
ギ
リ
シ
ア
数
学
史
に
お
け
る
ゼ
ノ
ン

村
田
　
全

一
　
流
転
す
る
ゼ
ノ
ン

飛
ん
で
い
る
矢
は
止
っ
て
い
る
と
か
、
ア
キ
レ
ス
は
亀
に
追
い
つ
け
な
い
と
か
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
」
に
つ
い

て
は
、
古
来
多
く
の
議
論
が
あ
る
が
、
そ
の
第
一
の
原
因
は
史
料
の
不
足
で
あ
ろ
う
。
な
に
し
ろ
二
千
数
百
年
も
昔
の
こ
と
で
、
ゼ

ノ
ン
の
著
書
が
残
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、「
逆
理
」
の
意
味
や
目
的
を
ゼ
ノ
ン
の
立
場
に
立
っ
て
再
現
す
る
の
が
、
そ
も
そ
も
大

変
な
難
問
で
あ
る
。
し
か
も
問
題
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
話
が
運
動
、
無
限
、
連
続
、
時
間
、
空
間
な
ど
と
、
い
く
ら
で
も
深
遠

な
議
論
の
で
き
る
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
方
面
の
学
問
の
進
歩
に
応
じ
て
、
そ
の
時
そ
の
時
の
「
現
代
的
」
ゼ
ノ
ン
解

釈
が
可
能
に
な
る
。
は
じ
め
の
ゼ
ノ
ン
再
現
の
方
は
正
統
的
な
古
典
解
釈
の
問
題
、
後
の
現
代
的
解
釈
の
方
は
、
い
わ
ば
古
典
に
よ

る
創
作
活
動
で
、
し
か
も
こ
の
二
つ
の
仕
事
を
は
っ
き
り
と
は
区
別
し
か
ね
る
場
合
も
少
な
く
な
い
か
ら
、
今
後
も
お
そ
ら
く
議
論

の
種
は
尽
き
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
逆
理
」
の
い
ろ
い
ろ
な
解
釈
を
反
映
し
て
、
ゼ
ノ
ン
の
評
価
も
ま
た
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
実
際
、
彼
は
ギ
リ
シ
ア
の
昔
か
ら
、
あ

る
い
は
「
詭
弁
家
」
と
貶
さ
れ
、
あ
る
い
は
「
弁
証
法
の
祖
」
と
持
ち
上
げ
ら
れ
た
問
題
の
人
で
あ
っ
た
が
、
特
に
最
近
の
百
年
前
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後
に
お
い
て
、
評
価
の
上
下
は
ひ
と
し
お
激
し
い
。

こ
と
の
起
こ
り
は
、
十
九
世
紀
末
に
フ
ラ
ン
ス
の
数
学
史
家
Ｐ
・
タ
ン
ヌ
リ
が
、
数
学
史
に
お
け
る
ゼ
ノ
ン
の
意
義
を
「
発
見
」
し

た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
後
の
数
学
史
家
た
ち
に
大
き
い
影
響
を
与
え
、
つ
い
に
は
ゼ
ノ
ン
を
ギ
リ
シ
ア
数
学
の
根
底
的
危
機

を
救
っ
た
「
運
命
の
人
」
と
見
る
学
者
ま
で
現
れ
る
に
到
っ
た
。
こ
の
評
価
は
、
ゼ
ノ
ン
を
微
分
積
分
学
の
遠
い
起
源
に
結
び
つ
け

て
考
え
る
も
の
で
、
今
で
も
か
な
り
広
く
行
な
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
一
九
四
〇
年
に
な
っ
て
オ
ラ
ン
ダ
の
数
学
者
で
数
学
史
家

で
も
あ
る
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ワ
ル
デ
ン
が
、
タ
ン
ヌ
リ
の
「
発
見
」
を
細
か
く
批
判
し
た
論
文
を
発
表
し
、
ゼ
ノ
ン
は
「
詭
弁
家
」
で

も
「
運
命
の
人
」
で
も
な
く
て
、
そ
の
本
来
の
姿
た
る
「
エ
レ
ア
哲
学
の
人
」
と
見
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
筆
者
は
こ
の
主
張
を

ほ
ぼ
決
定
的
な
も
の
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
後
ま
た
二
〇
年
た
っ
て
、
ゼ
ノ
ン
に
は
も
う
一
度
、
数
学
史
上
で
の
大
き
い

評
価
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
一
九
六
〇
年
に
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
数
学
史
家
サ
ボ
ー
は
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の

公
理
系
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
に
お
い
て
、
ゼ
ノ
ン
た
ち
エ
レ
ア
派
は
き
わ
め
て
本
質
的
な
役
割
を
演
じ
た
と
の
意
見
を
発
表
し

た
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
は
、
理
論
的
数
学
ば
か
り
で
な
く
体
系
的
学
問
一
般
に
と
っ
て
の
典
型
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
新
し
い
評
価
は
ゼ
ノ
ン
を
、
タ
ン
ヌ
リ
の
場
合
と
は
別
の
方
面
で
、
再
び
数
学
史
上
の
最
高
の
座
に
送
る
こ
と
を
意
味
す

る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
評
価
は
、
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ワ
ル
デ
ン
の
タ
ン
ヌ
リ
批
判
と
は
矛
盾
し
な
い
し
、
い
ろ
い
ろ
と
問
題

は
残
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
よ
く
行
き
と
ど
い
た
研
究
の
結
果
で
あ
っ
て
、
今
後
に
大
き
い
影
響
を
残
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
筆
者
が
こ
こ
で
企
て
て
い
る
の
は
、
自
分
で
新
た
に
ゼ
ノ
ン
論
を
創
作
し
よ
う
と
か
、
古
今
の
ゼ
ノ
ン
解
釈
を
概
観
的
に
紹

介
し
よ
う
と
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
主
と
し
て
タ
ン
ヌ
リ
か
ら
サ
ボ
ー
ま
で
の
ゼ
ノ
ン
像
の
変
遷
を
紹
介
す
る
か
た
わ
ら
、
数

学
史
研
究
と
い
う
も
の
の
最
近
の
姿
を
示
し
て
み
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
は
、
政
治
家
や
軍
人
な
ら
ば
い
ざ
し
ら
ず
、
学
問
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の
人
の
死
後
の
運
命
に
も
、
こ
の
よ
う
な
有
為
転
変
が
あ
る
も
の
か
と
い
う
思
い
が
あ
り
、
そ
の
有
為
転
変
が
ほ
か
で
も
な
い
、
流

転
に
対
す
る
恒
常
を
説
い
た
エ
レ
ア
派
の
人
を
見
舞
っ
て
い
る
と
い
う
面
白
さ
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
筆
者
を
駆
っ
て
身
の
ほ
ど
知
ら

ず
な
ゼ
ノ
ン
雑
談
に
筆
を
と
ら
せ
た
の
で
あ
る
が
、
正
直
の
と
こ
ろ
、
や
っ
て
み
て
手
に
余
っ
た
。
む
し
ろ
興
味
の
あ
る
方
は
左
の

文
献
の
ど
れ
か
に
直
接
あ
た
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
と
も
に
そ
れ
だ
け
で
完
結
し
た
読
み
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
数
学
史
研
究
と

い
う
も
の
の
あ
り
方
を
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
で
あ
ろ
う
。

B
.
L
.
van

d
er

W
aerd

en
,
Z
en
on

u
n
d
d
ie

G
ru
n
d
lagen

k
rise

d
er

griech
isch

en
M
ath

em
atik

.

（
ゼ
ノ
ン
と
ギ
リ
シ
ア
数
学
の

根
底
的
危
機
）(M

athem
atische

A
n
n
alen

,
B
d
.
117,

1940.)

Á
.
S
zab

ó,
A
n
fän

ge
d
es

eu
k
lid

eisch
en

A
x
iom

en
sy
stem

s.

（
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
公
理
系
の
起
源
）(A

rchives
for

the
H
istry

of

E
xact

S
cien

ces,
vol.

1,
1960.)

Á
.
S
zab

ó,
A
n
fän

ge
d
er

griech
isch

en
M
ath

em
atik

.

（
ギ
リ
シ
ア
数
学
の
起
源
）A

kad
em

iai
K
iad

ó,
B
u
d
ap

est.
1969.

（
こ
の
最
後
の
書
物
の
邦
訳
は
、
中
村
幸
四
郎
、
中
村
清
の
両
氏
と
筆
者
の
共
訳
で
玉
川
大
学
出
版
部
か
ら
刊
行
予
定
）。

な
お
、
古
来
の
ゼ
ノ
ン
解
釈
の
歴
史
を
知
る
に
は
、

F
.
C
a
jori,

T
h
e
H
istry

of
Z
en
o’s

argu
m
en
t
on

m
otion

.

（
ゼ
ノ
ン
の
運
動
論
の
歴
史
）(A

m
erican

M
athem

atical
M
on

thly.

vol.
22,

1915.)

が
便
利
で
あ
る
が
、
な
に
ぶ
ん
半
世
紀
も
昔
の
も
の
で
あ
る
上
、
前
記
の
タ
ン
ヌ
リ
の
説
を
と
り
、
し
か
も
カ
ン
ト
ル
の
集
合
論
に

よ
っ
て
「
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
は
解
決
さ
れ
た
」
と
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
か
ら
、
以
下
の
話
に
直
接
の
参
考
に
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ

簡
潔
な
概
観
で
あ
る
が
、
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W
.
D
.
R
oss,

A
ristotle’s

P
hysics;

A
R
evised

T
ext

w
ith

In
trodu

ction
an

d
C
om

m
en

tary,
(1936)

の
序
論
の
中
の
ゼ
ノ
ン
へ
の
解
説
が
、
カ
ン
ト
ル
に
幻
惑
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
明
快
で
あ
る
。

二
　
根
本
史
料

本
論
に
入
る
前
に
、
ゼ
ノ
ン
に
関
す
る
根
本
史
料
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
き
た
い
。
要
す
る
に
根
本
史
料
の
乏
し
さ
や
、
そ
の
確

実
性
に
対
す
る
多
少
の
疑
惑
な
ど
を
、
前
も
っ
て
勘
定
に
入
れ
て
お
く
の
で
あ
る
。

実
は
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
や
エ
ジ
プ
ト
で
は
、
西
暦
紀
元
前
約
二
十
世
紀
か
ら
紀
元
の
頃
ま
で
に
わ
た
っ
て
、
数
学
に
関
す
る
相
当
な

量
の
史
料
原
典
が
残
っ
て
い
る
が
、
前
六
世
紀
か
ら
約
千
年
に
わ
た
る
ギ
リ
シ
ア
文
献
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
皆
無
で

あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
ゼ
ノ
ン
に
限
ら
ず
、
当
時
の
重
要
な
著
作
で
著
者
の
生
き
た
時
代
か
ら
千
年
以
内
に
作
ら
れ
た
写
本
さ
え
、
全

く
現
存
し
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
程
で
あ
っ
て
、
こ
う
な
る
と
、
当
時
の
学
者
に
つ
い
て
か
な
り
の
こ
と
が
解
り
、
書
物
に
よ
っ

て
は
復
元
作
業
が
ほ
ぼ
完
全
に
で
き
て
い
る
と
い
う
事
実
の
方
が
、
む
し
ろ
不
思
議
だ
と
い
い
た
い
く
ら
い
で
あ
る
。

少
し
余
談
に
わ
た
る
が
、
こ
の
間
の
事
情
を
も
う
少
し
説
明
す
る
と
、
ま
ず
当
時
の
本
は
す
べ
て
写
本
だ
か
ら
数
が
少
な
い
上
に
、

用
紙
で
あ
る
パ
ピ
ル
ス
は
、
二
十
世
紀
の
紙
ほ
ど
脆
く
は
な
い
に
せ
よ
、
決
し
て
保
存
の
よ
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
上
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
以
前
の
ギ
リ
シ
ア
に
は
蔵
書
の
習
慣
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
蔵
書
何
十
万
巻
と
い
わ
れ
た
ア
レ
キ
サ

ン
ド
レ
イ
ア
の
図
書
館
や
学
園
ム
サ
イ
オ
ン
は
、
文
字
ど
お
り
他
に
か
け
が
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
が
四
世
紀
末

か
、
遅
く
と
も
七
世
紀
末
ま
で
に
は
、
ほ
ぼ
完
全
に
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
、
史
料
を
蒐
集
し
復
元
す
る
こ
と
の
む
ず
か

し
さ
も
、
ま
た
そ
の
お
ぼ
つ
か
な
さ
も
、
想
像
に
難
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
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さ
て
今
日
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の
学
者
に
つ
い
て
調
べ
る
に
は
、

D
iels-K

ran
z,

D
ie

F
ragm

en
te

der
V
orsokratiker,

（
デ
ィ
ー
ル
ス
・
ク
ラ
ン
ツ
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の
断
片
集
』）

と
い
う
三
冊
本
な
ど
が
よ
く
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
当
時
の
学
者
を
年
代
順
に
並
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
涯
や
学
説
に
つ
い
て
の
記

事
を
集
め
た
も
の
で
、
ゼ
ノ
ン
の
分
は
一
一
ペ
ー
ジ
、
三
四
項
あ
る
。（
も
っ
と
も
、It

is
all

G
reek

!

で
あ
る
）

以
下
で
は
、
こ
の
本
に
あ
る
も
の
を
根
本
史
料
と
呼
ぶ
が
、
ゼ
ノ
ン
の
項
の
中
で
一
番
古
い
の
が
、

プ
ラ
ト
ン
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』（
岩
波
版
『
プ
ラ
ト
ン
全
集
四
』
田
中
美
知
太
郎
訳
、
一
九
七
五
年
の
ほ
か
長
沢
信
寿
訳
一
九
四
四

年
あ
り
）

を
は
じ
め
と
す
る
二
、
三
の
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
か
ら
の
引
用
で
、
そ
の
次
が

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
自
然
学
（
フ
ィ
ジ
カ
）』（
岩
波
版
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
三
』
出
隆
、
岩
崎
允
胤
訳
、
一
九
六
八
年
）

か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
ゼ
ノ
ン
の
活
躍
し
た
時
代
か
ら
約
八
〇
年
、
後
者
は
百
年
余
り
た
っ
て
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
他
の
目
ぼ
し
い
根
本
史
料
と
し
て
は
、

デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
ウ
ス
『
哲
学
者
列
伝
』

シ
ン
プ
リ
キ
オ
ス
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
然
学
註
釈
』

な
ど
が
あ
る
が
、
前
者
は
三
世
紀
半
ば
の
も
の
、
後
者
は
六
世
紀
の
も
の
で
、
ゼ
ノ
ン
の
時
代
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
約
七
百
年
、
千
年
の
へ

だ
た
り
が
あ
る
。
こ
の
間
、
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
ウ
ス
（
紀
元
前
二
世
紀
頃
、
伝
記
不
明
）
の
二
世
紀
も
前
に
、
ア
レ
キ

サ
ン
ド
レ
イ
ア
の
大
図
書
館
は
、
カ
エ
サ
ル
の
軍
隊
の
失
火
で
焼
け
た
（
西
紀
前
四
八
）。
そ
の
修
復
の
た
め
、
ペ
ル
ガ
モ
ン
に
あ
っ

た
大
き
な
図
書
館
の
蔵
書
を
ア
レ
キ
サ
ン
ド
レ
イ
ア
に
移
し
た
り
し
た
が
、
結
局
四
世
紀
末
ま
で
に
そ
れ
も
再
三
の
破
壊
を
受
け
た
。
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こ
れ
が
シ
ン
プ
リ
キ
オ
ス
よ
り
一
世
紀
以
上
も
前
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
シ
ン
プ
リ
キ
オ
ス
の
時
代
と
い
え
ば
、
ア
テ
ネ
に
九
百

年
の
伝
統
を
誇
っ
た
学
園
ア
カ
デ
メ
イ
ア
が
王
命
に
よ
っ
て
閉
鎖
さ
れ
た
時
期
（
五
二
九
年
）
の
前
後
で
、
と
い
う
よ
り
も
、
彼
は

こ
の
学
園
の
最
後
の
学
頭
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
創
め
た
学
校
リ
ュ
ケ
イ
オ
ン
の
歴
史
は
、
実
質
的
に
は
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
死
と
共
に
早
く
も
終
わ
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
ゆ
く
と
、
以
上
の
根
本
史
料
、
特
に
後
の
二
つ
な
ど
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
ゆ
が
み
が
あ
る
と
考
え
る
の
が
常
識

