
　
　
雑
　
　
鎌

自
然
科
學
的
認
識
の
性
質

安
部
晴
之
助

　
　
　
哲
學
と
科
學
と
の
差
異
及
び
關
係
如
何
と
い
ぶ
問
題
に

　
　
就
い
て
は
、
宇
宙
随
分
多
様
の
解
答
が
提
出
せ
ら
れ
π
や

　
　
・
う
で
あ
る
が
、
必
ず
し
菟
嚢
だ
完
全
な
決
定
的
断
案
が
輿

　
　
へ
ら
れ
た
と
は
云
へ
な
い
で
あ
ら
う
。
凡
そ
學
問
の
分
類

　
　
を
考
へ
る
揚
合
に
は
、
其
の
分
類
の
標
準
が
異
る
に
從
っ

　
　
、
て
、
種
々
の
分
類
法
が
出
滞
る
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し

　
　
，
竜
常
に
一
．
に
脇
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
　
例
へ
ば
其
の

　
　
研
究
の
封
象
の
差
溺
に
依
っ
て
、
自
然
科
學
と
精
聯
科
學

　
　
・
と
の
別
を
生
じ
噛
或
は
其
の
封
象
の
捕
捉
の
方
法
叉
は
範

　
　
園
を
標
準
と
し
て
素
意
的
の
學
と
抽
象
的
の
學
、
或
は
特

　
　
蘇
的
の
學
と
一
般
的
の
學
と
の
差
詰
を
生
ず
る
。
其
他
、

舳
薪
究
方
法
の
差
別
研
究
動
機
の
差
甥
・
或
は
研
究
問
題

　
　
　
　
　
　
．
眠
病
　
　
錐

の
差
溺
、
等
に
幽
い
て
、
色
々
異
っ
た
分
類
法
が
考
へ
ら

れ
る
。
そ
れ
で
羅
馬
哲
學
と
塵
藻
と
の
画
定
を
考
へ
る
場

合
に
竜
立
た
此
等
の
標
準
に
依
っ
て
、
之
を
考
へ
る
事
も

可
能
で
あ
う
、
嚢
だ
必
要
で
あ
ら
う
が
、
然
し
此
の
爾
者

の
學
と
し
て
の
本
質
的
差
別
を
明
か
に
す
る
が
爲
に
は
、

學
的
認
識
其
者
の
性
質
又
は
方
法
に
依
っ
て
、
之
を
慨
劉

す
る
事
が
最
も
適
當
な
方
法
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
然
し
之

に
依
っ
て
果
し
て
完
全
に
爾
者
を
匿
署
し
得
る
か
ど
う

か
、
私
の
考
へ
竜
寮
が
充
分
纒
っ
て
居
な
い
が
、
兎
に
角
、
、

か
＼
る
想
定
の
下
に
以
下
に
先
づ
科
學
的
認
識
の
性
質
に

就
い
て
珈
か
卑
見
を
述
べ
て
見
た
い
。

．
問
題
の
考
察
に
入
る
前
に
、
今
少
し
精
密
に
問
題
其
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
コ
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搦
　
を
規
定
し
て
ゐ
く
必
要
が
あ
る
。
先
づ
第
一
に
は
謂
ふ
所

1　
　
の
科
學
の
範
園
を
多
少
限
定
し
て
み
き
だ
い
。
科
學
の
中

　
　
に
も
種
々
の
種
類
が
あ
る
が
、
今
之
を
其
の
研
究
法
の
差

　
　
異
に
基
い
て
分
類
す
る
と
、
維
験
的
科
學
と
規
範
的
科
學

　
と
の
二
種
に
分
ち
得
る
で
あ
ら
う
と
思
ム
。
然
し
此
の

　
規
範
學
の
學
的
性
質
及
び
位
地
に
就
い
て
は
随
分
異
論
が

　
あ
る
や
う
で
あ
る
が
ら
、
鼓
に
は
暫
く
愛
妻
の
學
を
除
外

　
　
し
て
、
唯
だ
経
験
亜
科
學
、
即
ち
廣
義
の
自
然
科
學
の
性
質

　
　
の
み
に
就
て
考
察
す
る
事
と
し
π
い
。
此
種
の
學
は
科
學

　
全
禮
の
申
で
、
登
竜
代
表
的
な
も
の
で
あ
少
、
捜
π
其
が

　
哲
學
と
封
書
す
る
織
に
於
て
竜
最
も
顯
著
な
る
も
の
で
あ

　
　
る
か
ら
・
之
に
就
て
其
の
認
識
の
性
質
を
考
へ
る
と
い
ぷ

　
事
は
、
科
學
的
認
識
一
般
の
性
質
を
知
る
上
に
、
最
竜
便

　
利
な
る
方
法
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
け
れ
ど
竜
自
然
科
學
が

