急
激
に
古
代
の
異
教
徒
の
高
い
文
化
に
目
を
開
か
せ
ら
れ
て

い
く
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
い
え
ば
、
一
三
世
紀
の
ダ
ン
テ
の
『
神
曲
』
に
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
人
た
ち
―
―
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ

ト
ン
か
ら
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
ま
で
―
―
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
を
知
ら
な
い
た
め
、
辺
境
と
は
い
え
地
獄
の
一
隅
に
と
ど
め
ら
れ
て
い

な
が
ら
も
、
偉
人
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
も
お
も
し
ろ
い
。

一
四
世
紀
か
ら
一
六
世
紀
ご
ろ
ま
で
に
わ
た
る
ル
ネ
サ
ン
ス
と
は
、
実
は
何
度
か
に
わ
た
る
知
的
革
命
の
波
状
攻
撃
の
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、こ
の
ご
ろ
し
ば
し
ば
注
意
さ
れ
て
い
る
が
、わ
れ
わ
れ
の
主
題
で
あ
る
論
証
的
な
学
問
の
方
面
で
い
う
と
、ル

ネ
サ
ン
ス
の
一
般
史
に
お
け
る
波
と
は
多
少
違
っ
た
形
か
も
し
れ
な
い
が
、
や
は
り
何
回
か
の
波
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
特
に
そ
の
最

後
の
波
と
み
ら
れ
る
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
数
学
へ
の
目
覚
め
は
、
後
の
微
分
積
分
学
の
形
成
と
の
関
連
か
ら
言
っ
て
、
最
も
重
大
な
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
他
に
も
、
記
号
代
数
の
技
法
が
普
及
し
、
元
来
は
た
だ
の
テ
ク
ニ
カ
ル
な
手
段
で
あ
っ
た
こ
の
技
法
が
、
デ
カ
ル
ト

な
ど
の
手
を
経
て
、
演
算
力
と
と
も
に
論
証
法
を
自
ら
の
中
に
持
っ
た
「
学
問
」
と
し
て
成
長
す
る
に
当
っ
て
、
デ
ィ
オ
パ
ン
ト
ス
の

『
数
論
』
が
あ
る
役
割
を
演
じ
た
と
い
う
意
見
も
あ
る
。

た
だ
そ
れ
に
し
て
も
、
ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
近
世
に
対
し
て
の
ギ
リ
シ
ア
的
「
数
学
」
の
影
響
と
な
る
と
、
狭
い
意
味
で
の
論
証
的
学

問
そ
の
も
の
の
影
響
よ
り
、
数
学
こ
そ
世
界
の
謎
を
解
く
鍵
で
あ
る
と
い
う
、
例
の
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
‐
プ
ラ
ト
ン
的
な
考
え
方
の
影
響
の

方
が
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
た
び
は
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
以
東
の
イ
ン
ド
あ
る
い
は
中
国
な
ど
と
い
う
東
方
諸
文
化
か
ら

の
実
験
的
学
問
の
系
統
が
、
そ
こ
に
は
共
存
し
て
い
た
わ
け
で
、
こ
こ
に
記
号
代
数
的
方
法
と
、
ア
ル
キ
メ
デ
ス
に
触
発
さ
れ
た
方
針

な
い
し
方
法
と
を
兼
備
し
た
学
問
的
動
き
が
始
ま
る
と
、
そ
れ
は
結
局
、
解
析
学
に
よ
っ
て
武
装
さ
れ
た
古
今
未
曾
有
の
有
力
な
数
理

的
自
然
科
学
に
ま
で
成
長
せ
ず
に
お
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
経
験
的
な
学
問
と
、
プ
ラ
ト
ン
的
な
数
理
思
想
と
は
、
今
日
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わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
ほ
ど
、
容
易
に
ま
た
自
然
に
結
び
つ
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
と
も
か
く
、
ガ
リ
レ
イ
、
デ

カ
ル
ト
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
時
代
が
移
る
間
に
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
そ
の
後
の
人
類
の
運
命
を
決
す
る
よ
う
な
巨
大

な
学
問
が
成
長
し
た
と
い
う
こ
と
だ
け
は
、
確
か
に
言
え
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
こ
で
そ
れ
に
つ
け
て
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
論
証
的
学
問
な
る
も
の
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
理
論