で
あ
ろ
う
。
し
か
も
問
題
は
時
代
と
と
も
に
文
献
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
あ
る
の
み
で
は
な
い
。
古
い
学
問
を
後
代
に
伝
達
し
た
優
れ

た
学
者
や
有
力
な
学
派
が
、
そ
の
独
特
の
思
想
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
伝
承
を
ゆ
が
め
る
こ
と
も
あ
り
、
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
と
い
え
ど
も
そ
の
例
外
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
ら
は
普
通
は
判
定
の
し
よ
う
が
な
い
と
い
う
だ
け
の
話
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

に
は
現
存
す
る
根
本
史
料
だ
け
が
手
が
か
り
で
あ
る
の
に
、
そ
の
手
が
か
り
自
身
が
ど
の
程
度
に
信
用
で
き
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ

が
必
ず
し
も
確
か
で
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
格
的
な
研
究
の
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
の
根
本
史
料
に
対
す
る
い
ろ
い
ろ
な
吟
味
を
欠
か
せ
な
い
。
タ
ン
ヌ
リ
に
し
て
も
、

フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ワ
ル
デ
ン
や
サ
ボ
ー
に
し
て
も.
そ
う
い
う
吟
味
は
試
み
て
い
る
。
し
か
も
解
釈
に
天
地
の
差
が
あ
っ
た
り
す
る
の

は
困
っ
た
こ
と
だ
が
、
そ
の
事
情
は
お
い
お
い
説
明
し
て
ゆ
き
た
い
。

こ
れ
だ
け
の
苦
労
を
し
な
が
ら
も
、
例
え
ば
ゼ
ノ
ン
の
著
書
の
古
写
本
が
ど
こ
か
で
発
見
さ
れ
た
り
す
る
と
、
ゼ
ノ
ン
解
釈
は
も

と
よ
り
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
学
問
史
全
体
が
、
根
本
的
な
変
革
を
こ
う
む
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
い
う
仕
事
は
、
考
え
て
み
る
と

盲
人
が
象
を
な
で
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は
ま
た
賽
の
河
原
の
石
積
み
の
よ
う
な
、
は
か
な
く
も
心
も
と
な
い
も
の
の
よ
う
に
思
え
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
一
方
で
は
、
そ
ん
な
時
が
来
て
も
、
従
来
の
考
え
が
予
想
以
上
に
当
た
っ
て
い
る
よ
う
な
事
態
が
、
期
待
で
き
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そ
う
な
気
も
し
な
い
で
は
な
い
。

三
　
ゼ
ノ
ン
の
生
涯

ゼ
ノ
ン
の
人
と
な
り
は
、
主
に
前
記
プ
ラ
ト
ン
の
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
や
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
ウ
ス
の
『
哲
学
者
列
伝
』

な
ど
か
ら
推
察
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
前
者
に
お
け
る
ゼ
ノ
ン
は
対
話
劇
の
劇
中
人
物
で
あ
る
し
、
後
者
は
書
か
れ
た
時
代
が
少
々

下
が
り
す
ぎ
て
お
り
、
し
か
も
双
方
の
記
述
に
は
時
と
し
て
大
き
な
喰
い
ち
が
い
が
あ
る
。
そ
こ
で
あ
ま
り
細
節
に
は
こ
だ
わ
ら
ぬ

こ
と
に
し
て
、
そ
れ
ら
を
適
当
に
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
な
像
が
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

ゼ
ノ
ン
は
南
イ
タ
リ
ア
の
エ
レ
ア
の
人
。
エ
レ
ア
学
派
の
祖
た
る
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
弟
子
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
今
は
失
わ

れ
た
書
物
の
中
で
、
ゼ
ノ
ン
を
「
弁
証
法
の
祖
」
と
呼
ん
だ
と
い
う
。
プ
ラ
ト
ン
の
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
か
ら
の
推
測
で
は
、
生
ま
れ

た
の
は
前
四
九
〇
年
頃
、
死
ん
だ
の
は
前
四
三
〇
年
頃
。
し
て
み
る
と
対
ペ
ル
シ
ア
戦
争
（
前
四
九
〇
―
四
七
九
）
の
頃
に
生
ま
れ
、

ペ
ロ
ポ
ン
ネ
ソ
ス
戦
争
（
前
四
三
一
―
四
〇
四
）
の
始
ま
る
前
後
ま
で
、
大
体
ア
テ
ネ
の
全
盛
期
を
生
き
た
こ
と
に
な
る
が
、
ア
テ

ネ
に
住
ん
だ
の
で
は
な
い
ら
し
い
。

当
時
は
ア
テ
ネ
民
主
制
の
興
隆
と
、
そ
の
民
主
制
の
ギ
リ
シ
ア
各
地
へ
の
伝
播
が
あ
り
、
他
方
そ
れ
に
対
す
る
独
裁
制
の
反
撃
が

あ
り
、
結
局
こ
れ
が
ペ
ロ
ポ
ン
ネ
ソ
ス
戦
争
に
つ
づ
く
の
で
あ
る
が
、
ゼ
ノ
ン
も
ま
た
そ
の
故
国
で
の
反
独
裁
制
の
闘
争
の
中
で
落

命
し
た
と
い
わ
れ
る
。
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
彼
は
政
治
上
で
も
哲
学
上
で
も
、
高
潔
な
人
格
者
で
あ
っ

た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
読
者
の
中
に
は
、
ゼ
ノ
ン
を
詭
弁
家
と
だ
け
考
え
て
い
て
、
高
潔
な
人
格
者
と
い
う
評
価
に
戸
ま
ど
い
を
感
じ
ら
れ
る
方
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が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
戸
ま
ど
い
を
起
こ
さ
せ
る
例
は
、
実
は
他
に
も
あ
る
。
例
え
ば
プ
ラ
ト
ン

の
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
で
は
、
四
〇
歳
近
い
ゼ
ノ
ン
が
、
六
五
歳
ぐ
ら
い
の
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
と
と
も
に
ア
テ
ネ
を
訪
れ
、
お
そ
ら
く
二

〇
歳
前
後
だ
っ
た
若
き
日
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
啓
発
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
史
実
と
見
た
の
が
前
記
の
ゼ
ノ
ン
の
年
代
記

で
あ
る
が
、
同
時
に
こ
の
記
事
に
よ
る
と
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
プ
ラ
ト
ン
が
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
と
ゼ
ノ
ン
の
師
弟
に
、
好
意
と
い
う
よ

り
、
む
し
ろ
敬
意
を
も
っ
て
接
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。「
ソ
フ
ィ
ス
ト
（
詭
弁
論
者
）」
の
敵
た
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
、
ソ

フ
ィ
ス
ト
の
一
味
ら
し
い
ゼ
ノ
ン
と
の
こ
の
よ
う
な
関
係
も
、
奇
妙
と
い
え
ば
奇
妙
で
あ
ろ
う
。
実
を
言
う
と
、
い
わ
ゆ
る
ソ
フ
ィ

ス
ト
は
、
ゼ
ノ
ン
と
は
学
問
的
系
統
も
住
ん
だ
場
所
も
別
の
グ
ル
ー
プ
の
人
び
と
（
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
、
ゴ
ル
ギ
ア
ス
な
ど
）
で
あ
り
、

ゼ
ノ
ン
の
影
響
が
な
い
と
は
言
え
な
い
が
（
例
、
ゴ
ル
ギ
ア
ス
）、
ゼ
ノ
ン
を
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
中
に
数
え
る
の
は
、
哲
学
史
の
上
か
ら

見
て
誤
り
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
そ
の
件
に
立
ち
入
る
の
は
止
め
、
以
下
で
は
も
っ
ぱ
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
」
に
つ

い
て
考
察
を
進
め
た
い
。

四
　
「
飛
ぶ
矢
」

「
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
」
に
関
す
る
根
本
資
料
の
第
一
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
自
然
学
』
第
六
巻
の
中
に
あ
る
。
こ
の
本
は
プ
ラ

ト
ン
の
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
よ
り
、
三
、
四
〇
年
た
っ
て
書
か
れ
た
も
の
ら
し
い
が
、
後
者
と
ち
が
っ
て
ゼ
ノ
ン
に
は
好
意
的
で
な

い
。「
逆
理
」
の
説
明
に
し
て
も
、「
ゼ
ノ
ン
の
議
論
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
で
始
め
ら
れ
て
い
る
し
、
む
し
ろ
『
自
然

学
』
自
身
が
、
こ
の
「
ま
ち
が
い
」
の
克
服
の
た
め
に
書
か
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
ゼ
ノ
ン
の
議
論
を
「
逆
理
」
と
呼
ぶ
通

説
は
実
に
こ
の
本
の
中
に
そ
の
源
を
も
っ
て
い
る
。
つ
い
で
な
が
ら
、
筆
者
は
こ
の
よ
う
な
事
情
を
頭
に
お
い
て
、「
逆
理
」
と
い
う
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言
葉
を
引
用
符
の
中
に
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
こ
で
『
自
然
学
』
そ
の
他
の
中
か
ら
「
逆
理
」
に
関
す
る
部
分
を
訳
出
し
て
吟
味
す
る
と
な
る
と
本
式
だ
が
、
こ
れ
に
は

ち
ょ
っ
と
手
の
つ
け
ら
れ
な
い
事
情
が
あ
る
。
そ
れ
は
原
文
の
逐
語
訳
（
こ
れ
が
ま
ず
大
変
！
）
と
、
そ
の
本
当
の
内
容
的
理
解
と

の
間
に
あ
る
隔
た
り
と
で
も
い
う
べ
き
問
題
で
、
意
味
不
明
瞭
な
逐
語
訳
を
明
快
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
、
い
や
で
も
解
釈
者
の

考
え
が
入
っ
て
し
ま
う
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
実
際
、
デ
ィ
ー
ル
ス
の
『
断
片
集
』
の
ギ
リ
シ
ア
語
原
文
に
対
し
て
、
い
く
通
り
も

の
近
代
語
訳
が
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
は
訳
者
の
ゼ
ノ
ン
観
を
反
映
し
て
、
本
質
的
な
違
い
を
示
す
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。

次
に
こ
の
事
情
の
説
明
か
た
が
た
、
後
の
話
と
の
関
連
も
あ
っ
て
、『
自
然
学
』
か
ら
「
飛
ぶ
矢
」
の
論
を
訳
し
て
み
よ
う
と
い
っ

て
も
、
い
く
つ
か
の
近
代
語
訳
か
ら
の
、
か
な
り
自
由
な
重
訳
で
、〔
　
〕
の
部
分
は
筆
者
の
挿
入
で
あ
る
。

「
ゼ
ノ
ン
は
言
う
、
〝
万
物
は
静
止
状
態
に
あ
る
か
、
運
動
状
態
に
あ
る
か
、
い
ず
れ
か
だ
が
、
何
物
も
、
自
己
と
同
一
の
場
所

を
占
め
て
い
る
時
に
は
、
運
動
状
態
に
な
い
と
せ
よ
。
更
に
運
動
体
は
つ
ね
に
今
〔
と
い
う
瞬
間
〕
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
と

せ
よ
。
し
か
ら
ば
飛
ぶ
矢
は
不
動
で
あ
る
〞
と
」

あ
ま
り
解
り
や
す
い
文
章
で
は
な
い
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
の
直
後
に
自
分
流
の
解
釈
と
批
判
と
を
述
べ
て
い
る
。

「
し
か
し
こ
れ
は
ま
ち
が
い
で
あ
る
。
ど
ん
な
量
も
、
分
割
で
き
な
い
要
素
か
ら
で
き
て
い
る
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
、
時
間
も

ま
た
、
分
割
で
き
な
い
要
素
か
ら
で
き
て
い
る
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
」

こ
れ
で
み
る
と
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
頭
の
中
に
は
、
ゼ
ノ
ン
の
議
論
が
こ
う
映
っ
て
い
る
ら
し
い
。

―
―
ま
ず
時
間
は
或
る
長
さ
の
分
割
で
き
な
い
要
素
か
ら
で
き
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
矢
は
そ
の
今
と
い
う
要
素
に
お
い
て
静
止
し

て
い
る
。
だ
か
ら
矢
は
ず
っ
と
止
ま
っ
て
い
る
、
と
ゼ
ノ
ン
は
結
論
し
て
い
る
よ
う
だ
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
う
解
釈
し
た
上
、
こ
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の
解
釈
を
相
手
に
し
て
、「
時
間
は
分
割
不
能
の
要
素
か
ら
で
き
て
い
る
の
で
は
な
い
」
と
い
う
上
の
批
判
を
投
げ
た
の
で
あ
る
。
悪

く
い
え
ば
、
彼
は
自
分
の
考
え
の
影
を
相
手
に
た
た
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
ゼ
ノ
ン
は
、
実
際
に
こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
解
釈
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
真
相
は
も
と
よ
り
知
る

よ
し
も
な
い
が
、
例
え
ば
こ
の
話
の
初
め
に
触
れ
た
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ワ
ル
デ
ン
な
ど
は
、
別
の
い
ろ
い
ろ
な
事
情
か
ら
見
て
、
必

ず
し
も
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
と
推
測
す
る
。
そ
し
て
事
実
、
彼
が
引
用
し
て
い
る
カ
ロ
ジ
ェ
ロ
と
い
う
学
者
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
時

間
を
或
る
長
さ
の
要
素
か
ら
な
る
と
考
え
な
く
て
も
、
飛
ぶ
矢
の
論
に
は
別
に
左
記
の
よ
う
な
解
釈
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

元
来
、
ゼ
ノ
ン
の
属
し
た
エ
レ
ア
派
の
哲
学
は
、
そ
れ
以
前
の
「
生
成
、
流
転
」
を
論
じ
た
ミ
レ
ト
ス
学
派
の
哲
学
と
は
　た

い
せ
き

対
蹠　
的
に
、

「
唯
一
不
動
の
存
在
」
を
論
じ
て
い
た
。
そ
こ
で
カ
ロ
ジ
ェ
ロ
は
、
エ
レ
ア
派
の
基
本
原
理
を
「
唯
一
不
動
の
存
在
、
即
、
現
存
」
と

表
式
化
す
る
と
で
も
い
う
か
、「
今
」
と
い
う
永
遠
に
続
く
こ
の
瞬
間
に
お
い
て
現
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
「
存
在
」
そ
の
も
の
で
あ

る
と
解
釈
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
飛
ぶ
矢
の
論
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
場
合
、
前
の
訳
は
次
の
よ
う
に
改
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

「
ゼ
ノ
ン
は
い
う
、
〝
万
物
は
静
止
状
態
に
あ
る
か
、
運
動
状
態
に
あ
る
か
、
い
ず
れ
か
だ
が
、
自
己
と
同
一
の
場
所
を
占
め
て

い
る
時
に
は
運
動
状
態
に
な
い
と
せ
よ
。
更
に
運
動
体
は
つ
ね
に
現
に
存
在
す
る
と
せ
よ
。
し
か
ら
ば
飛
ぶ
矢
は
不
動
〔
の
存
在
〕

で
あ
る
〞
と
」

「
存
在
即
現
存
」
と
い
う
考
え
方
は
、
ゼ
ノ
ン
に
は
当
然
す
ぎ
て
明
記
さ
れ
ず
、
他
方
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
の
考
え
を
理
解
せ

ぬ
ま
ま
、
自
分
の
考
え
を
押
し
す
す
め
た
―
―
当
否
は
別
と
し
て
、
こ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
え
ぬ
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
と
も
か
く

こ
の
両
者
の
間
に
は
百
年
に
余
る
年
月
―
―
ペ
ル
リ
来
航
か
ら
今
日
に
及
ぶ
ほ
ど
の
年
月
―
―
が
流
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
今
は
解
釈
の
当
否
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
訳
が
う
か
つ
に
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
の
例
を
示
し
た
だ
け
で
あ
る
。
し
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か
し
、
こ
の
調
子
で
は
話
が
進
ま
な
い
か
ら
、
以
下
、
大
体
は
通
説
に
従
っ
て
、
四
つ
の
「
逆
理
」
を
説
明
し
て
し
ま
お
う
。

五
　
運
動
の
逆
理

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
自
然
学
』
の
中
で
、「
運
動
に
関
す
る
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
は
四
つ
あ
っ
た
」
と
伝
え
て
い
る
。
第
一
は
「
二
分

割
」
と
呼
ば
れ
、

「
運
動
体
は
終
点
に
着
く
前
に
走
路
の
中
点
に
着
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
そ
の
前
に
、
そ
の
中
点
ま
で
の
中
点
に
着
か
ね
ば
な
ら