　
雲
上
の
全
会
で
は
な
い
か
ら
、
以
下
の
所
論
を
一
般
の
科

　
學
的
認
識
に
充
挺
す
る
場
合
に
は
、
思
詰
の
改
容
を
要
す

　
　
る
事
は
勿
論
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
一
横
飛

　
衣
に
、
蚊
に
謂
ふ
認
識
の
性
質
と
は
、
吾
人
が
野
象
を

認
識
す
る
仕
方
或
は
方
法
を
指
す
の
で
あ
る
。
此
の
認
識

の
方
法
な
る
言
葉
は
科
學
的
研
究
の
方
法
と
混
同
せ
ら
れ

易
い
が
、
此
の
爾
者
は
遜
蓋
し
て
考
へ
る
事
が
必
要
で
あ

ら
5
と
思
ふ
。
尤
も
認
識
の
性
質
或
は
方
法
と
、
研
究
の

方
法
と
は
極
め
て
密
切
な
る
開
係
が
あ
り
、
從
っ
て
認
識

の
性
質
を
考
へ
る
爲
に
は
、
叉
だ
其
の
研
究
の
方
法
を
考

慮
す
る
事
が
、
最
も
必
要
で
あ
る
が
、
研
究
の
方
法
其
者

が
直
に
認
識
の
方
法
若
し
く
は
性
質
で
な
い
事
も
、
ま
だ

明
か
で
あ
る
。
此
の
事
は
、
後
に
述
る
が
如
く
、
科
學
的

研
究
に
於
け
る
出
費
の
意
義
を
解
す
る
上
に
必
要
で
あ
る

か
ら
、
鼓
に
豫
め
注
意
を
乞
ふ
て
る
く
。

　
次
ぎ
に
吾
人
は
此
の
科
學
的
認
識
の
性
質
を
如
何
に
見

て
行
か
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
。
科
學
的
認
識
に
就
い
て

何
が
吾
人
の
問
題
で
あ
惹
か
と
い
ふ
事
を
一
言
し
て
み
か

な
け
れ
ば
な
ら
漁
。
吾
人
の
問
題
は
、
今
臼
世
間
に
實
存

し
、
若
し
く
は
從
來
實
存
せ
し
自
然
科
學
的
認
識
の
性
質



　
如
何
と
い
ム
事
を
研
究
す
る
事
實
上
の
問
題
で
は
な
く

　
て
自
然
科
學
的
認
識
と
は
如
何
な
る
種
類
の
認
識
た
る
べ

　
き
か
と
い
ふ
理
想
の
問
題
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
吾
人
の

　
自
然
科
學
単
一
認
識
に
封
ず
る
要
求
を
明
に
せ
ん
と
す
る
の

　
で
あ
る
。
從
っ
て
吾
人
の
見
解
が
、
今
日
の
自
然
科
學
的

　
研
究
の
實
際
と
合
致
す
る
か
否
か
は
、
少
し
竜
吾
人
の
介

　
論
せ
ざ
る
慮
で
あ
っ
て
、
此
の
織
を
以
て
吾
人
の
所
見
を

　
是
非
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
其
は
論
鮎
の
誤
解
に
過
ぎ
な
い