的
「
数
学
」
と
と
も
に
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
「
数
学
」
を
鍛
え
、
か
つ
逆
に
「
数
学
」
に
鍛
え
ら
れ
つ
つ
、
や
が
て
そ
れ
な
り
の
形
に

ま
と
ま
っ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
「
世
界
」
は
動
か
せ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ

れ
だ
け
で
は
、
世
界
観
の
基
盤
に
位
置
を
占
め
、「
宇
宙
」
を
、
あ
る
い
は
最
も
広
い
意
味
で
の
「
世
界
」
を
、
理
解
し
把
握
す
る
た
め

の
新
し
い
道
を
示
唆
し
、
人
を
そ
の
道
に
駆
り
立
て
る
デ
モ
ニ
ッ
シ
ュ
な
力
と
な
る
ま
で
に
は
、
い
た
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う

点
で
あ
る
。
こ
こ
で
私
の
個
人
的
な
推
測
を
あ
え
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
私
は
、
経
験
的
世
界
と
イ
デ
ア
の
世
界
と
を
つ
な
ぐ
一
つ
の
学

問
と
し
て
の
理
論
的
「
数
学
」
が
生
じ
た
と
こ
ろ
で
、
古
代
の
論
証
的
学
問
が
今
日
に
対
し
て
も
つ
最
大
の
役
割
は
終
わ
っ
た
も
の
と

考
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
古
代
の
論
証
的
学
問
、
特
に
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
の
『
原
論
』
は
、
後
世
の
学
問

的
叙
述
の
手
本
と
な
り
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
』、
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
エ
チ
カ
』
を
は
じ
め
、
そ
の
形
式
を
模
し
て
書
か
れ
た

書
物
は
非
常
に
多
い
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
い
ず
れ
も
、
一
つ
の
学
問
的
創
造
を
終
え
た
段
階
に
立
っ
て
、
説
得
の
仕
事
に
か
か
っ

た
時
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
作
品
を
動
か
し
て
い
る
も
の
は
、
も
と
よ
り
決
し
て
『
原
論
』
の
示
し
て
い
る
形
式
の
中
に
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

そ
し
て
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
つ
い
て
も
言
え
る
事
で
あ
る
。
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参
　
考
　
文
　
献

ま
ず
、
古
代
科
学
史
全
般
に
関
す
る
も
の
か
ら
あ
げ
る
と
、

　
（
1
）Ｊ
・
Ｌ
・
ハ
イ
ベ
ル
ク
（
平
田
寛
訳
）『
古
代
科
学
』（
鹿
島
研
究
所
出
版
会
、
一
九
七
〇
）

は
、
有
名
な
古
典
学
者
に
よ
る
、
簡
潔
的
確
な
ギ
リ
シ
ア
科
学
の
概
説
書
。
訳
書
は
戦
前
戦
後
に
一
度
ず
つ
出
た
が
、
最
近
、
ま
た
図

版
や
注
を
加
え
て
再
刊
さ
れ
た
。

　
（
2
）Ｂ
・
フ
ァ
リ
ン
ト
ン
（
出
隆
訳
）『
ギ
リ
シ
ャ
人
の
科
学
』
上
・
下
（
岩
波
新
書
、
一
九
五
五
）

科
学
史
の
背
景
た
る
一
般
史
的
視
点
を
も
っ
た
優
れ
た
書
物
。
唯
物
史
観
的
立
場
か
ら
書
か
れ
て
い
る
。

　
（
3
）Ｇ
・
サ
ー
ト
ン
（
平
田
寛
訳
）『
古
代
中
世
科
学
文
化
史
』

ギ
リ
シ
ア
以
前
か
ら
ア
ラ
ビ
ア
科
学
に
い
た
る
概
説
書
。
原
書
の
注
お
よ
び
参
考
書
は
省
か
れ
て
い
る
。

　
（
4
）O.

N
eu
geb

au
er:

E
x
act

S
cien

ces
in

A
n
tiq

u
ity,

(B
row

n
U
n
iv
.
P
ress,

1957)

同
じ
著
者
に
は
前
に
、

　
（
5
）O.