ぬ
。
以
下
同
様
で
、
こ
の
故
に
運
動
な
る
も
の
は
あ
り
え
な
い
」

と
論
ず
る
。
こ
の
議
論
の
「
こ
の
故
に
」
と
あ
る
部
分
を
ど
う
解
釈
す
る
か
は
問
題
で
あ
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
解
釈
と
批
判

は
『
自
然
学
』
の
別
の
場
所
に
あ
っ
て
、
そ
の
大
意
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
ゼ
ノ
ン
は
、
無
限
の
位
置
を
有
限
時
間
内
に
は
通
過
で
き
な
い
と
仮
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
仮
定
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
時
間
や

距
離
な
ど
が
無
限
だ
と
い
っ
て
も
、
ど
こ
ま
で
も
分
割
で
き
る
と
い
う
意
味
の
無
限
と
、
ど
こ
ま
で
も
拡
が
っ
て
い
る
と
い
う
意

味
の
無
限
と
の
二
つ
を
区
別
す
べ
き
で
あ
る
。
第
二
の
意
味
で
無
限
な
距
離
を
有
限
時
間
に
通
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
第

一
の
意
味
の
下
で
な
ら
、
で
き
る
。
こ
の
場
合
は
位
置
も
無
限
だ
が
、
時
刻
も
無
限
だ
か
ら
で
あ
る
」

筋
は
一
応
通
っ
て
い
る
に
せ
よ
、
こ
れ
も
ま
た
一
つ
の
解
釈
と
そ
の
解
釈
へ
の
批
判
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

第
二
の
逆
理
は
「
ア
キ
レ
ス
」
と
呼
ば
れ
、
ア
キ
レ
ス
の
よ
う
な
速
い
走
者
も
、
亀
の
よ
う
な
遅
い
走
者
に
追
い
つ
け
な
い
と
論

ず
る
。
そ
の
理
由
は
、
ア
キ
レ
ス
が
亀
に
追
い
つ
く
に
は
、
ま
ず
亀
の
出
発
点
に
着
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
と
き
亀
は
い
く
ら

か
前
進
し
て
い
る
の
で
、
同
じ
こ
と
が
以
下
ど
こ
ま
で
も
繰
り
返
さ
れ
、
亀
は
つ
ね
に
ア
キ
レ
ス
の
少
し
前
に
い
る
か
ら
だ
と
い
う
。
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
こ
の
逆
理
は
本
質
的
に
「
二
分
割
」
と
同
じ
で
、
ま
ち
が
い
も
同
じ
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。

「
ア
キ
レ
ス
」
の
逆
理
を
、
時
計
の
長
針
が
短
針
を
追
う
と
い
う
形
で
考
え
直
し
て
み
る
と
お
も
し
ろ
い.

A ○ ○ ○ ○ ○ ○
B ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　　　−−−−→

C
　　　←−−−− ○ ○ ○ ○ ○ ○

A ○ ○ ○ ○ ○ ○
B ○ ○ ○ ○ ○ ○
C ○ ○ ○ ○ ○ ○
第 1図　ゼノンの第四の逆理　Aは静止しており，Bは右へ，C

は左へ同じ速さで動いているとしよう。ある時間の後，A，B，C
は下の図の位置を占める。この時，Bの “原子”はAの 3個の “原
子”とすれちがい，同時にCの 6個の “原子”とすれちがうことに
なる。すれちがい時間はすれちがう “原子”の個数と対応するは
ずだから，(BA)のすれちがい時間は (BC)のすれちがい時間の半
分である。しかるに，この二つのすれちがいは同時に起っている
のだから，ある時間はその半分と等しいことになる！

「
今
三
時
で
あ
る
が
、
こ
の
あ
と
長
針
は
い
つ
短
針
に
重
な
る
か
？
」
と

質
問
す
る
と
中
学
生
む
き
の
問
題
に
な
る
の
に
、
文
中
の
「
い
つ
」
を
「
い

か
に
し
て
」
と
変
え
る
と
ゼ
ノ
ン
の
議
論
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

第
三
の
「
飛
ぶ
矢
」
に
つ
い
て
は
前
節
で
述
べ
た
。
そ
の
と
き
最
初
に
与

え
た
訳
が
普
通
の
解
釈
で
あ
る
が
、
筆
者
は
後
の
カ
ロ
ジ
ェ
ロ
の
訳
に
重

み
を
か
け
た
い
。

以
上
の
三
つ
で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
ゼ
ノ
ン
の
議
論
と
自
分
の
批

判
と
を
と
も
か
く
区
別
し
て
い
る
が
、「
競
技
場
」
と
か
「
す
れ
ち
が
い
」

と
か
と
呼
ば
れ
る
第
四
の
逆
理
で
は
、
そ
の
区
別
さ
え
不
明
瞭
で
、
全
体
の

解
釈
に
つ
い
て
も
、
も
っ
と
も
異
説
が
多
い
。
あ
え
て
や
や
自
由
に
訳
し

て
み
よ
う
。

「
こ
の
逆
理
は
、
直
線
コ
ー
ス
の
両
端
か
ら
互
い
に
反
対
向
き
、
同
速
か

つ
平
行
に
動
く
二
つ
の
同
形
の
物
体
（
第
一
図
Ｂ
、
Ｃ
）
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
。
あ
る
時
間
と
そ
の
半
分
と
が
等
し
い
と
い
う
結
論
が
、
こ
の

こ
と
か
ら
導
き
出
せ
る
と
ゼ
ノ
ン
は
考
え
て
い
る
。
ま
ち
が
い
の
も
と
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は
、
物
体
Ｂ
が
自
分
と
同
速
、
同
形
の
物
体
Ｃ
と
す
れ
ち
が
う
の
に
も
、
自
分
と
同
形
の
静
止
物
体
Ａ
と
す
れ
ち
が
う
の
に
も
、
そ

の
所
要
時
間
は
同
じ
だ
と
仮
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
」

こ
の
先
は
明
瞭
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
意
見
に
な
る
が
、
こ
の
引
用
の
終
わ
り
に
あ
る
「
同
じ
だ
と
仮
定
し
て
い
る
」
の
が
、
本

当
に
ゼ
ノ
ン
な
の
か
、
そ
れ
と
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
ゼ
ノ
ン
の
意
見
を
推
測
し
て
そ
う
い
っ
て
い
る
の
か
、
筆
者
に
は
、
そ
の
辺

が
ど
う
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
と
も
か
く
よ
く
聞
く
説
明
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
長
さ
に
は
こ
れ
以
上
分
割
し
が
た
い
あ
る
大
き
さ
の
〝
原
子
〞
が
あ
り
、時
間
に
も
同
様
の
も
の
〝
瞬
時
〞
が
あ
る
と
せ
よ
。
Ｂ

の
各
原
子
は
Ａ
の
n
個
（
図
で
は
三
個
）
の
原
子
と
す
れ
ち
が
う
と
同
時
に
、
Ｃ
の
2n
個
（
図
で
は
六
個
）
の
原
子
と
も
す
れ
ち
が

う
。
と
こ
ろ
が
原
子
同
士
の
す
れ
ち
が
い
に
は
瞬
時
が
対
応
す
る
も
の
な
の
で
（
あ
る
い
は
、
対
応
す
る
と
す
れ
ば
）、
前
記
の
Ａ

対
Ｂ
、
Ｂ
対
Ｃ
の
す
れ
ち
が
い
の
時
間
は
、
原
子
の
個
数
か
ら
い
っ
て
前
者
が
後
者
の
半
分
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
一
方
こ
れ

は
同
時
に
起
き
る
の
だ
か
ら
、
或
る
時
間
と
そ
の
半
分
と
は
等
し
い
こ
と
に
な
る
」

第
一
か
ら
第
四
ま
で
の
逆
理
に
関
す
る
以
上
の
説
明
や
批
判
が
、
納
得
で
き
る
も
の
か
否
か
は
今
は
問
わ
な
い
。
た
だ
前
記
の
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
批
判
に
基
づ
い
た
一
つ
の
整
理
作
業
と
し
て
、「
二
分
割
」
と
「
ア
キ
レ
ス
」
で
は
、
時
間
、
空
間
を
無
限
分
割
可

能
と
仮
定
す
る
場
合
の
こ
と
が
論
じ
ら
れ.

「
飛
ぶ
矢
」
と
「
競
技
場
」
で
は
、
そ
の
分
割
が
或
る
「
原
子
」
ま
で
で
止
ま
る
と
仮
定

す
る
場
合
の
こ
と
が
論
じ
ら
れ
た
と
す
る
説
が
あ
っ
て,
こ
れ
は
か
な
り
広
く
行
き
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
。

六
　
帰
謬
法

前
の
二
節
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
自
然
学
』
に
よ
っ
て
話
を
進
め
た
が
、
他
方
、
ゼ
ノ
ン
に
好
意
的
な
プ
ラ
ト
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ン
の
対
話
篇
で
は
、
ゼ
ノ
ン
の
学
問
傾
向
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か?

　
も
ち
ろ
ん
例
の
四
つ
の
逆
理
の
こ
と
は

そ
こ
に
は
出
て
こ
な
い
が
、『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
に
は
エ
レ
ア
派
の
哲
学
と
そ
の
方
法
と
が
精
密
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
準
備
的

に
、
本
来
筆
者
の
任
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
し
ば
ら
く
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
流
れ
を
顧
み
よ
う
と
思
う
。

ギ
リ
シ
ア
哲
学
史
を
ひ
も
と
く
と
、
ま
ず
存
在
の
原
質
（
根
元
的
素
材
）
を
問
題
に
し
た
、
タ
レ
ス
に
始
ま
る
一
派
が
あ
る
。
タ

レ
ス
は
「
水
」
を
原
質
と
し
、
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
は
「
　ト

・
ア

ペ

イ

ロ

ン

限
定
さ
れ
ざ
る
も
の　
」
を
原
質
と
す
る
が
、
そ
れ
に
続
く
ア
ナ
ク
シ
メ

ネ
ス
で
は
原
質
は
「
　ア

エ
ー
ル

空
気　
（
エ
ー
テ
ル
）」
で
、
そ
れ
が
濃
く
な
っ
た
り
薄
く
な
っ
た
り
す
る
の
に
応
じ
て
、
宇
宙
万
物
の
な
り
た
ち

が
説
明
さ
れ
る
。
次
に
こ
の
生
成
の
相
を
強
調
し
た
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
が
い
る
。「
万
物
は
流
転
」
し
、
わ
れ
わ
れ
は
同
じ
流
転
の
流

れ
の
中
に
、「
入
り
ま
た
入
ら
ず
、
在
り
ま
た
在
ら
ず
」
な
ど
と
い
う
謎
め
い
た
言
葉
が
残
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
宗
教
的
な
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
一
派
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
数
が
存
在
の
根
底
的
秩
序
と
し
て
真
剣
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
意
味

の
と
り
方
に
は
異
説
が
多
い
が
、「
万
物
は
数
で
あ
る
」
と
い
う
こ
の
一
派
の
言
葉
も
有
名
で
あ
る
。

こ
れ
ら
に
対
す
る
エ
レ
ア
派
は
、
時
代
的
に
や
や
お
く
れ
て
、
存
在
の
論
理
的
側
面
を
と
ら
え
た
と
い
う
か
、
要
す
る
に
論
理
的
な

考
え
方
を
確
立
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
論
理
的
と
い
う
面
で
の
こ
の
学
派
の
基
本
原
理
は.

先
の
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
と
　た

い
せ
き

対
蹠　
的
に
、

「
有
る
も
の
は
あ
る
、
有
ら
ぬ
も
の
は
あ
ら
ぬ
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
第
四
節
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
こ
の
学
派
の
い
う
「
存
在
」
は
、
時

間
的
に
も
空
間
的
に
も
不
可
分–

連
続
的
な
一
者
で
、
今
と
い
う
こ
の
永
遠
な
る
瞬
間
の
中
に
あ
り
、
感
覚
よ
り
は
思
惟
に
、
経
験
よ

り
は
論
理
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ア
ナ
ク
シ
メ
ネ
ス
の
変
化
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
生
成
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
数
、
そ

の
ど
れ
と
で
も
対
立
し
う
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
に
も
っ
と
も
大
切
な
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
対
立
し
た
意
見
を
批

判
す
べ
く
エ
レ
ア
派
が
と
っ
た
論
法
で
あ
る
。
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エ
レ
ア
派
の
論
理
は
帰
謬
法
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
分
の
論
敵
の
主
張
を
仮
に
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
ど
ん
な
論
理

的
困
難
が
出
て
く
る
か
、
そ
れ
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
を
窮
地
に
陥
し
入
れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
第
一
節
で
触
れ
た
史
家

サ
ボ
ー
は
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
ア
ナ
ク
シ
メ
ネ
ス
を
批
判
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
論
法
を
発
見
し
た
も
の
と
推
測
し
て
い
る
が
、
そ

の
文
献
学
的
根
拠
は
示
し
て
い
な
い
。
し
か
し
と
も
か
く
サ
ボ
ー
は
、
帰
謬
法
の
発
見
こ
そ
真
の
ギ
リ
シ
ア
精
密
数
学
の
誕
生
を
意

味
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
ゼ
ノ
ン
再
評
価
の
一
つ
の
根
拠
に
し
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
。
そ
う
い
え
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
ゼ
ノ

ン
を
「
弁
証
法
の
祖
」
と
呼
ん
だ
の
も
、
お
そ
ら
く
こ
の
方
面
の
業
績
の
故
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

エ
レ
ア
派
の
帰
謬
法
の
こ
と
は
、
後
に
サ
ボ
ー
の
説
を
紹
介
す
る
と
き
に
、
も
う
一
度
触
れ
る
が
、
そ
の
実
例
は
シ
ン
プ
リ
キ
オ

ス
の
根
本
資
料
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
「
存
在
が
多
で
あ
る
」
と
す
る
仮
定
か
ら
矛
盾
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
プ
ラ
ト

ン
の
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
の
後
半
に
は
、
帰
謬
法
を
中
核
と
す
る
エ
レ
ア
的
論
法
の
典
型
的
な
例
も
見
ら
れ
、
さ
ら
に
プ
ラ
ト
ン
の

対
話
篇
全
体
に
お
け
る
こ
の
論
法
の
明
ら
か
な
影
響
に
つ
い
て
も
、
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
か
の
四
つ
の
「
逆
理
」
の
場
合
に
、
こ
れ
を
帰
謬
法
と
見
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
決
し
て
お
か
し
い
と
は
い
え

ま
い
。
こ
れ
な
ら
ば
結
論
が
変
だ
と
い
う
の
は
当
然
の
こ
と
で
、
む
し
ろ
同
じ
仮
定
か
ら
二
つ
の
相
反
す
る
結
論
を
こ
そ
出
し
た
い

の
で
あ
る
。
そ
し
て
問
題
は
、
そ
の
打
ち
破
ら
れ
る
べ
き
仮
定
が
何
で
あ
っ
た
か
、「
運
動
の
存
在
」
の
仮
定
か
、「
多
の
存
在
」
の

仮
定
か
と
い
う
よ
う
な
吟
味
と
な
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
わ
ゆ
る
「
ま
ち
が
っ
た
議
論
」
と
は
か
な
り
様
子
が
ち
が
っ
て
く

る
の
で
あ
る
。

七
　
「
運
命
の
人
」
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ゼ
ノ
ン
の
議
論
を
、
運
動
の
可
能
性
を
否
定
す
る
「
逆
理
」
と
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
え
は
、
大
体
に
お
い
て
そ
の
後
二
千

年
の
間
受
け
つ
が
れ
た
。
デ
カ
ル
ト
、
ガ
リ
レ
オ
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
な
ど
、
何
か
一
言
あ
っ
て
よ
さ
そ
う
な
人
た
ち

で
も
、
カ
ジ
ョ
リ
の
『
歴
史
』
で
見
る
限
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
「
逆
理
」
の
枠
を
あ
ま
り
破
っ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

ゼ
ノ
ン
の
哲
学
を
ま
じ
め
に
と
り
上
げ
る
価
値
あ
る
も
の
と
考
え
、
特
に
そ
の
帰
謬
法
と
し
て
の
性
質
を
重
視
し
た
の
は
、
十
八

世
紀
の
哲
学
者
カ
ン
ト
が
は
じ
め
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
頃
か
ら
ゼ
ノ
ン
談
義
も
か
な
り
盛
ん
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
ゼ
ノ
ン

の
論
が
運
動
を
否
定
し
て
い
る
と
い
う
古
来
の
定
説
に
対
し
て
極
め
て
興
味
あ
る
異
説
を
た
て
た
の
は
、
第
一
節
で
述
べ
た
数
学
史

家
タ
ン
ヌ
リ
で
あ
る
。
筆
者
は
遺
憾
な
が
ら
そ
の
著
作

P
.
T
an

n
ery,

L
e
con

cep
t
scien

tifi
q
u
e
d
u
con

tin
u
.
Z
én
on

d
’E
lée

et
G
eorg

C
an

tor.