　
の
で
あ
る
。

　
　
最
後
に
今
叫
つ
明
瞭
に
定
め
て
み
き
た
い
事
は
、
二
三

　
　
の
問
題
は
自
然
科
山
繭
認
識
の
性
質
を
決
定
す
る
事
で
あ

　
　
つ
て
（
之
を
解
羅
し
、
叉
は
評
締
す
る
事
で
は
な
い
と
い

　
ふ
事
で
あ
る
。
即
ち
吾
人
の
問
題
は
寧
ろ
方
法
論
の
一
部

　
に
属
し
、
知
識
の
意
義
及
び
債
値
に
關
す
る
認
識
論
的
問

　
題
で
は
な
い
と
い
ム
事
で
あ
る
。
尤
も
此
の
爾
個
の
問
題

　
　
は
寝
際
に
於
て
は
互
に
交
錯
し
て
分
ち
難
き
偽
の
で
あ

卿
　
う
、
嚢
た
分
つ
べ
か
ち
ざ
る
も
め
で
あ
る
が
、
概
念
的
に
は
」

　
　
　
　
　
　
難
・
　
鋒

之
を
分
っ
て
考
へ
る
ζ
と
は
可
能
で
あ
う
、
又
た
必
要
な

事
で
あ
ら
う
と
思
ぶ
。
即
ち
科
學
的
認
識
と
は
何
ぞ
や
と

い
ふ
事
が
決
定
せ
ら
れ
て
後
ち
初
め
で
之
に
饗
す
る
解

繹
、
若
し
く
は
批
評
が
下
さ
れ
得
る
の
で
あ
っ
て
、
若
し

樹
影
的
認
識
の
観
念
が
規
定
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
（
之
に
饗

す
る
電
器
竜
批
評
竜
あ
う
得
な
い
事
は
言
を
待
た
ぬ
。
ま

だ
箱
入
は
、
自
然
科
學
者
に
向
・
つ
て
充
分
の
方
法
的
自
畳

を
有
す
べ
き
事
を
要
求
し
得
る
け
れ
ど
竜
、
彼
等
が
哲
學

者
で
な
い
限
う
は
、
之
に
向
っ
て
認
識
論
的
考
慮
を
要
求

す
る
事
は
出
來
諏
で
あ
ら
う
。
き
れ
ば
此
の
澱
よ
り
見
て

も
．
方
法
論
的
考
察
と
認
識
論
的
と
考
察
と
は
別
個
の
問

題
で
あ
ち
、
前
者
は
寧
ろ
後
者
に
先
っ
て
存
す
べ
き
事
を

知
る
べ
き
で
あ
る
。
l
L
尤
も
前
者
は
後
潜
に
依
て
理

解
せ
ら
れ
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
い
ふ
織
よ
う
見
れ
ば
、

後
者
は
前
者
に
立
つ
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
が
、
そ
れ
に

し
て
竜
理
解
せ
ら
れ
評
贋
せ
ら
る
べ
き
竜
の
は
、
豫
め

先
づ
最
初
に
考
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
訟
。
一
故
に
吾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
一
，
三
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，
鎚
　
・
入
は
問
題
を
暫
く
此
の
方
法
論
の
思
量
に
の
み
止
め
て
、

　
　
発
注
的
認
識
の
性
質
を
決
定
す
る
事
を
以
て
満
足
し
、
其

　
　
の
認
識
の
客
観
的
意
義
と
か
、
其
の
姜
當
の
程
度
如
何
等

　
　
の
問
題
に
は
鰯
れ
な
い
事
と
す
る
。
尤
竜
上
述
の
如
く
方

　
　
法
論
上
の
問
題
に
も
認
識
論
的
考
察
を
全
々
顧
慮
し
な
い

　
一
事
は
不
可
能
で
あ
う
吾
人
は
寧
ろ
成
る
べ
く
之
に
留
意
す

　
　
る
事
を
要
す
る
の
で
あ
る
が
、
吾
人
の
企
施
す
る
虚
は
、

　
　
唯
だ
考
察
の
主
題
を
鼓
に
置
か
ず
し
て
う
之
を
方
法
論
の

　
　
，
範
園
に
限
定
し
や
う
と
い
ふ
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
．
扱
て
此
の
科
學
的
認
識
の
性
質
如
何
と
い
ふ
問
題
に
就

　
　
い
て
は
、
古
く
は
ガ
リ
レ
イ
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
物
理
學
に

　
一
淵
源
し
、
下
っ
て
は
コ
ン
ト
の
實
謹
論
等
に
も
培
養
せ
ら

　
　
れ
カ
で
あ
ら
う
が
、
更
に
下
っ
て
は
キ
ル
ヒ
ホ
フ
や
マ
ツ

　
　
ハ
等
に
於
て
明
確
な
登
表
を
得
π
腱
の
記
載
読
と
、
其
他

　
・
、
多
数
の
科
剛
者
に
承
認
せ
ら
れ
、
否
な
寧
ろ
自
明
の
事
と

　
　
し
て
認
定
せ
ら
れ
セ
居
る
説
明
説
と
の
爾
説
の
あ
る
事

　
　
は
、
・
普
ぐ
世
に
知
ら
れ
た
纂
實
で
あ
る
。
そ
れ
で
吾
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
西