N
eu
geb

au
er:

V
orlesu

n
gen

ü
b
er

d
ie
G
esch

ich
ite

d
er

an
tiken

M
ath

em
atik

,
B
d
.
1,

(V
orgriech

isch
e
M
ath

em
atik

,

B
erlin

,
1934)

が
あ
り
、
最
近
復
刻
さ
れ
た
。
な
お
こ
の
第
II
巻
は
（
一
九
七
○
年
現
在
）
未
刊
で
あ
る
。

　
（
6
）B.

L
.
van

d
er

W
aerd

en
(tr.

b
y
A
.
D
resd

en
):
S
cien

ce
A
w
aken

in
g,

I.,
(P
.
N
o
ord

h
off

,
1954)

ノ
イ
ゲ
バ
ウ
ェ
ル
の
研
究
の
上
に
、
著
者
自
身
の
研
究
を
積
み
重
ね
て
な
っ
た
優
れ
た
書
物
。
最
近
第
II
部
（
天
文
学
史
、
ド
イ
ツ
語
）

も
出
版
さ
れ
た
。

　
（
7
）Ｓ
・
ボ
ホ
ナ
ー
（
村
田
全
訳
）『
科
学
史
に
お
け
る
数
学
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
〇
）
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専
門
の
数
学
者
の
手
に
な
る
卓
抜
か
つ
真
正
の
科
学
史
書
。
ギ
リ
シ
ア
諸
学
を
一
七
世
紀
以
後
の
状
況
と
比
較
す
る
見
方
、
特
に
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
に
関
す
る
評
価
に
、
視
野
の
広
さ
と
深
さ
が
見
ら
れ
る
。

科
学
史
あ
る
い
は
数
学
史
と
い
う
よ
り
、
も
っ
と
広
く
、
文
書
を
通
し
て
の
古
代
文
化
へ
の
手
引
き
と
し
て
、

　
（
8
）杉
勇
『
楔
形
文
字
入
門
』（
中
公
新
書
、
一
九
六
八
）

　
（
9
）Ｆ
・
Ｇ
・
ケ
ニ
オ
ン
（
高
津
春
繁
訳
）『
古
代
の
書
物
』（
岩
波
新
書
、
一
九
五
三
）

は
、
と
も
に
す
ぐ
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
特
に
古
代
数
学
史
に
関
係
す
る
も
の
を
い
く
つ
か
あ
げ
る
と
、

　
（
10
）Ｔ
・
Ｌ
・
ヒ
ー
ス
（
平
田
寛
他
訳
）『
ギ
リ
シ
ャ
数
学
史
』
上
・
下
（
共
立
出
版
、
一
九
六
○
）

は
、
標
準
的
な
書
物
と
し
て
有
名
。
た
だ
し
、
何
分
に
も
半
世
紀
以
上
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
内
容
的
に
は
そ
れ
よ
り
な
お
古
い
た

め
、
今
日
で
は
修
正
の
必
要
の
あ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
記
号
を
現
代
化
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
が
、
当
時
の
真
の
す
が
た
を
歪
め

る
点
も
あ
っ
て
、
そ
れ
も
欠
点
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。

　
（
11
）Ｎ
・
ブ
ル
バ
キ
（
村
田
全
・
清
水
達
雄
訳
）『
数
学
史
』（
東
京
図
書
、
一
九
七
○
）

現
代
数
学
の
立
場
か
ら
書
か
れ
た
書
物
だ
が
、
古
代
を
考
え
る
に
つ
い
て
も
得
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
も
っ
と
も
学
問
的
な
数
学
史
の

一
つ
。

　
（
12
）近
藤
洋
逸
・
黒
田
孝
郎
『
数
学
史
』（
中
教
出
版
、
一
九
五
三
）

資
料
原
典
へ
の
参
照
の
あ
る
す
ぐ
れ
た
書
物
。

　
（
13
）藤
原
松
三
郎
『
西
洋
数
学
史
』（
宝
文
館
、
一
九
五
六
）

は
、
原
典
を
数
多
く
渉
猟
し
て
書
か
れ
て
お
り
、
資
料
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
す
ぐ
れ
た
書
物
で
あ
る
。
古
代
か
ら
一
八
世
紀
オ
イ