（
連
続
の
科
学
的
概
念
、
ゼ
ノ
ン
と
カ

ン
ト
ル
）(R

evu
e
philosophiqu

e
de

la
F
ran

ce
et

l’E
tran

ger,
1885)

P
.
T
an

n
ery,

P
ou

r
l’h

istoire
d
e
la

S
cien

ce
h
ellén

e

（
ギ
リ
シ
ャ
科
学
の
歴
史
の
た
め
に
）,1887

な
ど
を
ま
だ
見
て
い
な
い
の
で
、
第1

節
で
あ
げ
た
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ワ
ル
デ
ン
と
カ
ジ
ョ
リ
の
二
論
文
か
ら
、
そ
の
大
体
の
論
旨

を
う
か
が
う
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
一
八
八
五
年
と
い
え
ば
、
カ
ン
ト
ル
の
集
合
論
が
成
果
を
収
め
は
じ
め
た
時

代
で
、『
連
続
の
科
学
的
概
念
、
ゼ
ノ
ン
と
カ
ン
ト
ル
』
と
い
う
論
文
の
標
題
は
、
そ
の
ま
ま
一
つ
の
時
代
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
で
あ

る
。〔
付
記
、
本
稿
の
原
型
を
書
い
た
一
九
六
四
年
以
後
、
私
は
こ
れ
ら
の
論
文
に
目
を
通
す
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
本
当
な
ら
こ

の
部
分
を
補
筆
す
る
と
よ
い
の
だ
が
、
そ
う
な
る
と
全
体
の
再
構
成
に
ま
で
手
が
つ
け
た
く
な
り
、
お
い
そ
れ
と
事
が
進
ま
な
く
な

る
。
他
方
、
こ
の
部
分
は
、
話
を
続
け
る
上
で
特
に
訂
正
の
必
要
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
し
ば
ら
く
原
型
を
保
存
す
る
こ

と
に
し
た
。〕
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タ
ン
ヌ
リ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
ゼ
ノ
ン
の
真
意
を
誤
り
伝
え
た
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
ゼ
ノ
ン
の
論
法
は
少
し
後
の
詭
弁

家
た
ち
の
手
で
、
　さ

ぎ鷺　
を
　か

ら
す鴉　と

い
い
く
る
め
る
よ
う
な
ゆ
が
ん
だ
使
い
方
を
さ
れ
、
そ
の
ゆ
が
み
が
そ
の
ま
ま
ゼ
ノ
ン
に
由
来
す
る
も

の
と
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
受
け
と
ら
れ
た
と
見
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
タ
ン
ヌ
リ
は
、
例
の
四
つ
の
「
逆
理
」
こ
そ
、
論
敵
ピ

タ
ゴ
ラ
ス
学
派
の
哲
学
を
論
破
す
る
た
め
の
帰
謬
法
で
あ
っ
た
と
想
定
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
は
、
線
・
面
・
立

体
な
い
し
空
間
な
ど
を
、
要
素
的
な
点
の
「
多
数
」
の
集
ま
り
と
考
え
、「
多
」
を
認
め
ず
に
「
一
」
に
固
執
す
る
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に

論
戦
を
い
ど
ん
だ
が
、
例
の
「
逆
理
」
を
含
む
ゼ
ノ
ン
の
反
撃
に
あ
っ
て
、
根
本
的
反
省
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
帰

謬
法
の
形
は
「
空
間
が
多
数
の
点
の
集
ま
り
だ
と
す
れ
ば
運
動
な
る
も
の
は
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

こ
の
考
え
に
つ
い
て
ま
ず
問
題
に
な
る
の
は
「
運
動
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
で
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
に
し
、
ま
ず

「
空
間
」
と
「
多
」
の
二
つ
の
言
葉
を
検
討
し
よ
う
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
第
一
に
、
ギ
リ
シ
ア
時
代
に
今
日
の
よ
う
な
「
空
間
」
概
念

が
あ
っ
た
と
す
る
考
え
は
、
現
在
で
は
批
判
の
余
地
が
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
こ
れ
は
タ
ン
ヌ
リ
の
時
代
に
す
で
に

あ
っ
た
批
判
だ
が
、
こ
の
説
の
よ
う
な
「
多
」
の
解
釈
は
、
従
来
の
解
釈
と
余
り
に
か
け
は
な
れ
過
ぎ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
多
」

と
は
、
恒
常
不
変
の
「
一
」
に
対
立
的
な
、
多
種
多
様
で
変
化
に
満
ち
た
感
覚
的
世
界
を
意
味
す
る
程
度
に
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
っ

た
か
。
事
実
ツ
ェ
ラ
ー
な
ど
の
文
献
学
者
は
上
の
タ
ン
ヌ
リ
の
説
に
反
対
し
た
。
し
か
し
他
方
、
か
な
り
多
く
の
数
学
史
家
や
哲
学

者
が
こ
の
説
に
賛
成
し
、
今
で
も
一
部
で
は
こ
の
説
が
定
説
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

タ
ン
ヌ
リ
説
を
も
っ
と
徹
底
し
た
の
は
、
ハ
ー
セ
、
シ
ョ
ル
ツ
の
二
人
で
あ
る
。
こ
の
二
人
は
一
九
二
八
年
に
『
ギ
リ
シ
ア
数
学

の
根
本
的
危
機
』
と
い
う
書
物
を
公
に
し
、
そ
の
中
で
、
紀
元
前
五
世
紀
の
ギ
リ
シ
ア
数
学
に
は
根
底
的
危
機
が
見
舞
っ
た
が
、
ゼ

ノ
ン
の
逆
理
に
よ
る
批
判
が
そ
れ
を
救
っ
た
、
と
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
彼
ら
は
こ
う
考
え
る
。
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「
〝
万
物
は
数
で
あ
る
〞
と
い
う
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
思
想
は
、
彼
ら
の
〝
数
〞
で
は
表
わ
せ
な
い
無
理
量
の
発
見
に
よ
っ
て
危
機

に
陥
り
、
こ
れ
を
救
う
た
め
に
、
彼
ら
は
線
、
面
、
立
体
、
空
間
な
ど
が
無
数
の
無
限
小
的
原
子
か
ら
な
る
と
考
え
る
に
到
っ
た
。

と
こ
ろ
が
こ
の
無
限
小
な
る
も
の
は
論
理
的
に
曖
昧
で
、
こ
れ
を
導
入
し
た
た
め
に
当
時
の
数
学
は
危
険
な
邪
道
に
陥
っ
て
い
た
。

数
学
を
こ
の
邪
道
か
ら
救
出
し
て
純
正
科
学
の
正
道
に
も
ど
し
、
数
学
の
根
底
的
危
機
を
救
っ
た
人
こ
そ
、
他
な
ら
ぬ
ゼ
ノ
ン
で

あ
っ
た
。
ゼ
ノ
ン
は
詭
弁
家
や
懐
疑
派
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
見
方
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
解
釈
に
影
響
さ
れ
た
誤
解
で
、
ゼ

ノ
ン
こ
そ
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
数
学
の
最
大
の
根
底
的
危
機
に
お
け
る
〝
運
命
の
人
〞
で
あ
っ
た
の
だ
」

こ
れ
が
ハ
ー
セ
と
シ
ョ
ル
ツ
の
説
で
あ
る
。

八
　
エ
レ
ア
哲
学
の
人

タ
ン
ヌ
リ
や
ハ
ー
セ
や
シ
ョ
ル
ツ
の
こ
の
考
え
は
劇
的
で
お
も
し
ろ
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
事
実
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
に
は
、

無
限
小
な
る
概
念
を
使
っ
て
す
る
数
学
が
、
ゼ
ノ
ン
の
時
代
に
す
で
に
で
き
て
い
て
、
ゼ
ノ
ン
は
そ
れ
を
批
判
し
た
の
だ
と
い
う
証

拠
を
具
体
的
に
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ワ
ル
デ
ン
の
考
察
は
ま
さ
に
こ
の
線
に
沿
つ
て
行
な
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
タ

ン
ヌ
リ
流
の
ゼ
ノ
ン
解
釈
に
は
、
大
き
い
無
理
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ワ
ル
デ
ン
の
論
文
は
模
範
的

な
数
学
史
論
と
の
評
価
さ
え
あ
る
理
路
整
然
た
る
も
の
で
、
こ
こ
に
そ
の
骨
子
を
述
べ
る
の
も
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
。

タ
ン
ヌ
リ
の
い
う
よ
う
な
、
線
・
面
・
立
体
・（
空
間
）
な
ど
を
無
限
小
要
素
に
ま
で
分
解
す
る
方
法
の
使
わ
れ
る
数
学
を
仮
に
「
無

限
小
数
学
」
と
で
も
呼
ぶ
と
し
て
、
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ワ
ル
デ
ン
は
、
こ
の
「
無
限
小
数
学
」
と
ゼ
ノ
ン
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
主
張

す
る
。
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そ
の
第
一
の
論
拠
は
、
エ
レ
ア
哲
学
の
思
想
そ
の
も
の
の
中
に
あ
る
。
第
六
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
学
派
で
い
う
「
存
在
」
は

不
動
不
変
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
は
運
動
と
い
う
属
性
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
タ
ン
ヌ
リ
の
意
見
に
よ
る
と
、
ゼ
ノ
ン
は
帰
謬
法
を
使
っ

て
次
の
よ
う
に
論
じ
た
と
い
う(

第
七
節
参
照)

。

「
空
間
を
唯
一
者
と
は
見
ず
、
点
か
ら
な
る
〝
多
〞
で
あ
る
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
運
動
は
あ
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
空
間
を

〝
多
〞
と
見
る
の
は
よ
ろ
し
く
な
い
」

し
か
し
こ
れ
が
帰
謬
法
で
あ
る
と
い
う
以
上
は
、
こ
の
文
章
の
中
の
「
し
た
が
っ
て
」
と
い
う
文
字
の
前
に
は

「
し
か
る
に
運
動
は
存
在
す
る
」

と
い
う
意
味
の
文
章
が
補
わ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
、
ゼ
ノ
ン
が
、
運
動
否
定
を
主
張
し
て
い
た
エ
レ
ア
派
哲
学
者

で
あ
る
点
か
ら
考
え
て
、
少
々
話
が
お
か
し
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
指
摘
し
た
の
は
、
第
四
節
で
も
触
れ
た
カ
ロ
ジ
ェ
ロ
で
あ
り
、
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ワ
ル
デ
ン
は
こ
の
意
見
に
賛
成
し

た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
二
人
の
見
解
は
、
ゼ
ノ
ン
の
議
論
の
ね
ら
い
を
論
ず
る
と
こ
ろ
で
微
妙
に
わ
か
れ
る
。
ま
ず
カ
ロ
ジ
ェ
ロ

は
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
の
記
事
を
参
考
に
し
て
ゼ
ノ
ン
の
議
論
に
は
別
に
失
わ
れ
た
部
分
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
推
測
す
る
。
す
な
わ
ち
現
存
の
部
分
が
「
存
在
が
多
な
ら
運
動
な
し
」
を
示
す
の
に
対
し
、
そ
の
失
わ
れ
た
部
分
は
「
存
在
が
多

な
ら
静
止
な
し
」
を
示
し
、
相
た
ず
さ
え
て
「
存
在
が
多
で
あ
る
」
と
の
仮
定
を
斥
け
る
と
見
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
論
法
は
、

エ
レ
ア
派
の
帰
謬
法
の
形
か
ら
い
う
と
、
む
し
ろ
正
統
的
で
あ
る
が
、
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ワ
ル
デ
ン
は
、
こ
の
推
測
を
少
し
で
き
過

ぎ
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ゼ
ノ
ン
は
、
師
匠
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
提
出
し
た
い
く
つ
か
の
「
多
」
の
否
定
論
に
添
え

て
「
運
動
」
の
否
定
論
を
追
加
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
考
え
る
方
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
葉
「
運
動
に
関
す
る
ゼ
ノ
ン
の
議
論
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は
四
つ
あ
っ
た
」(

第
五)

と
も
よ
く
合
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
無
限
小
数
学
」
と
ゼ
ノ
ン
と
が
無
縁
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
第
二
の
論
拠
は
、
第
二
節
で
あ
げ
た
根
本
資
料
の
う
ち
で
、
真
に

ゼ
ノ
ン
自
身
の
も
の
と
思
わ
れ
る
部
分
に
は
無
限
小
数
学
へ
の
言
及
の
あ
と
が
な
く
、
他
方
、
無
限
小
数
学
へ
の
論
難
と
目
さ
れ
る

部
分
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
註
釈
の
中
か
、
あ
る
い
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
影
響
下
に
あ
る
と
み
ら
れ
る
註
釈
の
中
か
に
属
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
か
な
り
微
妙
な
論
点
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
立
ち
入
ら
な
い
。

九
　
無
限
小
数
学

前
節
で
は
、
エ
レ
ア
派
の
哲
学
や
資
料
の
読
み
方
を
論
拠
と
し
て
、
ゼ
ノ
ン
と
「
無
限
小
数
学
」
と
が
無
関
係
で
あ
る
と
の
説
を

述
べ
た
。
し
か
し
、
文
献
解
釈
に
基
づ
く
こ
の
よ
う
な
議
論
に
対
し
て
は
、
別
の
解
釈
に
よ
る
反
論
が
ほ
と
ん
ど
必
至
で
あ
り
、
そ

こ
で
第
三
の
年
代
史
的
考
察
が
意
味
を
も
っ
て
く
る
。
論
点
は
二
つ
あ
っ
て
、
ま
ず
無
限
小
数
学
が
ゼ
ノ
ン
の
時
代
よ
り
後
の
時
代

に
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
次
に
そ
の
無
限
小
数
学
が
、
い
わ
ば
当
時
の
高
等
数
学
で
あ
っ
て
、
数
学
の
根
底
的

危
機
と
関
係
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
示
さ
れ
る
。

考
察
は
、
当
時
の
幾
何
学
の
中
で
、
無
限
小
数
学
の
力
を
借
り
ね
ば
な
ら
ぬ
部
分
が
ど
の
く
ら
い
あ
っ
た
か
、
と
い
う
点
か
ら
始

ま
る
。
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
接
線
の
作
図
か
、
長
さ
、
面
積
、
体
積
な
ど
の
値
を
求
め
る
問
題
か
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
円
の
接
線
の
作
図
に
は
無
限
小
数
学
は
要
ら
な
い
し
、
紀
元
前
五
世
紀
の
当
時
に
お
け
る
「
高
等
」
曲
線
の
接
線
な
ら
ば
、
高
等

数
学
の
問
題
で
こ
そ
あ
れ
、
こ
れ
が
で
き
な
い
か
ら
と
て
「
根
底
的
危
機
」
が
起
こ
る
よ
う
な
性
質
の
こ
と
で
は
な
い
。
結
局
、
吟

味
の
対
象
と
し
て
残
る
も
の
は
、
円
周
の
長
さ
、
円
の
面
積
、
角
錐
か
円
錐
の
体
積
な
ど
の
問
題
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
少
し
時
代
は
下
が
る
が
、
ア
ル
キ
メ
デ
ス
そ
の
他
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
角
錐
の
体
積
が
、
同
じ
底
を
も
つ

角
筒
の
三
分
の
一
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
の
は
デ
モ
ク
リ
ト
ス
（
前
四
六
〇
頃
―
三
七
〇
頃
）
で
、
そ
の
方
法
は
、
角
錐
を
無
限

に
薄
い
薄
片
に
切
っ
て
計
算
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
別
の
資
料
に
よ
る
と
、
円
錐
に
つ
い
て
も
角
錐
と
同
様
の
結

果
が
得
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
し
か
し
デ
モ
ク
リ
ト
ス
が
そ
の
方
法
を
疑
う
余
地
の
な
い
正
し
い
証
明
と
見
て
い
た
か
ど
う
か
ま
で