問
題
は
畢
覧
の
認
れ
を
探
る
べ
き
か
を
決
定
せ
ん
と
す
る

に
外
な
ら
滋
の
で
あ
る
。
然
る
に
此
の
問
題
に
就
て
は
、

往
年
田
擾
藤
里
が
哲
學
雑
誌
（
三
一
九
）
に
「
物
理
學
的
認

識
に
鳴
る
記
載
の
意
義
」
と
題
す
る
論
丈
、
及
び
其
他
二

三
の
紹
介
等
に
於
て
、
物
理
學
の
方
法
に
就
て
詳
細
に
論

ぜ
ら
れ
だ
事
が
あ
る
。
私
の
鼓
に
蓮
べ
ん
と
す
る
主
旨

も
、
亦
尤
此
等
の
論
説
の
虚
血
と
殆
ん
ど
同
じ
く
、
蓑
泥
之

に
負
ふ
慮
甚
だ
多
い
の
で
あ
る
が
、
唯
だ
氏
は
上
掲
の
論

文
で
は
、
菅
に
物
理
的
認
識
を
規
定
ぜ
ん
と
せ
ら
れ
る
の

み
な
ら
ず
、
更
に
進
ん
で
其
の
認
識
論
的
意
義
を
關
明
す

る
事
に
努
め
ら
れ
て
居
る
に
反
し
、
私
は
此
の
二
個
の
問
・

題
を
分
ち
、
唯
だ
方
法
論
上
の
問
題
と
し
て
の
み
之
を
見

ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
此
の
鮎
に
建
て
は
私
の
問
題
は
氏

の
問
題
よ
ム
込
其
の
範
園
が
狡
い
。
然
し
な
が
ら
、
氏
は

唯
だ
物
理
的
認
識
の
性
質
に
発
て
の
み
論
ぜ
ら
れ
て
居
る

に
反
し
、
私
は
一
般
に
自
然
科
學
的
認
識
の
性
質
を
考
へ

ん
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
此
の
嵩
に
於
て
は
私
の
問
題
は

噺



　
援
の
問
題
よ
り
竜
更
淀
其
の
範
園
が
廣
い
と
い
は
な
け
れ

　
ば
な
ら
澱
ゆ
亀
卜
物
理
學
に
塾
し
て
特
に
深
い
理
解
を
有
、

　
せ
ら
る
「
㌦
氏
の
此
の
立
瓠
醐
の
態
度
が
、
，
甚
だ
周
匝
愼
電
で

　
あ
る
に
反
し
、
肖
然
科
學
的
研
究
の
實
際
に
就
い
て
、
殆

　
　
ん
ど
何
等
の
知
識
も
な
い
吾
々
が
、
か
、
る
概
猛
的
議
論
ド

　
を
す
る
事
は
、
甚
だ
無
謀
な
所
爲
た
る
事
を
自
逸
し
な
い

　
　
の
で
は
な
び
が
、
然
し
翻
っ
て
思
ふ
と
、
一
つ
に
は
吾
人

　
　
の
問
題
は
唐
然
科
學
的
認
識
の
實
状
に
關
す
る
も
の
で
は
・

　
　
な
く
て
、
共
の
理
想
で
あ
う
、
之
、
に
鉗
す
る
要
求
で
あ
る

　
と
い
ム
事
と
斗
今
一
つ
は
物
理
學
も
其
他
の
自
然
科
學
も

　
　
経
験
的
認
識
捕
る
の
一
二
に
於
て
は
、
正
し
く
一
致
す
る

　
　
の
．
で
あ
っ
て
、
從
っ
て
、
物
理
學
に
就
い
て
考
へ
ら
る
㌧

　
　
事
柄
は
｝
ま
力
其
他
の
自
然
科
學
に
就
い
て
も
湾
へ
ら
る

　
　
べ
き
筈
で
あ
る
か
ら
、
此
の
二
つ
の
理
由
に
依
っ
て
、
吾
人

　
　
の
態
度
も
幾
分
か
是
認
せ
ら
る
る
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
後