ラ
ー
ま
で
。



49

　
（
14
）中
村
幸
四
郎
『
数
学
史
』（
新
興
出
版
社
啓
林
館
、
一
九
六
二
）

小
・
中
学
校
教
材
研
究
叢
書
の
一
冊
だ
が
、
従
来
日
本
で
書
か
れ
た
数
学
史
書
の
う
ち
で
、
も
っ
と
も
研
究
書
的
色
彩
の
こ
い
名
著
。

　
（
15
）村
田
全
・
茂
木
勇
『
数
学
の
思
想
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
六
七
）

サ
ボ
ー
の
業
績
そ
の
他
、
本
書
第
一
章
の
記
述
と
相
補
う
形
の
記
述
が
あ
る
。

全
般
的
な
通
史
と
し
て
、
特
に
推
奨
で
き
る
も
の
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
見
当
ら
な
い
が
、

　
（
16
）C.

B
oyer:

A
H
istroy

of
M
ath

em
atics,

(J
oh

n
W

iley
&

S
on

s,
1968)

は
、
た
と
え
ば
サ
ボ
ー
の
業
績
の
よ
う
な
、
新
し
い
材
料
を
取
り
入
れ
て
い
る
。

サ
ボ
ー
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
当
然
、

　
（
17
）Á.

S
zab

ó:
A
n
fän

ge
d
er

griech
isch

en
M
ath

em
atik

,
(K

iad
o,

1969)

を
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
、
高
度
の
専
門
書
だ
が
、
古
代
数
学
、
哲
学
史
再
構
成
の
意
図
を
秘
め
た
、
き
わ
め
て
識
見
構
想
の
深
遠
な

書
物
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
種
の
研
究
論
文
を
集
め
た
も
の
と
し
て
は
、

　
（
18
）O.

B
ecker

(ed
.):

Z
u
r
G
esch

ich
ite

d
er

griech
isch

en
M
ath

em
atik

,
(D

arm
stad

t,
1965)

が
大
切
で
あ
る
。
一
九
世
紀
中
葉
以
後
、
一
九
六
○
年
の
サ
ボ
ー
に
い
た
る
百
年
間
の
代
表
的
論
文
を
集
め
、
か
つ
取
り
上
げ
ら
れ
た

主
題
も
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
全
体
に
わ
た
る
。
第
一
章
で
取
り
上
げ
た
正
五
角
形
に
関
す
るvon

F
ritz

の
論
文
も
こ
こ
に
収
録
さ
れ
て

い
る
。

ベ
ッ
カ
ー
に
は
、

　
（
19
）O.

B
ecker:

G
ru
n
d
lagen

d
er

M
ath

em
atik

in
gesch

ich
itlich

er
E
n
tw

ick
lu
n
g,

(M
u
n
ch
en
,
1954)

そ
の
他
、
数
学
の
哲
学
と
歴
史
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
著
作
が
あ
る
。
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つ
ぎ
に
哲
学
史
、
そ
の
他
に
関
連
す
る
も
の
を
あ
げ
る
と
、

　
（
20
）Ｂ
・
ラ
ッ
セ
ル
（
市
井
三
郎
訳
）『
西
洋
哲
学
史
』
上
・
中
・
下
（
み
す
ず
書
房
、
一
九
五
四
〜
五
六
）

こ
れ
は
標
準
的
な
哲
学
史
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
つ
の
独
特
な
ま
と
ま
っ
た
哲
学
史
と
い
え
る
。

　
（
21
）Ｅ
・
ツ
ェ
ラ
ー
（
大
谷
長
訳
）『
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
史
綱
要
』（
未
来
社
、
一
九
七
〇
）

は
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
史
と
し
て
標
準
的
か
つ
簡
潔
な
古
典
的
書
物
で
あ
る
。

一
般
的
な
歴
史
よ
り
、
も
う
少
し
第
一
章
の
問
題
に
立
ち
入
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、

　
（
22
）下
村
寅
太
郎
『
科
学
史
の
哲
学
』（
弘
文
堂
、
一
九
四
一
）

を
第
一
に
あ
げ
る
。

　
（
23
）田
中
美
知
太
郎
『
ソ
フ
ィ
ス
ト
』（
弘
文
堂
、
一
九
四
一
）

も
ま
た
、
あ
る
意
味
で
示
唆
的
な
書
物
。
サ
ボ
ー
の
一
九
六
○
年
の
論
文
は
、
そ
の
全
体
的
傾
向
か
ら
こ
の
書
物
を
想
い
起
こ
さ
せ
る

と
こ
ろ
が
あ
る
。

哲
学
史
と
い
う
よ
り
論
理
学
史
に
な
る
が
、

　
（
24
）J.