は
、
そ
れ
ら
の
資
料
も
伝
え
て
い
な
い
。
実
際
、
こ
れ
ら
の
結
果
は
、
後
の
エ
ウ
ド
ク
ソ
ス
、
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
時
代
に
　し

ぼ搾　
り
出
し

法
―
―
も
っ
と
も
こ
の
命
名(m

eth
o
d
of

ex
h
au

stion
)

は
十
七
世
紀
の
も
の
で
あ
る
―
―
と
い
わ
れ
る
極
め
て
正
確
か
つ
論
理
的
な

方
法
に
よ
っ
て
再
証
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
頃
に
お
い
て
も
、
無
限
小
数
学
的
な
方
法
は
発
見
の
手
段
と
し
て
の
み
使
わ
れ

て
い
た
の
だ
か
ら
、
デ
モ
ク
リ
ト
ス
が
こ
の
方
法
を
使
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
か
れ
が
こ
れ
を
正
し
い
と
信
じ
て
い
た
か
ど
う
か

は
解
ら
な
い
し
、
ま
し
て
、
そ
の
た
め
に
「
根
底
的
危
機
」
が
云
々
さ
れ
る
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
数
歩
ゆ
ず
っ
て
、
仮
に
こ
の
種
の
こ
と
が
確
か
な
証
明
と
見
な
さ
れ
、
そ
こ
に
数
学
の
「
根
底
的
危
機
」
が
あ
っ
た
と
仮

定
し
て
も
、
デ
モ
ク
リ
ト
ス
は
ゼ
ノ
ン
の
次
の
時
代
の
人
で
、
ゼ
ノ
ン
が
批
判
し
た
相
手
と
は
な
り
え
な
い
。
そ
れ
で
は
デ
モ
ク
リ

ト
ス
よ
り
前
に
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
試
み
た
或
る
忘
れ
ら
れ
た
学
者
が
い
た
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
み
る
に
し
て
も
、
そ
の
よ
う

な
試
み
を
ゼ
ノ
ン
が
批
判
し
て
、
そ
れ
が
ギ
リ
シ
ア
数
学
の
命
運
を
定
め
る
よ
う
な
大
事
件
と
な
っ
た
後
で
、
再
び
デ
モ
ク
リ
ト
ス

が
そ
れ
に
似
た
議
論
を
む
し
か
え
し
た
り
、「
発
見
」
し
た
り
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
と
反
問
で
き
る
。

別
に
デ
モ
ク
リ
ト
ス
と
同
じ
時
代
に
、
ア
ン
テ
ィ
フ
ォ
ン
（
前
五
世
紀
末
？
）
が
、
円
の
面
積
や
円
周
の
長
さ
を
求
め
よ
う
と
し

て
、
円
の
内
接
正
多
角
形
の
辺
数
を
増
し
て
ゆ
き
、
つ
い
に
円
と
一
致
す
る
と
こ
ろ
ま
で
（
⁉
）
続
け
る
と
い
う
論
法
を
使
っ
た
こ

と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
実
は
ア
ン
テ
ィ
フ
ォ
ン
な
る
人
物
は
、
同
名
異
人
の
混
同
な
ど
が
あ
っ
て
、
時
代
そ
の
他
を
明
確
に
定
め
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る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
（
田
中
美
知
太
郎
著
『
ソ
フ
ィ
ス
ト
』
四
九
〜
五
二
ぺ
ー
ジ
参
照
）、
い
ず
れ
に
せ
よ
ゼ
ノ
ン
の
次

の
時
代
の
人
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
て
、
こ
の
人
も
ゼ
ノ
ン
の
批
判
の
相
手
と
は
な
り
そ
う
に
な
い
。
ア
ン
テ
ィ
フ
ォ
ン
よ
り

前
に
誰
か
い
な
か
っ
た
か
と
い
う
考
え
方
に
つ
い
て
も
、
デ
モ
ク
リ
ト
ス
の
場
合
と
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。

フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ワ
ル
デ
ン
は
、
以
上
の
よ
う
に
考
察
を
進
め
た
上
で
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
原
子
論
、
す
な
わ
ち
分
割
不

能
の
要
素
的
存
在
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
む
し
ろ
ゼ
ノ
ン
の
刺
激
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
て
い
る
。
実
は
哲
学

史
の
常
識
的
な
意
見
は
、
タ
ン
ヌ
リ
の
説
で
な
く
、
こ
の
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ワ
ル
デ
ン
の
説
と
一
致
す
る
。
す
な
わ
ち
哲
学
史
に
お

け
る
最
も
普
通
な
見
方
に
よ
る
と
、
エ
レ
ア
派
の
後
、
そ
の
影
響
下
に
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
感
覚
世
界
に
お
け
る
変
化
や
生
成
を

説
明
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
エ
レ
ア
派
の
い
う
「
一
者
」
の
よ
う
な
自
分
自
身
は
不
動
不
変
な
「
原
子
」
が

導
入
さ
れ
、
万
物
の
変
化
生
成
は
そ
れ
ら
の
原
子
相
互
間
の
運
動
の
せ
い
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。
し
か
し
フ
ァ
ン
・

デ
ル
・
ワ
ル
デ
ン
は
、
単
に
こ
れ
ら
の
常
識
だ
け
を
根
拠
と
す
る
の
で
は
な
い
。
シ
ン
プ
リ
キ
オ
ス
の
伝
え
る
史
料
に
よ
る
と
、
デ

モ
ク
リ
ト
ス
よ
り
少
し
後
代
の
ク
セ
ノ
ク
ラ
テ
ス
（
前
三
九
〇
―
三
一
四
）
が
、
ゼ
ノ
ン
の
議
論
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
連
続
の
研

究
に
立
入
り
、
つ
い
に
幾
何
学
的
原
子
論
に
到
達
し
た
と
い
う
記
録
な
ど
が
あ
る
が
、
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ワ
ル
デ
ン
は
こ
れ
ら
を
引

用
し
、
か
つ
そ
の
信
頼
性
を
綿
密
に
検
討
し
な
が
ら
、
冷
静
的
確
に
そ
の
議
論
を
組
立
て
て
い
る
。
相
手
の
逃
げ
路
に
な
り
そ
う
な

と
こ
ろ
に
、
す
べ
て
前
も
っ
て
釘
を
さ
し
て
お
く
の
は
、
上
の
デ
モ
ク
リ
ト
ス
に
つ
い
て
の
議
論
と
同
様
で
、
討
論
の
相
手
に
対
し

て
は
ま
こ
と
に
無
慈
悲
な
議
論
で
あ
る
。

以
上
、
要
す
る
に
原
子
論
は
ゼ
ノ
ン
よ
り
後
の
産
物
で
あ
り
、
し
か
も
当
時
の
「
無
限
小
数
学
」
は
高
等
数
学
で
こ
そ
あ
れ
、
数

学
の
根
底
を
ゆ
り
動
か
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
結
論
で
あ
る
。
そ
う
い
わ
れ
れ
ば
、「
無
限
小
数
学
」
を
直
ち
に
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数
学
の
基
礎
に
結
び
つ
け
て
考
え
る
の
は
、
す
で
に
微
分
積
分
学
を
も
ち
、
か
つ
そ
の
根
底
へ
の
批
判
に
つ
い
て
も
聞
き
知
っ
て
い

る
わ
れ
わ
れ
の
二
十
世
紀
的
偏
見
（
⁉
）
の
せ
い
か
も
し
れ
な
い
。
特
に
集
合
論
の
成
果
に
目
を
奪
わ
れ
た
数
十
年
昔
に
お
い
て
は
、

そ
う
い
う
傾
向
も
ひ
と
し
お
強
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
タ
ン
ヌ
リ
の
議
論
に
は
多
分
に
そ
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し

他
方
、
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ワ
ル
デ
ン
の
よ
う
に
言
う
場
合
、
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
あ
の
精
密
な
無
理
数
論
の
誕
生
は
ど
う
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
も
な
お
数
学
の
基
礎
と
無
関
係
だ
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
次
の
段
階
の
問
題
で
あ
る
。

一
〇
　
ゼ
ノ
ン
退
場

新
し
い
問
題
は
、
タ
ン
ヌ
リ
の
い
う
の
と
は
別
の
意
味
で
、
ギ
リ
シ
ア
数
学
に
根
底
的
動
揺
は
な
か
っ
た
か
、
ま
た
、
も
し
そ
れ

が
あ
っ
た
と
し
て
、
ゼ
ノ
ン
は
そ
れ
に
関
与
し
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
形
で
提
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
に
対
す
る
フ
ァ
ン
・
デ

ル
・
ワ
ル
デ
ン
の
結
論
は
、
代
数
と
幾
何
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
ギ
リ
シ
ア
数
学
は
確
か
に
根
底
的
動
揺
を
経
過
し
た
し
、
無
理
数

論
の
誕
生
も
こ
れ
に
う
な
が
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
年
代
的
に
見
て
ゼ
ノ
ン
は
こ
の
「
危
機
」
と
も
関
係
を
も
っ
て
い
な
い

と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
と
の
初
め
に
、
ギ
リ
シ
ア
数
学
の
か
な
り
の
部
分
が
古
代
バ
ビ
ロ
ニ
ア
数
学
の
伝
承
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
バ
ビ
ロ
ニ
ア

数
学
の
特
徴
な
ど
に
つ
い
て
具
体
的
な
説
明
が
あ
る
。
特
に
バ
ビ
ロ
ニ
ア
数
学
に
お
い
て
は
、
た
と
え
幅
、
奥
行
、
高
さ
な
ど
の
幾

何
学
的
用
語
が
使
わ
れ
て
い
て
も
、
取
扱
い
は
全
く
代
数
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
こ
こ
に
代
数
的
取
扱
い
と
い
う
の
は

例
え
ば
幅
×
奥
行
＋
高
さ
―
―
面
積
と
長
さ
と
の
和
―
―
を
数
値
計
算
だ
け
の
問
題
に
し
て
、
量
の
単
位
や
そ
の
表
す
図
形
に
気
を

配
ら
な
い
こ
と
を
さ
す
。
要
す
る
に
、
最
初
に
ギ
リ
シ
ア
数
学
が
受
け
つ
い
だ
バ
ビ
ロ
ニ
ア
数
学
は
、
代
数
と
幾
何
、
な
い
し
数
と
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量
の
間
に
境
を
も
た
な
い
も
の
で
、
後
の
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
論
理
に
照
ら
し
て
考
え
る
と
、
極
め
て
の
ん
き
な
も
の
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

代
数
と
幾
何
と
の
間
の
こ
の
素
朴
な
共
存
関
係
は
、
無
理
数
の
発
見
を
機
縁
と
し
て
破
ら
れ
る
。
す
べ
て
の
線
分
の
長
さ
が
「
数
」

で
表
せ
る
と
の
考
え
は
、
も
は
や
許
さ
れ
な
い
。
古
い
代
数
は
新
し
い
代
数
に
、
す
な
わ
ち
十
九
世
紀
の
数
学
史
家
ツ
ォ
イ
テ
ン
の

い
わ
ゆ
る
「
幾
何
学
的
代
数
」
に
脱
皮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
新
し
い
比
例
概
念
が
必
要
と
な
り
、
新
し
い
証
明
が
要
求
さ
れ
る
。

こ
れ
こ
そ
が
ギ
リ
シ
ア
数
学
の
本
当
の
根
底
的
動
揺
だ
っ
た
、
と
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ワ
ル
デ
ン
は
主
張
す
る
。

そ
れ
に
し
て
も
実
用
的
近
似
計
算
な
ら
ば
、
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
昔
か
ら
す
で
に
十
分
で
き
て
い
た
の
だ
か
ら
、
ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
が

絶
対
的
正
確
さ
を
追
求
し
、
あ
く
ま
で
論
理
的
に
こ
と
を
運
ん
だ
の
は
、
古
今
に
例
の
な
い
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。

フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ワ
ル
デ
ン
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
近
代
に
お
い
て
も
デ
デ
キ
ン
ト
や
カ
ン
ト
ル
が
実
数
論
を
創
る
前
に
は
、
人
び

と
は
、
一
方
で
線
分
比
が
有
理
数
に
な
ら
ぬ
場
合
の
あ
る
こ
と
を
知
り
、
他
方
で
有
理
数
以
外
の
「
数
」
を
本
当
の
意
味
で
は
知
っ

て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
線
分
比
と
い
う
幾
何
学
的
な
「
量
」
は
必
ず
数
で
表
せ
る
も
の
と
、
至
極
単
純
に
信
じ
て
い
た

し
、
今
日
で
も
、
純
粋
数
学
以
外
の
世
界
で
は
、
そ
の
事
情
は
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
数
学
の
理
論

的
厳
正
さ
を
示
す
一
つ
の
指
標
な
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
次
の
問
題
は
、
こ
の
数
と
量
と
の
素
朴
な
調
和
の
破
れ
る
時
機
の
確
定
で
あ
る
が
、
歴
史
家
の
意
見
は
こ
こ
で
、
か
な

り
大
幅
に
分
裂
す
る
。
例
え
ば
前
記
の
ツ
ォ
イ
テ
ン
な
ど
は
、
伝
承
に
従
っ
て
無
理
数
的
比
の
発
見
を
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
か
そ
の
学
派
の

も
の
と
考
え
て
い
る
の
で
、
こ
う
な
る
と
年
代
の
上
で
ゼ
ノ
ン
が
介
在
す
る
余
地
も
で
て
く
る
。
し
か
し
、
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ワ
ル

デ
ン
は
、
代
数
と
幾
何
と
の
共
存
時
代
と
分
離
時
代
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
記
録
を
見
定
め
た
上
で
、
そ
の
時
期
を
紀
元
前
四
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百
年
の
前
後
と
推
定
し
て
い
る
。
し
て
み
る
と
、
そ
の
何
十
年
か
前
に
死
ん
だ
ゼ
ノ
ン
は
当
然
こ
の
問
題
に
関
係
を
も
ち
え
な
い
。

フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ワ
ル
デ
ン
の
あ
げ
る
代
数
と
幾
何
の
共
存
時
代
の
記
録
の
第
一
は
、
前
四
百
年
の
前
後
に
生
き
た
ア
ル
キ
ュ
タ

ス
の
も
の
で
あ
る
。
記
録
に
よ
る
と
、
こ
の
人
は
計
算
術
を
幾
何
学
に
用
い
た
ら
し
く
、
し
か
も
証
明
に
お
い
て
は
計
算
術
の
方
が

幾
何
学
よ
り
優
れ
て
い
る
と
い
っ
て
い
る
。
ア
ル
キ
ュ
タ
ス
は
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
の
一
人
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
同
時
に
ツ
ォ
イ
テ

ン
の
説
へ
の
批
判
に
も
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

次
に
同
じ
時
期
に
つ
い
て
の
記
録
と
し
て
、
前
五
世
紀
中
期
の
キ
オ
ス
の
ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
史
料
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
人
が

或
る
証
明
で
用
い
て
い
る
「
比
」
の
概
念
は
、
無
理
数
的
量
の
存
在
な
ど
を
考
慮
し
な
い
素
朴
な
も
の
だ
と
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ワ
ル

デ
ン
は
見
る
の
で
あ
る
が
、
実
は
こ
こ
に
は
従
来
多
く
の
意
見
が
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
、
か
れ
の
判
定
も
決
し
て
決
定

的
と
は
い
え
な
い
。
例
え
ば
上
の
「
比
」
を
、
そ
の
判
読
の
根
拠
は
と
も
か
く
、「
数
の
比
」
と
判
読
す
る
か
ら
数
と
量
と
の
素
朴
な

共
存
関
係
が
浮
き
出
て
く
る
が
、
こ
れ
を
「
量
の
比
」
と
判
読
す
る
人
に
と
っ
て
は
、
数
と
量
と
の
分
離
は
す
で
に
で
き
て
い
る
と

も
考
え
ら
れ
よ
う
。
後
で
述
べ
る
サ
ボ
ー
な
ど
も
前
五
世
紀
の
数
学
の
水
準
を
も
う
少
し
高
く
見
て
い
る
の
で
、
こ
の
判
読
に
つ
い

て
は
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ワ
ル
デ
ン
と
意
見
を
異
に
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
問
題
は
き
わ
め
て
微
妙
で
あ
る
。

こ
れ
に
反
し
て
、
前
四
百
年
の
数
十
年
後
に
時
代
の
空
気
が
一
変
し
て
い
る
こ
と
に
は
ま
ず
疑
問
の
余
地
が
な
い
。
テ
ア
イ
テ
ト

ス
、
エ
ウ
ド
ク
ソ
ス
か
ら
、
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
（
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
）、
ア
ル
キ
メ
デ
ス
と
時
代
が
進
む
間
に
、
計
算
術
は
厳
密
な
学
問

と
見
な
さ
れ
ず
、
証
明
は
幾
何
学
に
よ
る
他
な
し
と
い
う
「
幾
何
学
的
代
数
」
の
天
下
が
す
で
に
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ

の
新
し
い
数
学
が
バ
ビ
ロ
ニ
ア
伝
来
の
古
い
代
数
学
を
、
計
算
術
で
な
く
幾
何
学
に
よ
っ
て
再
編
成
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
エ

ウ
ク
レ
イ
デ
ス
の
『
原
論
』
の
内
容
と
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
出
土
の
楔
形
文
字
の
文
書
と
の
対
比
に
よ
っ
て
、
す
で
に
十
分
確
か
め
ら
れ
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て
い
る
。
代
数
と
幾
何
と
の
素
朴
な
共
存
関
係
は
、
こ
の
時
代
に
は
完
全
に
清
算
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

実
は
こ
の
後
で
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ワ
ル
デ
ン
は
、
こ
の
幾
何
学
的
清
算
事
業
の
舞
台
が
プ
ラ
ト
ン
の
学
園
で
あ
り
、
そ
の
主
役
は

プ
ラ
ト
ン
派
の
テ
ア
イ
テ
ト
ス
や
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
テ
オ
ド
ロ
ス
達
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。
し
か
し
先
の
ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ
ス

に
つ
い
て
の
論
争
で
も
解
る
よ
う
に.