　
　
の
瓢
に
訂
し
て
は
、
例
へ
ば
フ
ォ
ル
ク
マ
ン
の
如
き
も
夫

岬蔵
．
、
の
ギ
ア
ヒ
ホ
ツ
の
血
餅
説
に
就
て
、
其
が
物
理
學
の
み
な

　
　
　
　
　
　
難
・
2
録
∵
　
・
　
：
　
　
　
、
r
き

ら
ず
、
馬
鹿
の
改
訂
を
以
っ
て
ま
だ
高
遠
の
膚
然
科
學
に

適
用
せ
ら
る
べ
き
事
を
指
摘
し
て
居
る
。
（
嗣
・
＜
。
蒔
量
琶
三

図
跨
Φ
身
障
㌍
些
①
。
曇
同
ω
畠
Φ
O
窓
鼠
慧
σ
Q
Φ
鮎
霧
ご
暮
錘
≦
導
㌣

同
湊
O
｝
｝
鑑
富
旨
野
景
●
こ
Q
レ
O
O
）
そ
れ
で
私
は
鼓
に
は
自
然
科

學
的
認
識
の
性
質
と
い
ふ
一
般
的
標
題
を
掲
げ
て
み
い
だ

り
で
あ
る
が
、
特
殊
の
科
學
的
研
究
に
就
て
は
二
等
の
嚇

般
「
的
考
察
の
外
に
、
そ
れ
み
＼
特
殊
の
方
法
論
的
考
察
を

要
す
る
事
ば
勿
論
で
あ
る
。

　
扱
て
科
學
的
認
識
の
性
質
に
就
い
て
、
詮
明
設
と
記
載

論
と
の
爾
読
あ
る
事
は
上
述
の
通
ウ
で
あ
る
が
、
従
來
の
「

普
通
の
見
解
に
よ
る
と
、
科
學
の
中
に
は
動
物
學
や
植
物

學
の
如
き
事
宜
の
記
載
を
罠
的
と
す
る
竜
の
と
、
物
理

學
化
學
の
如
き
事
實
の
説
朋
を
目
的
と
す
る
竜
の
と
の
二

種
あ
ウ
と
思
せ
ら
れ
て
居
る
や
う
で
あ
る
。
し
か
し
此
の

留
別
は
實
際
に
於
い
て
不
可
能
に
な
つ
π
。
侮
と
な
れ
ば

從
來
記
載
學
の
代
表
者
を
以
て
目
せ
ら
れ
て
居
た
動
植
物

學
が
ダ
，
・
ヰ
ン
の
蓬
化
論
以
來
俄
か
に
其
の
目
的
を
改
め
帰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
畢
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て
、
漸
次
言
明
學
に
接
近
せ
ん
と
し
つ
＼
あ
る
か
と
愚
ふ

と
、
他
方
で
は
夫
の
論
明
學
の
代
汝
者
で
あ
っ
π
物
理
論

に
於
い
て
、
キ
ル
ヒ
ホ
フ
の
如
く
之
を
純
然
π
る
記
載
學

力
ら
し
め
ん
と
す
る
有
力
な
詮
が
起
っ
て
來
て
、
上
記
の

如
き
尋
者
の
蔵
然
た
る
颪
別
が
漸
次
抹
浴
せ
ら
れ
る
傾
向

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
一
般
に
は
記
載
と
詮
明
が

同
時
に
一
個
の
科
學
的
認
識
の
申
に
羅
致
せ
ら
れ
、
科
學

は
事
實
を
記
載
す
る
と
共
に
棲
π
之
を
説
明
す
る
竜
の
な

ム
と
考
へ
ら
れ
て
居
る
。

　
然
し
乍
ら
今
若
し
記
載
と
説
明
と
が
互
に
異
つ
禿
性
質

の
認
識
で
あ
う
、
而
し
て
認
識
の
性
質
に
依
っ
て
科
學
の

観
念
を
定
め
ん
と
す
る
吾
人
の
態
度
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば

か
か
る
異
質
の
二
種
の
認
識
が
、
共
に
一
個
の
科
學
的
認

識
の
申
に
数
へ
ら
れ
る
と
い
ふ
事
は
不
合
理
千
萬
で
あ

る
。
唯
だ
一
種
の
認
識
が
一
個
の
科
筆
墨
認
識
を
決
定
す

べ
き
で
あ
っ
て
、
異
つ
力
性
質
の
認
識
が
、
倶
に
科
學
的

認
識
と
稔
せ
ら
る
べ
き
理
由
が
な
い
。
即
ち
其
の
回
れ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六

，
一
方
が
科
學
的
認
識
と
稻
せ
ら
る
べ
き
な
ら
ば
、
他
は
未

科
學
的
認
識
で
あ
る
か
、
或
は
超
科
學
的
認
識
で
あ
る

か
、
兎
に
角
非
科
學
的
な
る
認
識
で
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
。
然
ら
ば
記
載
及
説
明
て
ふ
事
は
如
何
な
る
事
を
指
す