M
.
B
o
ch
en
sk
i
(tr.

b
y
I.
T
om

as):
A

H
istroy

y
of

F
orm

al
L
ogic,

(U
n
iv
.
of

N
otred

am
e
P
ress,

1961)

も
大
切
で
あ
る
。
論
理
学
史
に
は
他
に
も
重
要
な
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
右
の
ボ
ヘ
ン
ス
キ
ー
の
書
物
に
つ
い
て
見
ら
れ
た
い
。

最
後
に
、
源
泉
的
資
料
を
い
く
つ
か
あ
げ
よ
う
。

　
（
25
）山
本
光
雄
編
『
初
期
ギ
リ
シ
ア
哲
学
者
断
片
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
）

　
（
26
）M
.
R
.
C
oh

en
an

d
I.
E
.
D
rab

k
in
:
A

S
ou

rce
B
o
ok

in
G
reek

S
cien

ce,
(H

arvard
U
n
iv
.
P
ress,

1966)

以
上
は
こ
の
種
の
も
の
と
し
て
は
最
も
手
近
か
な
も
の
だ
が
、
本
格
的
に
勉
強
す
る
た
め
の
文
献(P

au
ly
-W

ilssow
,
D
ielas-K

ran
z,

etc.)

も
あ
げ
て
あ
っ
て
有
用
で
あ
る
。
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（
27
）ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
（
中
村
幸
四
郎
・
寺
坂
英
孝
・
池
田
美
恵
・
伊
東
俊
太
郎
訳
）『
原
論
』（
共
立
出
版
）

当
然
あ
る
べ
く
し
て
、
長
ら
く
日
本
版
が
出
な
か
っ
た
が
、
よ
う
や
く
今
年
中
に
は
出
る
由
で
あ
る
。

ま
た
哲
学
の
方
面
で
は
、

　
（
28
）『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
』
全
一
八
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
〜
）

が
進
行
中
で
あ
る
し
、
プ
ラ
ト
ン
に
つ
い
て
も
、

　
（
29
）（
岡
田
正
三
訳
）『
プ
ラ
ト
ン
全
集
』（
全
国
書
房
、
一
九
四
七
〜
五
二
）

の
復
刻
も
進
行
し
て
い
る
（
一
九
六
九
〜
）。
ま
た
個
々
の
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
の
中
に
は
、
い
く
種
類
か
の
す
ぐ
れ
た
邦
訳
が
あ
る
。
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広
重
徹
編
『
科
学
史
の
す
す
め
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
〇
年
一
〇
月
）
所
収
。

P
D
F

化
に
はL AT

E
X
2ε

で
タ
イ
プ
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
行
い
、d

v
ip
d
fm

x

を
使
用
し
た
。

村
田
全
氏
の
そ
の
他
の
著
作
に
つ
い
て
は
、

科
学
の
古
典
文
献
の
電
子
図
書
館
「
科
学
図
書
館
」

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
c
a
m
.
h
i
-
h
o
.
n
e
.
j
p
/
m
u
n
e
h
i
r
o
/
s
c
i
e
n
c
e
l
i
b
.
h
t
m
l

に
収
録
し
て
あ
り
ま
す
。

「
科
学
図
書
館
」
に
新
し
く
収
録
し
た
文
献
の
案
内
、
そ
の
他
「
科
学
図
書
館
」
に
関
す
る
意
見
な
ど
は
、

「
科
学
図
書
館
掲
示
板
」

h
t
t
p
:
/
/
6
3
2
5
.
t
e
a
c
u
p
.
c
o
m
/
m
u
n
e
h
i
r
o
u
m
e
d
a
/
b
b
s

を
御
覧
い
た
だ
く
か
、
書
き
込
み
く
だ
さ
い
。

http://www.cam.hi-ho.ne.jp/munehiro/sciencelib.html
http://6325.teacup.com/munehiroumeda/bbs