こ
れ
も
一
つ
の
試
論
に
す
ぎ
ま
い
。
サ
ボ
ー
が
こ
の
問
題
を
論
ず
る
な
ら
ば
、
ま
た
お
の
ず
か

ら
別
の
見
方
を
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
意
見
の
分
裂
は
数
学
史
と
い
う
学
問
に
と
っ
て
決
し
て
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
が
、
一
方
、
筆
者
に
は
、
こ
の
程
度
の
差
は
致
し
方
の
な
い
こ
と
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
要
は
こ
の
よ
う
な
差
の
起
こ
り

う
る
こ
と
と
決
定
的
な
こ
と
と
の
区
別
を
正
し
く
見
極
め
、
そ
の
差
の
生
ず
る
根
拠
を
十
分
意
識
し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。

一
一
　
ゼ
ノ
ン
再
登
場

第
一
節
で
あ
げ
た
サ
ボ
ー
の
論
文
『
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
起
源
』
は
、
直
接
ゼ
ノ
ン
を
取
扱
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
内
容

の
上
で
ゼ
ノ
ン
に
非
常
に
大
き
い
役
割
を
与
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
サ
ボ
ー
は
、
精
密
論
理
に
裏
付
け
ら
れ
た
数
学
体
系
が
エ
レ
ア

派
の
影
響
の
下
で
形
成
さ
れ
た
と
論
じ
、
特
に
ユ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
の
『
原
論
』
の
定
義
、
公
理
、
公
準
の
成
立
に
は
例
の
ゼ
ノ
ン
の

「
逆
理
」
の
影
響
の
名
残
り
が
あ
る
ら
し
い
と
、
驚
く
べ
く
鋭
い
洞
察
に
よ
っ
て
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
ゼ
ノ
ン
解
釈

の
歴
史
に
お
い
て
、
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
一
章
を
加
え
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
用
い
ら
れ
た
方
法
も
独
特

の
お
も
し
ろ
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
か
な
り
専
門
的
な
論
文
で
は
あ
る
が
、
そ
の
大
要
を
紹
介
し
て
お
こ
う
と
思
う
。

サ
ボ
ー
の
説
の
重
大
さ
を
見
る
に
は
、
彼
の
主
張
に
よ
っ
て
自
動
的
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
い
く
つ
か
の
説
を
、
試
み
に

数
え
上
げ
て
み
る
と
よ
い
。
ま
ず
否
定
さ
れ
る
の
は
、
理
論
的
数
学
が
ギ
リ
シ
ア
以
前
に
で
き
て
い
た
と
す
る
説
で
、
例
え
ば
メ
ソ
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ポ
タ
ミ
ア
起
源
説
な
ど
は
こ
の
中
に
入
る
。
も
っ
と
も
将
来
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
で
何
か
決
定
的
な
資
料
が
発
掘
さ
れ
た
り
す
る
と
、
こ

の
点
が
サ
ボ
ー
の
説
の
致
命
傷
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
こ
の
よ
う
な
「
歴
史
」
に
と
っ
て
致
し
方
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

次
に
否
定
な
い
し
無
視
さ
れ
る
の
は
、
理
論
的
数
学
の
起
源
を
ギ
リ
シ
ア
に
は
置
く
が
、
社
会
的
環
境
や
数
学
の
内
的
要
求
な
ど

に
そ
の
動
機
を
求
め
る
説
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
に
続
い
て
同
じ
く
ギ
リ
シ
ア
起
源
説
を
と
り
哲
学
に
動
機
を
求
め
る
が
、
そ
の
哲
学

と
は
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
派
や
プ
ラ
ト
ン
派
な
ど
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
説
も
、
否
定
な
い
し
軽
視
さ
れ
る
。

以
上
の
諸
説
の
少
な
く
と
も
一
部
分
は
そ
れ
ぞ
れ
従
来
か
な
り
有
力
だ
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
ら
の
常
識
か
ら
す
る
と
今
回
の
サ
ボ
ー

の
説
は
異
端
的
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
新
説
に
も
か
な
り
の
説
得
力
が
あ
り
、
そ
の
根
拠
も
少
々
の
こ
と
で
崩
れ
そ
う
に
は
思
え
な
い
。

そ
れ
で
は
こ
の
大
胆
な
説
に
対
す
る
根
拠
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
の
『
原
論
』
の
初
め
に
あ

る
三
種
類
の
基
本
的
事
項
、「
定
義
」、「
公
準
」、「
公
理
」
な
る
言
葉
の
意
味
の
変
遷
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。
例
え
ば
「
定
義
」
に
当

た
る
ギ
リ
シ
ア
語
は
、
数
学
用
語
と
な
る
以
前
に
ど
ん
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
か
、
そ
れ
は
ど
ん
な
経
路
で
数
学
用
語
と
な
っ
た
か
、

そ
し
て
そ
の
背
後
に
は
ど
ん
な
数
学
的
思
想
の
展
開
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
、
こ
の
よ
う
な
吟
味
が
、
プ
ラ
ト
ン
や
ア
ル
キ
メ

デ
ス
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
は
な
い
！
）
の
用
例
に
即
し
て
進
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
サ
ボ
ー
は
、
こ
う
し
て
語
義
を
論
じ
つ
つ
次

第
に
数
学
史
の
大
義
に
説
き
及
ぶ
。
そ
し
て
『
原
論
』
に
お
け
る
定
義
、
公
準
、
公
理
の
区
別
や
形
成
史
に
つ
い
て
興
味
深
い
視
点

が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
共
に
こ
の
歴
史
が
一
面
に
お
い
て
間
接
証
明
法
―
―
帰
謬
法
―
―
の
発
見
と
発
展
の
歴
史
で

あ
り
、
ゼ
ノ
ン
は
こ
の
舞
台
で
活
躍
し
た
主
役
で
あ
っ
た
と
論
じ
ら
れ
る
と
い
う
次
第
で
あ
る
。

こ
こ
で
サ
ボ
ー
の
説
の
特
徴
を
な
す
二
つ
の
傾
向
に
前
以
っ
て
注
意
し
て
お
く
方
が
よ
い
。
そ
の
一
つ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
へ
の

不
信
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
説
を
信
じ
た
十
九
世
紀
の
数
学
史
家
、
例
え
ば
ツ
ォ
イ
テ
ン
へ
の
不
信
で
あ
る
。
一
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般
に
ギ
リ
シ
ア
的
公
理
論
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
始
ま
る
と
い
う
の
が
大
体
の
定
説
と
さ
れ
て
い
る
が
、
サ
ボ
ー
は
、
こ
れ
を
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
た
十
九
世
紀
の
歴
史
家
た
ち
の
せ
い
で
あ
る
と
考
え
る
。
サ
ボ
ー
に
よ
れ
ば
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
は
公
理
論
に
つ
い
て
独
自
の
意
見
を
も
っ
て
い
た
優
れ
た
学
者
で
は
あ
る
が
、
他
方
か
れ
は
歴
史
に
忠
実
な
祖
述
家
で
は

な
く
、
ま
た
エ
レ
ア
派
の
用
語
や
考
え
方
に
慣
れ
て
も
い
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
そ
の
著
書
の
内
容
を
、
当
時
の
客
観
的
な
史
実
で
あ

る
と
見
る
の
は
危
険
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
の
独
特
の
解
釈
が
ゆ
が
め
た
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
古
代
数
学
史
を
、
プ
ラ
ト
ン
や
ア
ル
キ

メ
デ
ス
の
用
語
法
を
手
が
か
り
と
し
つ
つ
、
そ
の
本
来
の
す
が
た
に
も
ど
す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
学
問
と
い
う
も
の
が
一
面

に
お
い
て
常
識
や
定
説
と
の
絶
え
間
な
い
戦
い
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
は
一
度
は
吟
味
さ
れ
る
べ
き
本
筋
の
問
題
で
あ
っ

て
、
こ
れ
を
語
義
の
変
遷
の
方
面
か
ら
攻
め
て
ゆ
く
と
い
う
の
は
、
確
か
に
一
つ
の
見
識
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

一
二
　
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
の
『
原
論
』

サ
ボ
ー
の
研
究
に
お
け
る
根
本
的
な
資
料
は

エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
『
　ス

ト
イ
ケ
イ
ア

原
論　
』

プ
ロ
ク
ロ
ス
『
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
の
原
論
第
一
巻
註
釈
』

の
二
つ
で
あ
る
。『
原
論
』
に
つ
い
て
は
ハ
イ
ベ
ル
ク
の
校
訂
し
た
定
本
（
古
典
語
）
や
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
日
本
版
、

中
村
幸
四
郎
・
寺
阪
英
孝
・
伊
東
俊
太
郎
・
池
田
美
恵
訳
・
解
説
『
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
　
原
論
』（
共
立
出
版
、
一
九
七
〇
）

お
よ
び
、
同
じ
く
ヒ
ー
ス
の
英
訳
本
、

T
.
L
.
H
eath

,
T
hirteen

books
of

E
u
clid’s

E
lem

en
ts,

I,
II,

III,
(1908),

(D
over

ed
.
,
1956)
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が
あ
り
、
最
近
の
研
究
な
ど
に
関
す
る
前
者
の
解
説
、
後
者
に
お
け
る
詳
細
な
註
釈
な
ど
は
そ
れ
ぞ
れ
大
い
に
有
益
で
あ
る
。

プ
ロ
ク
ロ
ス
の
『
註
釈
』
で
は
、
特
に
『
史
的
概
観
』
と
呼
ば
れ
る
初
め
の
部
分
が
、
古
代
人
の
書
い
た
数
学
史
で
唯
一
現
存
の
も

の
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
プ
ロ
ク
ロ
ス
自
身
は
五
世
紀
の
人
で
、
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
か
ら
七
百
年
以
上
も
離
れ
て
い
る
が
、『
史
的
概

観
』（
の
少
な
く
と
も
一
部
分
）
は
、
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
エ
ウ
デ
モ
ス
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
派
の
人
）
の
著
書
『
幾

何
学
史
』
を
も
と
と
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。『
幾
何
学
史
』
の
方
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
が
、
と
も
か
く
プ
ロ
ク
ロ
ス
に
よ
っ
て
当
時
の

こ
と
が
か
な
り
よ
く
解
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
二
つ
の
他
に
プ
ラ
ト
ン
や
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
著
書
な
ど
も
用
い
ら
れ
る
が
、
も
ち
ろ

ん
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
積
極
的
に
は
用
い
ら
れ
な
い
。
な
お
『
原
論
』
に
つ
い
て
の
信
頼
で
き
る
手
近
な
参
考
書
と
し
て
は
、
前
記

の
二
つ
の
訳
書
の
他
、

中
村
幸
四
郎
『
ユ
ー
ク
リ
ツ
ド
』（
弘
文
堂
、
一
九
四
九
、
絶
版
）

中
村
幸
四
郎
『
数
学
史
』（
啓
林
館
、
一
九
六
二
）

伊
東
俊
太
郎
・
原
亨
吉
・
村
田
全
『
数
学
史
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
五
）（
の
伊
東
氏
に
よ
る
第
一
部
）

な
ど
が
あ
り
、
第
二
の
書
物
に
は
、
プ
ロ
ク
ロ
ス
の
『
史
的
概
観
』
の
主
な
部
分
の
邦
訳
も
出
て
い
る
。
次
に
話
の
順
序
と
し
て
『
原

論
』
の
は
じ
め
の
部
分
を
、
定
義
の
一
部
分
の
省
略
以
外
は
原
形
の
ま
ま
で
掲
げ
る
が
、
そ
の
訳
文
は
、
前
記
の
日
本
版
『
原
論
』
に

よ
っ
た
。

　
　
　
原
論
第
一
巻

定
義

1
　
点
と
は
部
分
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
る
。
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2
　
線
と
は
幅
の
な
い
長
さ
で
あ
る
。

…
…
（
3
か
ら
22
ま
で
省
略
）

23
　
平
行
線
と
は
、
同
一
の
平
面
上
に
あ
っ
て
、
両
方
向
に
限
り
な
く
延
長
し
て
も
、
い
ず
れ
の
方
向
に
お
い
て
も
交
わ
ら
な
い

直
線
で
あ
る
。

公
準

　
次
の
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
せ
よ
。

1
　
任
意
の
点
か
ら
任
意
の
点
へ
直
線
を
ひ
く
こ
と
。

2
　
お
よ
び
有
限
直
線
を
連
続
し
て
一
直
線
に
延
長
す
る
こ
と
。

3
　
お
よ
び
任
意
の
点
と
距
離
（
半
径
）
と
を
も
っ
て
円
を
描
く
こ
と
。

4
　
お
よ
び
す
べ
て
の
直
角
は
互
い
に
等
し
い
こ
と
。

5
　
お
よ
び
一
直
線
が
二
直
線
に
交
わ
り
同
じ
側
の
内
角
の
和
を
二
直
角
よ
り
小
さ
く
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
二
直
線
は
限
り
な
く

延
長
さ
れ
る
と
二
直
角
よ
り
小
さ
い
角
の
あ
る
側
に
お
い
て
交
わ
る
こ
と
。

公
理(

共
通
概
念)

1
　
同
じ
も
の
に
等
し
い
も
の
は
ま
た
互
い
に
等
し
い
。

2
　
ま
た
等
し
い
も
の
に
等
し
い
も
の
が
加
え
ら
れ
れ
ば
、
全
体
は
等
し
い
。

3
　
ま
た
等
し
い
も
の
か
ら
等
し
い
も
の
が
引
か
れ
れ
ば
、
残
り
は
等
し
い
。

⑷
　
（
ま
た
不
等
な
も
の
に
等
し
い
も
の
が
加
え
ら
れ
れ
ば
全
体
は
不
等
で
あ
る
）。
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⑸
　
（
ま
た
同
じ
も
の
の
二
倍
は
互
い
に
等
し
い
）。

⑹
　
（
ま
た
同
じ
も
の
の
半
分
は
互
い
に
等
し
い
）。

7
　
ま
た
互
い
に
重
な
り
合
う
も
の
は
互
い
に
等
し
い
。

8
　
ま
た
全
体
は
部
分
よ
り
大
き
い
。

⑼
　
（
ま
た
二
線
分
は
面
積
を
か
こ
ま
な
い
）。

以
上
の
う
ち
、「
共
通
概
念
」
の
中
の
⑷
、
⑸
、
⑹
は
理
論
的
に
は
要
ら
な
い
が
、
古
来
、
異
本
の
多
い
部
分
で
、
ハ
イ
ベ
ル
ク
版

に
は
括
弧
つ
き
で
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
伝
承
に
つ
い
て
の
吟
味
が
、
あ
と
の
話
の
中
で
は
意
外
に
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
。

一
三
　
言
葉
と
思
想

「
定
義
」
に
当
た
る
ギ
リ
シ
ア
語
は
ホ
ロ
イ
ま
た
は
ヒ
ュ
ポ
テ
シ
ス
で
あ
る
。
古
代
の
用
例
に
よ
る
と
、
こ
の
二
つ
は
ほ
ぼ
同
じ