の
で
あ
ら
う
か
。
今
ま
此
の
言
葉
の
詮
索
を
初
め
る
前

に
、
少
し
く
臨
っ
て
み
き
π
い
事
は
、
上
靴
私
は
、
普
通

の
用
法
に
從
っ
て
、
記
載
と
説
明
と
い
ム
語
を
使
用
し
て

來
尤
が
、
以
下
に
は
此
の
語
を
改
め
て
叢
濃
の
認
知
（
或

は
決
定
叉
は
確
定
）
及
び
饗
応
の
理
解
な
る
語
を
使
用
し

だ
い
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
其
の
理
由
は
一
つ
は
此
の
記
載

な
る
語
に
は
、
記
載
説
の
有
力
な
唱
導
者
泥
る
マ
ッ
ハ
や

ア
ヴ
ニ
ナ
ジ
ユ
ス
等
の
哲
學
的
見
解
、
帥
ち
彼
等
の
威
畳

論
や
、
模
解
説
や
、
思
惟
経
濟
読
等
が
直
ち
に
蓮
想
せ
ら

れ
易
い
恐
れ
が
あ
る
の
と
、
今
一
つ
は
此
の
記
載
及
び
説

明
な
る
語
は
、
元
來
認
識
其
者
の
性
質
を
表
す
も
の
で
は

な
く
て
、
寧
ろ
之
を
登
表
し
傳
達
す
る
方
法
を
表
は
す
竜

の
で
あ
っ
て
、
認
識
其
者
の
性
質
を
表
は
す
言
葉
と
し
て



　
　
は
、
事
實
の
認
知
（
或
は
確
定
）
及
理
解
な
る
語
が
一
騒
適

　
　
當
で
あ
ら
う
と
信
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
帥
ち
吾
入
が
豊
艶

　
　
を
認
知
し
て
之
を
一
般
に
螢
表
す
る
方
法
が
記
載
で
あ

　
　
ウ
、
凌
早
事
實
を
理
解
し
て
之
を
｝
般
に
博
達
す
る
方
法

　
　
が
読
明
で
あ
る
。
故
に
事
實
の
認
知
及
び
理
解
が
認
識
其

　
　
者
の
性
質
で
あ
ウ
、
記
載
及
び
説
明
は
其
の
登
表
の
方
法

　
　
で
あ
る
。
尤
竜
今
日
で
は
記
載
及
び
説
明
な
る
語
は
認
識

　
　
の
器
量
な
る
と
共
に
嚢
π
認
識
の
性
質
を
表
す
も
の
と
し

　
　
て
用
ひ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
が
一
興
に
読
明
な
る
語

　
　
に
於
で
特
に
然
る
を
見
る
が
一
認
れ
は
語
義
の
韓
化
に

　
　
依
っ
て
附
加
せ
ら
れ
た
第
二
次
的
意
義
に
過
ぎ
な
い
「
も
の

　
　
で
あ
っ
て
、
認
識
共
者
の
性
質
を
表
は
す
言
葉
と
し
て
は
、

　
　
事
實
の
認
知
及
び
理
解
な
る
語
が
遙
に
適
切
で
あ
ら
う
と

　
　
思
ぷ
。
此
の
ご
つ
の
理
由
に
依
っ
て
試
み
に
此
の
語
を
使

　
　
用
し
π
の
で
あ
っ
て
、
認
識
の
極
倒
に
就
て
は
差
異
の
あ

　
　
る
課
で
は
な
い
。

㎝
そ
れ
で
は
事
實
の
認
菱
轟
々
と
は
如
搾
る
事
を

　
　
　
　
　
　
穀
　
　
録
　
　
　
　
　
著

指
す
の
で
あ
る
か
。
凡
そ
吾
人
の
認
識
に
ば
軍
に
事
實
を

知
る
事
と
、
其
の
事
實
を
理
解
す
る
事
と
の
二
種
の
認
識

が
あ
る
。
前
者
は
或
る
興
へ
ら
れ
π
る
事
實
を
事
實
と
し

て
認
容
す
る
事
、
帥
ち
吾
人
に
與
へ
ら
れ
た
る
知
蜷
内
容

の
時
効
的
關
係
を
知
る
事
で
あ
っ
て
、
曇
れ
鋼
ち
厳
に
謂

ぷ
慮
の
事
實
の
認
知
で
あ
る
。
後
者
は
其
の
事
實
の
依
っ

て
生
ず
る
理
由
を
考
へ
る
事
で
あ
っ
て
、
換
言
す
れ
ば
、

實
膿
、
因
果
（
力
的
）
及
び
思
的
等
の
概
念
に
依
っ
て
、
事

實
を
理
解
す
る
事
で
あ
る
。
か
＼
る
用
法
の
外
、
認
知
な

る
言
葉
は
、
論
理
的
、
数
學
的
公
理
の
認
知
、
倫
理
的
、

美
的
規
範
の
認
知
の
如
き
、
塞
問
時
間
的
關
係
以
外
の
或

物
を
認
識
す
る
鶏
合
に
も
用
ひ
ら
れ
、
又
疫
理
解
な
る
語

が
、
論
理
的
理
解
、
藪
髄
脳
理
解
の
如
き
、
演
繹
的
理
解

を
意
罰
す
る
事
竜
あ
る
が
、
今
は
唯
だ
維
鹸
的
認
識
の
性

質
を
の
み
問
題
と
し
て
居
る
の
で
あ
み
か
ら
、
此
の
種
の

認
知
及
び
理
解
は
、
暫
く
考
慮
の
外
に
措
い
て
可
い
。
又

た
理
解
な
る
語
は
言
語
の
理
解
等
い
ム
場
合
に
も
用
ひ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帽
二
七



　
　
　
　
、
　
哲
、
墨
・
研
、
究
　
第
十
八
號

魏
　
れ
る
が
博
、
怒
れ
竜
叢
に
い
ふ
事
實
の
理
解
と
は
、
，
全
く
別
。
、

1　
　
の
事
柄
で
あ
る
か
ら
、
吾
人
の
問
題
外
で
あ
る
。
叉
差
響

　
　
は
舷
に
翼
翼
の
認
知
及
び
事
實
の
理
解
な
る
語
を
用
ひ
π

　
が
、
此
の
事
訳
は
客
観
的
に
實
在
す
る
事
實
で
あ
っ
て
、

　
此
の
客
観
的
事
實
を
吾
人
が
如
實
に
認
知
し
、
或
は
理
解

　
す
る
の
で
あ
る
か
、
或
は
其
の
認
知
叉
は
理
解
に
依
っ
て

　
事
實
が
構
成
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
と
い
ム
事
は
瓶
妓
に

　
説
明
す
る
必
要
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
上
に
噺
っ
て
み
い

　
尤
墨
差
、
吾
人
は
唯
だ
方
法
論
の
範
園
に
止
り
、
知
識
の

　
客
観
性
に
關
す
る
認
識
論
的
問
題
に
答
へ
る
事
を
目
的
と

　
　
し
な
い
か
ら
で
あ
ろ
。
故
α
若
し
強
い
て
之
が
詮
明
を
求

　
　
め
ら
る
＼
な
ら
ば
、
槻
念
論
者
に
沖
っ
て
は
、
事
實
は
認

　
識
に
依
っ
て
構
成
せ
ら
る
と
し
、
實
在
論
者
に
向
っ
て

　
　
は
、
事
實
は
客
観
的
に
存
在
す
る
と
答
へ
て
あ
け
ば
よ

　
　
い
の
で
あ
る
。
尤
竜
野
在
論
者
に
取
っ
て
は
、
此
の
事
實

　
　
の
認
知
及
び
理
解
な
る
語
は
、
極
め
て
自
然
的
に
聞
え
る

　
に
反
し
て
、
観
念
論
者
に
取
っ
て
は
、
か
、
る
語
は
甚
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
八