意
味
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
サ
ボ
ー
は
特
に
後
者
の
用
例
を
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
な
ど
を
用
い
て
克
明
に
調
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

る
と
、
こ
れ
に
は
「
定
義
」
な
る
意
味
の
生
ま
れ
る
以
前
に
、「
数
学
の
基
本
的
原
理
」
と
か
「
討
論
の
際
、
仮
に
前
提
に
お
く
仮
定
」

な
ど
の
意
味
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
公
準
」
に
当
た
る
ア
イ
テ
マ
、
公
理
に
あ
た
る
ア
キ
シ
オ
マ
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
な
吟
味
が
行
な
わ
れ
、
こ
の
二
つ
も
ほ
ぼ
同

じ
意
味
で
共
に
日
常
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
や
、
そ
の
動
詞
形
が
討
論
の
中
で
「
こ
れ
こ
れ
の
仮
定
を
認
め
て
下
さ
い
」
と

の
意
味
に
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

こ
こ
で
お
も
し
ろ
い
の
は
、
サ
ボ
ー
に
よ
る
と
、
ア
イ
テ
マ
や
ア
キ
シ
オ
マ
の
古
い
用
例
に
は
「
万
人
の
認
め
る
普
遍
妥
当
な
真
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理
」
な
ど
の
意
味
が
全
く
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、『
原
論
』
に
お
い
て
「
公
理
」
と
同
じ
意
味
に
使
わ
れ
て
い
る
別

の
言
葉
「
共
通
概
念
（
コ
イ
ナ
イ
・
エ
ン
ノ
イ
ア
イ
）」
に
は
、
確
か
に
「
普
遍
妥
当
な
真
理
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
影
響
下
に
あ
る
ず
っ
と
後
代
の
ス
ト
ア
派
の
も
の
で
、
プ
ラ
ト
ン
や
ア
ル
キ
メ
デ
ス
に
は
用
例
が
な
く
、
し
た

が
っ
て
目
下
の
考
察
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
。

以
上
述
べ
た
こ
と
の
う
ち
で
ヒ
ュ
ポ
テ
シ
ス
の
第
二
の
意
味「
数
学
の
基
本
的
原
理
」に
関
係
す
る
こ
と
は
次
節
で
述
べ
る
が
、「
討

論
の
仮
定
」
を
示
す
第
三
の
意
味
や
、
ア
イ
テ
マ
、
ア
キ
シ
オ
マ
の
同
様
の
用
例
の
背
後
に
、
サ
ボ
ー
は
ギ
リ
シ
ア
的
公
理
論
の
本

質
を
見
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
の
使
い
方
の
裏
に
は
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
仮
定
か
ら
出
発
す
る
帰

謬
法
的
推
論
、
一
時
的
に
承
認
さ
れ
る
仮
定
か
ら
出
発
す
る
仮
定
法
的
推
論
、
ほ
ぼ
万
人
の
承
認
し
そ
う
な
仮
定
か
ら
出
発
す
る
狭

い
意
味
の
公
理
的
推
論
な
ど
が
相
並
ん
で
存
在
し
、
こ
れ
ら
は
広
い
意
味
の
公
理
的
推
論
と
い
う
も
の
の
中
で
の
程
度
の
差
と
し
て

ま
と
め
ら
れ
る
―
―
こ
れ
が
サ
ボ
ー
の
目
に
映
る
ギ
リ
シ
ア
的
公
理
論
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
解
釈
を
支
え
る
資
料
は
プ
ラ
ト
ン
の

対
話
篇
か
ら
い
く
つ
か
抜
き
出
さ
れ
て
い
る
。
要
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
意
見
に
迷
わ
さ
れ
な
い
こ
と
だ
と
、
彼
は
言
い
た
い
ら
し

い
。
ギ
リ
シ
ア
的
公
理
論
を
こ
こ
で
い
う
狭
い
意
味
の
も
の
に
限
定
し
た
の
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
あ
り
、
そ
の
証
拠
に
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
公
理
論
が
実
際
に
使
わ
れ
た
形
跡
は
、
古
代
以
来
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
の
『
原
論
』
に
到
る
ま
で
、
ど
の
時
代
の
数
学
的
用

例
に
も
な
い
で
は
な
い
か
と
サ
ボ
ー
は
主
張
す
る
。
普
遍
的
真
理
と
い
う
意
味
の
コ
イ
ナ
イ
・
エ
ン
ノ
イ
ア
イ
と
い
う
術
語
が
後
世

に
採
用
さ
れ
た
の
も
、
も
と
は
と
い
え
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
独
特
の
公
理
論
の
影
響
で
あ
ろ
う
と
彼
は
い
う
の
で
あ
る
。
大
胆
な
意

見
で
あ
る
が
、
あ
り
え
ぬ
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
た
だ
筆
者
の
学
力
で
は
、
遺
憾
な
が
ら
こ
れ
に
対
し
て
と
か
く
の
意
見
を
述
べ
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
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さ
て
ギ
リ
シ
ア
的
公
理
論
を
仮
に
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
し
て
、
次
の
問
題
は
そ
の
誕
生
の
由
来
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ

る
が
、
サ
ボ
ー
は
こ
れ
を
エ
レ
ア
派
の
哲
学
の
中
に
求
め
る
。
か
れ
は
そ
の
た
め
に
ま
ず
、
エ
レ
ア
派
の
帰
謬
法
が
前
五
世
紀
の
ギ
リ

シ
ア
に
お
い
て
す
で
に
学
問
的
常
識
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
探
り
出
し
、
し
か
も
そ
の
常
識
が
、
初
め
は
数
学
的
理
論
で
あ
っ
て
、

後
に
エ
レ
ア
派
に
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
反
対
の
経
路
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
と
説
く
。
決
定
的
な
資
料
の
あ

る
こ
と
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
間
接
的
な
史
料
は
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
立
論
は
粗
雑
で
は
な
い
。
む
し
ろ
気
に
な
る
の
は
、
サ
ボ
ー
の

理
解
す
る
エ
レ
ア
的
論
法
な
い
し
ギ
リ
シ
ア
的
公
理
論
が
、
あ
ま
り
に
二
十
世
紀
の
公
理
論
に
近
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
点
は
公
理
論
と
い
う
も
の
の
本
質
や
歴
史
と
関
連
し
て
、
今
後
十
分
の
吟
味
を
要
す
る
問
題
の
よ
う
に
筆
者
は
考
え
る

の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
立
入
ら
な
い
。

と
も
か
く
サ
ボ
ー
の
結
論
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

「
エ
レ
ア
派
の
帰
謬
法
は
論
理
的
矛
盾
と
い
う
概
念
が
確
立
す
る
と
共
に
生
ま
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
学
派
で
は
何
事
か
を
帰

謬
法
に
よ
っ
て
斥
け
よ
う
と
し
て
も
、
立
場
上
そ
の
判
定
基
準
を
感
覚
や
経
験
の
世
界
に
求
め
る
わ
け
に
ゆ
か
な
く
て
、
基
準
を

論
理
的
矛
盾
に
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
エ
レ
ア
的
論
法
は
一
つ
に
は
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
法
（
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
）
を
経
て

ギ
リ
シ
ア
的
公
理
論
の
本
流
と
な
っ
た
。
ま
た
一
つ
に
は
、
前
五
世
紀
以
後
の
理
論
的
数
学
の
中
に
開
花
し
た
（
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・

ワ
ル
デ
ン
な
ら
ば
前
五
世
紀
と
は
い
わ
な
い
の
で
あ
ろ
う
が
）。
ま
た
一
つ
に
は
堕
落
し
て
詭
弁
的
な
討
論
競
技(

エ
リ
ス
テ
ィ
ケ)

に
も
な
っ
た
。」

こ
う
し
て
み
る
と
、
サ
ボ
ー
の
説
に
お
い
て
は
ゼ
ノ
ン
と
プ
ラ
ト
ン
と
の
間
は
き
わ
め
て
親
し
い
。
こ
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
第

三
節
の
終
わ
り
で
触
れ
た
一
つ
の
挿
話
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
プ
ラ
ト
ン
が
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
や
ゼ
ノ
ン
に
敬
意
を
も
っ
て
い
た
ら
し
い
と
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い
う
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
の
伝
え
る
雰
囲
気
は
、
決
し
て
不
思
議
な
話
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
プ
ラ
ト
ン
哲
学
に
お
け
る
感
覚
的
知

識
を
軽
視
す
る
傾
向
も
、
エ
レ
ア
派
の
遣
産
で
あ
る
ら
し
い
と
の
説
さ
え
な
り
た
つ
の
で
あ
る
。
前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
ゼ
ノ
ン

は
、
い
わ
ゆ
る
ソ
フ
ィ
ス
ト
（
詭
弁
家
）
達
よ
り
古
い
時
代
の
人
で
、
ゼ
ノ
ン
の
論
法
が
ソ
フ
ィ
ス
ト
に
影
響
し
た
の
は
事
実
で
あ

る
が
、
ゼ
ノ
ン
自
身
を
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
一
人
と
す
る
の
は
謬
り
で
あ
る
。
そ
の
上
、
悪
い
意
味
で
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
い
う
言
葉
自
身

演
あ
ま
り
正
体
の
は
っ
き
り
し
た
も
の
で
な
い
ら
し
い
。
第
九
節
で
ち
ょ
っ
と
引
用
し
た
こ
と
の
あ
る
、

田
中
美
知
太
郎
『
ソ
フ
ィ
ス
ト
』(

弘
文
堂
、
教
養
文
庫
、
一
九
四
一)

に
よ
れ
ば
、
青
年
を
腐
敗
さ
せ
た
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
い
う
「
悪
者
」
は
、
今
日
わ
れ
わ
れ
の
考
え
る
よ
う
な
意
味
で
は
、
存
在
し
な
か
っ

た
ら
し
い
。「
ソ
フ
ィ
ス
ト
を
危
険
な
道
徳
破
壊
者
に
仕
立
て
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
騎
士
と
し
て
の
説
教
家
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
登
場
さ
せ

た
の
は
十
九
世
紀
ド
イ
ツ
の
哲
学
史
家
達
で
あ
っ
た
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
が
、
こ
の
本
の
終
わ
り
近
く
に
見
ら
れ
る
。
サ
ボ
ー
の

説
と
は
互
い
に
独
立
に
組
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
れ
と
こ
れ
と
を
比
べ
て
み
る
と
面
白
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
本
も
立

論
の
冷
静
慎
重
な
労
作
で
あ
る
。

一
四
　
ヒ
ュ
ポ
テ
シ
ス
、
ア
イ
テ
マ
、
ア
キ
シ
オ
マ

ヒ
ュ
ポ
テ
シ
ス
（
定
義
）、
ア
イ
テ
マ
（
公
準
）、
ア
キ
シ
オ
マ
（
公
理
）
が
、
そ
の
本
来
の
意
味
で
は
余
り
区
別
さ
れ
な
い
と
な
る

と
、
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
の
『
原
論
』
の
は
じ
め
に
お
け
る
こ
れ
ら
三
つ
の
用
語
に
は
、
事
実
上
ど
ん
な
区
別
が
あ
る
の
か
、
こ
れ
が

わ
れ
わ
れ
の
次
の
問
題
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
実
は
古
く
か
ら
の
問
題
で
、
プ
ロ
ク
ロ
ス
に
も
二
、
三
の

説
が
あ
る
が
、
ど
れ
も
あ
ま
り
納
得
し
や
す
い
も
の
で
は
な
い
。
公
準
を
幾
何
学
の
原
理
と
し
、
公
理
を
一
般
的
原
理
と
す
る
説
も
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案
外
に
例
外
が
多
す
ぎ
て
全
幅
の
信
頼
を
お
き
に
く
い
し
、
公
準
を
作
図
公
理
、
公
理
を
相
等
公
理
と
す
る
の
に
も
例
外
が
多
い
上
、

特
に
後
者
に
は
年
代
的
な
無
理
が
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
公
理
論
で
も
い
ろ
い
ろ
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
『
原
論
』
の

構
造
と
が
事
実
上
あ
ま
り
関
係
を
も
っ
て
い
な
い
ら
し
い
こ
と
は
前
節
で
も
す
で
に
述
べ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
サ
ボ
ー
の
与
え
る
答
は
次
の
通
り
で
あ
る
。「
三
者
の
区
別
は
伝
承
の
名
残
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
過

去
に
お
い
て
何
人
か
の
学
者
が
試
み
た
い
く
つ
か
の
『
原
論
』
が
た
び
た
び
の
整
理
を
受
け
な
が
ら
、
な
お
そ
れ
だ
け
の
区
別
を
残

し
て
い
る
の
で
あ
る
」（
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
も
覚
え
が
あ
る
。
現
代
の
ト
ポ
ロ
ジ
ー
な
ど
で
も
、“n

orm
al”

と
か
、

“regu
lar”

の
よ
う
な
似
て
異
な
る
術
語
が
た
く
さ
ん
あ
る
で
は
な
い
か
！
）。
そ
し
て
、
こ
の
推
測
の
上
に
か
れ
は
も
う
一
つ
つ
け
加

え
る
、「
そ
の
昔
そ
れ
ら
の
〝
原
理
〞
を
立
て
た
人
達
に
、
〝
ア
イ
テ
マ
〞
と
か
〝
ア
キ
シ
オ
マ
〞
と
か
、
す
な
わ
ち
〝
さ
し
あ
た
っ

て
こ
れ
を
認
め
て
下
さ
い
〞
と
い
わ
せ
た
相
手
こ
そ
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
や
ゼ
ノ
ン
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
」
と
。

ま
ず
ヒ
ュ
ポ
テ
シ
ス
（
定
義
）。
前
六
世
紀
か
ら
五
世
紀
に
か
け
て
、
例
え
ば
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
数
の
理
論
の
一
般
的
、
理
論
的
把

握
が
、
お
そ
ら
く
は
エ
レ
ア
的
討
論
術
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
試
み
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
真
実
在
は
唯
一
者
で
あ
り
、
多
者

す
な
わ
ち
数
な
る
も
の
は
実
在
的
存
在
で
は
な
い
と
す
る
エ
レ
ア
派
に
と
っ
て
、
数
論
は
そ
の
学
派
の
真
の
学
問
的
対
象
で
は
な
く
、

む
し
ろ
批
判
の
対
象
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
第
一
〇
節
で
も
ふ
れ
た
ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ
ス
が
『
原
論
』
を
書
い
た
と
い
う
こ
と
な
ど

も
、
あ
る
い
は
こ
の
よ
う
な
雰
囲
気
の
下
で
の
一
つ
の
試
み
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
記
録
は
プ
ロ
ク
ロ
ス
の
『
史
的
概
観
』
の

中
に
あ
る
が
、
こ
れ
を
「
ソ
フ
ィ
ス
ト
数
学
」
と
見
て
低
く
評
価
す
る
の
は
十
九
世
紀
数
学
史
の
生
ん
だ
偏
見
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な

い
か
。
そ
の
討
論
に
お
け
る
「
仮
定
」
が
た
ま
た
ま
ヒ
ュ
ポ
テ
シ
ス
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
が
次
第
に
「
数
学
の
原
理
」
と
い
う
第
二
の

意
味
を
帯
び
、
し
か
も
そ
れ
が
数
論
の
問
題
だ
っ
た
と
い
う
性
質
上
、
こ
れ
は
考
察
の
対
象
を
確
定
す
る
と
い
う
意
味
で
の
「
定
義
」
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に
な
っ
た
と
い
う
の
が
サ
ボ
ー
の
説
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
事
実
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
後
に
幾
何
学
の
理
論
的
把
握
が
問
題
に
な
っ
た

時
に
も
、
ヒ
ュ
ポ
テ
シ
ス
は
ま
ず
対
象
の
確
定
の
た
め
に
提
出
さ
れ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
（
第
一
二
節
参
照
）。
こ
の
説
は
、
た
と

え
こ
れ
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
見
る
と
し
て
も
、
な
か
な
か
う
ま
い
も
の
で
あ
る
。

次
に
第
一
二
節
で
あ
げ
た
五
つ
の
ア
イ
テ
マ
（
公
準
）
を
考
え
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
の
う
ち
第
四
、
第
五
の
公
準
は
、
エ
ウ
ク

レ
イ
デ
ス
よ
り
後
の
時
代
に
初
め
て
明
記
さ
れ
た
、
と
の
説
が
有
力
で
あ
る
ら
し
い
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
を
除
く
と
、
残
る
三
つ
は
作

図
と
直
接
に
結
び
つ
い
た
簡
明
な
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
サ
ボ
ー
は
こ
の
三
つ
の
公
準
を
立
て
た
人
を
オ
イ
ノ
ピ
デ
ス
で
あ
ろ
う
と

推
測
す
る
。
プ
ロ
ク
ロ
ス
の
『
史
的
概
観
』
に
よ
る
と
、
こ
の
人
は
、
与
え
ら
れ
た
直
線
に
別
の
与
え
ら
れ
た
点
か
ら
垂
線
を
下
す

こ
と
な
ど
を
初
め
て
や
っ
た
人
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
作
図
の
実
際
な
ら
ば
、
も
っ
と
ず
っ
と
古
く
か
ら
で
き

て
い
た
の
で
、
以
前
か
ら
、
お
そ
ら
く
か
れ
は
こ
の
方
面
の
理
論
的
方
法
の
創
始
者
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ

の
生
涯
は
ほ
と
ん
ど
不
明
で
あ
る
が
、
ゼ
ノ
ン
と
同
時
代
の
人
で
あ
る
こ
と
は
確
か
ら
し
い
。
こ
の
オ
イ
ノ
ピ
デ
ス
こ
そ
、
ゼ
ノ
ン

に
「
ア
イ
テ
マ
―
―
さ
し
あ
た
っ
て
許
さ
れ
た
い
」
と
申
し
入
れ
た
一
人
だ
っ
た
は
ず
だ
、
と
サ
ボ
ー
は
い
う
。
実
際
、
討
論
の
た

め
に
は
一
時
的
に
も
せ
よ
許
容
を
求
め
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
作
図
は
運
動
を
伴
い
、
運
動
が
許
さ
れ
な
い
限
り
作
図
は
で

き
な
い
の
に
、
エ
レ
ア
派
は
あ
く
ま
で
運
動
な
る
も
の
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。

九
つ
の
ア
キ
シ
オ
マ
（
公
理
）
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
。
そ
も
そ
も
存
在
者
は
不
変
不
動
の
一
者
で
あ
る
と
す

る
エ
レ
ア
派
に
と
っ
て
、「
二
者
」
が
「
同
一
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
ノ
ン
セ
ン
ス
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
や
は
り
「
ア
キ
シ
オ
マ
」
の

申
し
出
は
必
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
に
は
な
お
お
も
し
ろ
い
こ
と
が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
前
に
理
論
上
不
要
と
し
て
括
弧
を

つ
け
た
公
理
四
、
五
、
六
に
関
係
す
る
こ
と
で
、
サ
ボ
ー
は
こ
れ
を
伝
承
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
と
考
え
る
以
外
に
、
倍
に
関
す
る
第
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五
公
理
、
半
分
に
関
す
る
第
六
公
理
、
重
な
り
に
関
す
る
第
七
公
理
に
、
全
体
と
部
分
に
関
す
る
第
八
公
理
を
加
え
た
四
つ
を
指
し

て
、
例
の
ゼ
ノ
ン
の
第
四
の
「
逆
理
」「
全
体
と
半
分
と
は
相
等
し
い
」
に
対
す
る
「
ア
キ
シ
オ
マ
」
―
―
〝
こ
れ
を
認
め
て
下
さ
い
〞

と
い
う
こ
と
―
―
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
す
る
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
鋭
い
洞
察
で
、
サ
ボ
ー
も
自
信
た
っ
ぷ
り
の
様
子
で
あ
る
が
、

説
明
は
案
外
に
十
分
と
は
い
え
な
い
。
も
っ
と
も
、
的
を
射
た
と
い
う
印
象
は
端
的
で
あ
る
だ
け
に
、
か
え
っ
て
鮮
明
で
あ
る
。

実
は
今
ま
で
触
れ
る
こ
と
を
怠
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
エ
レ
ア
派
に
お
い
て
は
幾
何
学
の
舞
台
と
な
る
べ
き
空
虚
な
空
間
は
な
い
。

こ
の
影
響
は
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
に
も
残
る
こ
と
だ
が
、
と
も
か
く
彼
ら
に
言
わ
せ
る
と
、「
あ
ら
ぬ
も
の
（
空
虚
）
は
あ
ら
ぬ
（
非
存

在
）」
の
で
あ
る
。
空
間
が
な
く
運
動
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
エ
レ
ア
派
で
は
、
数
論
と
共
に
幾
何
も
ま
た
そ
の
学
問
の
本
来
の
対

象
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
数
論
の
方
は
ヒ
ュ
ポ
テ
シ
ス
（
定
義
）
か
ら
出
発
す
る
形
に
と
も
か
く
も
整
理

さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
次
の
段
階
と
し
て
幾
何
学
の
整
理
も
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
数
論
の
よ
う

に
、
例
え
ば
「
一
」
を
「
定
義
」
す
れ
ば
そ
れ
で
事
が
運
ぶ
と
い
う
よ
う
に
は
、
な
か
な
か
進
ま
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
エ
ウ
ク

レ
イ
デ
ス
の
『
原
論
』
の
第
一
定
義
（「
点
」）
や
第
二
定
義
（「
線
」）
の
苦
し
い
言
い
ま
わ
し
が
こ
こ
で
思
い
お
こ
さ
れ
る
。
と
こ
ろ

で
次
の
段
階
と
な
る
と
、
数
論
の
方
は
「
定
義
」
だ
け
に
よ
る
素
朴
な
「
基
礎
づ
け
」
が
一
応
で
き
た
た
め
に
、
か
え
っ
て
そ
れ
か

ら
前
進
す
る
手
懸
り
を
失
い
、
つ
い
に
「
定
義
」
だ
け
で
「
公
理
」
も
「
公
準
」
も
な
い
理
論
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
他
方
、
幾
何
学

の
方
は
そ
の
基
礎
づ
け
の
困
難
の
故
に
ヒ
ュ
ポ
テ
シ
ス
、
ホ
ロ
イ
、
ア
イ
テ
マ
、
ア
キ
シ
オ
マ
、
ホ
モ
ロ
ゲ
イ
ア
等
々
と
、
取
り
か

え
引
き
か
え
、
さ
ま
ざ
ま
の
原
理
が
提
出
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
の
『
原
論
』
は
、
実
に
こ
の
よ
う
な
模

索
の
る
つ
ぼ
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
―
―
こ
れ
が
サ
ボ
ー
の
説
の
大
略
の
す
じ
で
あ
る
。

一
五
　
お
わ
り
に
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サ
ボ
ー
は
以
上
の
考
察
を
基
と
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
数
学
史
全
般
に
わ
た
っ
て
種
々
の
新
し
い
見
方
を
提
唱
し
て
い
る
。
そ
の
中
で

特
に
お
も
し
ろ
い
の
は
、
先
に
紹
介
し
た
田
中
氏
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
論
と
似
た
議
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
第
一
〇
節
で
触
れ
た
ヒ
ッ
ポ
ク

ラ
テ
ス
の
「
比
」
に
も
ま
つ
わ
る
話
で
、
サ
ボ
ー
は
ア
ン
テ
ィ
フ
ォ
ン
や
ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ
ス
達
の
い
わ
ゆ
る
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
数
学
と
プ

ラ
ト
ン
の
数
学
と
の
間
に
あ
ま
り
差
を
つ
け
た
が
ら
な
い
。
サ
ボ
ー
に
と
っ
て
、
プ
ラ
ト
ン
が
数
学
思
想
史
の
上
で
大
き
い
役
割
を

も
つ
と
み
る
の
に
異
存
は
な
い
が
、
プ
ラ
ト
ン
の
時
代
に
数
学
な
い
し
数
学
思
想
が
飛
躍
的
に
進
展
し
た
と
す
る
い
わ
ゆ
る
プ
ラ
ト

ン
革
命
の
説
は
困
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
勝
手
に
プ
ラ
ト
ン
革
命
を
創
作
し
、
そ
れ
に
対
抗
し
て
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
数
学
な
る
も
の

を
創
作
し
た
の
は
十
九
世
紀
ド
イ
ツ
の
数
学
史
家
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
れ
だ
け
田
中
氏
の
論
と
似
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
田

中
氏
の
説
と
縁
の
な
い
サ
ボ
ー
に
は
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
を
悪
名
と
す
る
雰
囲
気
が
残
っ
て
い
る
の
も
お
も
し
ろ
い
。

実
は
筆
者
は
サ
ボ
ー
の
説
に
つ
い
て
多
少
の
根
本
的
疑
問
を
も
た
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ま
ず
か
れ
の
説
で
は
実
数
論
、
集
合
論
、

現
代
的
公
理
主
義
な
ど
の
二
十
世
紀
的
な
知
識
が
、
古
代
史
の
上
に
か
な
り
の
影
を
お
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
が
心

配
で
あ
る
。
そ
れ
と
裏
腹
に
、
こ
こ
に
出
て
く
る
古
代
人
が
余
り
に
哲
学
的
、
合
理
的
で
あ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
、
二
十
世
紀
で
も
通

用
し
そ
う
な
物
の
考
え
方
を
し
て
い
る
の
も
多
少
の
抵
抗
を
感
じ
な
い
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
学
問
な
り
人
間
性
な
り
の
超
時
代
的

な
側
面
な
の
だ
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
筆
者
は
こ
の
点
に
か
な
り
懐
疑
的
で
あ
る
。
別
に
空
間
を
論
じ
な
が
ら
デ
モ
ク
リ
ト
ス

に
触
れ
な
い
と
い
う
よ
う
な
不
満
も
あ
る
が
、
実
は
デ
モ
ク
リ
ト
ス
は
プ
ロ
ク
ロ
ス
の
『
史
的
概
観
』
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
人

で
あ
り
、
極
め
て
史
料
的
裏
付
け
の
乏
し
い
人
物
な
の
で
、
サ
ボ
ー
の
学
問
的
方
法
か
ら
見
て
、
致
し
か
た
の
な
い
こ
と
だ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
そ
れ
に
し
て
も
幾
分
気
に
か
か
る
点
で
は
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
ら
は
サ
ボ
ー
に
け
ち
を
つ
け
て
い
る
の
で

は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
批
判
を
貫
く
た
め
に
は
、
サ
ボ
ー
と
同
じ
く
ら
い
の
努
力
が
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
筆
者
も
十
分
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知
っ
て
い
る
し
、
こ
れ
ら
の
批
判
を
超
え
て
サ
ボ
ー
の
仕
事
は
大
き
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
こ
う
し
て
一
連
の
ゼ
ノ
ン
論
議
を
展
開
し
て
み
る
と
、
自
分
の
知
識
が
い
か
に
他
愛
な
い
も
の
か
と
い
う
こ
と
が
よ
く
解
っ

て
く
る
。
そ
れ
に
し
て
も
優
れ
た
開
拓
者
が
同
時
に
道
を
固
定
す
る
張
本
人
で
も
あ
る
と
い
う
の
は
さ
け
が
た
く
も
皮
肉
な
こ
と
で

あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
プ
ラ
ト
ン
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ツ
ォ
イ
テ
ン
に
タ
ン
ヌ
リ
に
、
そ
し
て
ま
た
フ
ァ
ン
・

デ
ル
・
ワ
ル
デ
ン
に
サ
ボ
ー
に
と
、
目
ま
ぐ
る
し
く
ふ
り
ま
わ
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
か
と
さ
え
思
わ
れ
る
。
自
分
の
知
識
と

思
っ
て
い
た
も
の
の
う
ち
で
、
ど
れ
だ
け
の
部
分
が
本
当
に
信
じ
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
情
け
な
い
こ
と
な
が
ら
こ
れ
が
筆
者
の

偽
ら
な
い
感
想
で
あ
る
。

（
一
九
六
四
年
六
月
、
七
月
「
自
然
」）

〔
附
記
一
〕
第
一
節
で
あ
げ
た
参
考
書
は
こ
の
小
論
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
ゼ
ノ
ン
の
意
見
を
で
き
る
だ
け

客
観
的
に
再
現
せ
ん
と
す
る
方
向
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
反
対
の
、
そ
の
著
者
の
思
想
を
先
立
て
る
ゼ
ノ
ン
論
と
な
れ
ば
、

こ
れ
は
文
字
通
り
汗
牛
充
棟
で
あ
る
が
、
特
に
こ
こ
に
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
ま
ず
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
著
作
『
時
間
と
自
由
』、『
物

質
と
記
憶
』
な
ど
で
あ
ろ
う
。
日
本
語
の
本
で
は
、
吉
田
洋
一
『
零
の
発
見
』（
一
九
三
九
）
の
第
二
部
「
直
線
を
切
る
」
が
お

も
し
ろ
い
。
こ
れ
は
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ワ
ル
デ
ン
の
論
文
の
一
年
前
に
出
た
本
で
、
同
論
文
の
こ
と
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
が
、

筆
者
は
こ
れ
に
よ
っ
て
ゼ
ノ
ン
の
お
も
し
ろ
さ
を
教
え
ら
れ
た
。
つ
い
で
な
が
ら
筆
者
に
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ワ
ル
デ
ン
の
論
文

を
紹
介
さ
れ
た
の
も
吉
田
先
生
で
あ
る
。
ま
た
田
辺
元
『
数
理
哲
学
研
究
』、
白
石
早
出
雄
『
数
と
連
続
の
哲
学
』
に
も
独
特
の

見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

他
方
、
一
節
で
挙
げ
た
カ
ジ
ョ
リ
に
挙
げ
ら
れ
た
も
の
以
後
の
研
究
に
つ
い
て
知
る
に
は
、
簡
単
な
論
文
リ
ス
ト
で
は
あ
る
が
、
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　P
.
H
.
M
ich

el,
D
e
P
yghagore

à
E
u
clide

(S
o
c.,

d
’éd

ition
“L

es
b
elles

lettres”
1950),

p
p
.291-292

が
役
に
立
と
う
。

〔
附
記
二
〕
無
責
任
な
放
言
の
程
度
と
し
て
筆
者
の
頭
に
あ
る
一
つ
の
ゼ
ノ
ン
解
釈
を
書
き
添
え
る
と
、
筆
者
は
、
例
の
「
逆

理
」
を
ゼ
ノ
ン
の
冗
談
と
見
る
と
い
う
作
業
仮
説
の
下
で
、
全
体
を
再
検
討
し
て
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
て

い
る
。
エ
レ
ア
の
討
論
法
が
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
に
そ
の
例
を
見
る
よ
う
な
、
或
る
形
式
を
も
っ
た
帰
謬
法
だ
っ
た
と
す
る
の

は
妥
当
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
四
つ
の
「
逆
理
」
は
そ
の
よ
う
な
形
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
第
八
節
で
述
べ
た
カ
ロ

ジ
ェ
ロ
の
議
論
は
そ
の
点
で
う
ま
い
が
、
い
さ
さ
か
で
き
す
ぎ
の
感
が
な
く
も
な
い
。
そ
こ
で
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
深
遠
な
意
味

に
使
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
「
運
動
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
、
言
葉
の
洒
落
じ
み
た
逆
説
を
立
て
て
み
た
と
か
幾
何
学
の
揚
足
と
り

を
言
葉
の
洒
落
で
や
っ
て
み
た
と
か
と
い
う
話
で
始
ま
っ
た
こ
と
が
、
幾
何
学
と
の
関
連
で
　お

お
ご
と

大
事　
に
到
っ
た
―
―
ひ
ょ
う
た
ん

か
ら
駒
―
―
と
い
う
よ
う
な
解
釈
で
、
ど
こ
ま
で
や
れ
る
か
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
言
葉
の
遊
戯
め
い
た
議
論
は
対
話
篇
『
パ

ル
メ
ニ
デ
ス
』
に
も
出
て
く
る
し
、
実
は
こ
の
対
話
篇
を
さ
え
冗
談
と
見
る
説
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
の
『
ソ
ク

ラ
テ
ス
の
弁
明
』
が
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
る
ゴ
ル
ギ
ア
ス
の
筆
に
な
る
と
い
う
滑
稽
本
め
い
た
『
パ
リ
ス
の
弁
明
』
と
、
精
神
に

お
い
て
は
と
も
か
く
、
そ
の
ス
タ
イ
ル
に
お
い
て
驚
く
べ
き
共
通
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
話
は
、
前
に
引
用
し
た
田
中
美
知

太
郎
氏
の
『
ソ
フ
ィ
ス
ト
』
に
出
て
い
る
。
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•

村
田
全
『
数
学
史
の
世
界
』（
玉
川
大
学
出
版
部
、
一
九
七
七
年
三
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