不
都
合
に
威
ぜ
ら
れ
る
か
も
し
れ
澱
が
、
築
三
ひ
認
識
に

依
っ
て
事
實
が
構
成
せ
ら
る
と
し
て
も
、
経
験
の
輿
料
は

街
ほ
何
等
か
の
意
味
に
当
て
、
吾
人
の
“
患
惟
を
要
求
し
、

其
の
方
向
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
認
識
の
事
實
は

吾
人
の
経
験
的
意
識
に
取
っ
て
は
、
全
く
實
在
的
な
も
の

と
見
て
差
支
へ
な
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
先
験
的
立
揚
か

ら
見
て
、
，
爾
ほ
其
の
申
に
主
観
的
構
成
作
用
が
あ
る
と
し

て
も
、
吾
人
は
や
は
う
事
實
の
認
知
及
び
理
解
な
る
語
を

使
用
し
得
る
事
は
（
恰
も
吾
入
が
、
日
常
の
用
語
に
於
て

家
を
建
て
る
と
か
湯
を
沸
す
と
か
い
ふ
場
合
と
同
様
で
あ

っ
て
少
し
竜
不
都
合
は
な
い
。
故
に
實
在
論
に
左
祖
す
る

と
し
て
も
、
ま
た
観
念
論
に
同
情
す
る
と
し
て
竜
、
事
實

の
認
知
及
び
理
解
と
い
ふ
言
葉
は
安
全
に
使
用
せ
ら
れ
る

の
で
あ
っ
て
、
其
の
事
業
を
観
念
論
的
に
解
す
る
か
、
或

は
實
在
論
的
に
解
す
る
か
は
、
認
識
論
者
の
自
由
に
放
任

し
て
訟
け
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

　
吾
人
の
経
験
的
勢
象
の
認
識
に
事
實
を
認
知
す
る
事



　
　
と
、
之
を
理
解
す
る
事
と
二
種
の
方
法
が
あ
る
事
は
、
上
に

　
　
一
と
配
り
説
明
し
た
。
前
者
は
從
來
未
知
で
あ
っ
π
事
實

　
　
を
知
う
、
其
の
相
互
の
關
係
を
確
定
し
、
之
を
吾
人
の
所
有

　
　
の
申
に
編
入
す
る
事
で
あ
る
か
ら
、
知
識
の
獲
得
、
増
加
、

　
　
嬢
張
を
意
味
し
、
後
者
は
か
く
て
吾
入
の
所
有
と
な
つ
π

　
　
事
實
に
何
等
か
の
解
繹
を
輿
へ
る
事
で
あ
る
か
ら
、
塞
ろ

　
　
既
知
の
事
業
の
整
理
、
豊
川
を
意
味
し
新
知
識
の
獲
取
を

　
　
雲
上
す
る
竜
の
で
は
な
い
。
尤
も
理
解
其
者
竜
輔
つ
の
新

　
　
知
識
に
は
相
違
な
い
が
、
吾
人
の
知
識
は
之
に
依
っ
て
深

　
　
さ
を
増
加
す
る
か
も
し
れ
ぬ
が
、
其
の
範
團
を
蟹
張
す
る

　
　
事
は
な
い
つ
か
く
事
實
の
認
知
と
理
解
と
は
、
其
の
性
質

　
　
が
全
く
刎
で
あ
る
か
ら
、
互
に
共
の
一
方
を
他
に
選
忘
す

　
　
る
事
は
出
難
読
。
節
ち
吾
人
は
如
何
に
多
く
の
事
實
を
知

　
　
る
と
も
・
棲
だ
之
を
理
解
す
る
事
に
は
な
ら
な
い
し
、
叉

　
　
π
如
何
に
事
實
を
理
解
し
得
再
縁
で
、
之
に
依
っ
て
経
駿

　
　
的
里
雪
を
決
定
し
、
叉
は
憂
更
す
る
事
は
出
町
澱
9
故
に

脇
鰹
の
筆
者
は
吾
人
の
認
識
の
二
個
の
架
的
方
式
と
い
つ

　
　
　
　
　
　
難
　
遣
録

て
よ
か
ら
う
。
さ
れ
ば
今
若
し
上
述
の
如
く
自
然
科
學
が

其
の
認
識
の
性
質
の
純
一
を
保
た
ん
と
す
れ
ば
、
事
實
の

認
知
を
其
の
本
領
と
す
る
か
、
或
は
其
の
理
解
を
目
的
と

す
る
か
、
翻
れ
か
輔
方
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
と

な
る
。

　
今
嚢
此
の
掛
札
の
認
識
の
關
係
を
見
る
と
、
事
實
の
認

知
は
必
ず
し
も
其
の
理
解
を
豫
饗
し
な
い
に
反
し
、
後
者

は
常
に
前
者
を
意
想
す
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
輩
に
認

知
せ
ら
れ
だ
事
實
は
、
更
に
其
が
理
解
せ
ら
る
＼
事
に
依

っ
て
吾
人
に
會
得
せ
ら
れ
，
、
知
識
と
し
て
一
暦
完
成
的
な

竜
の
と
な
る
。
故
に
今
若
し
事
實
の
理
解
を
鞭
っ
て
科
學

的
認
識
な
ウ
と
す
れ
ば
、
軍
な
る
事
實
の
認
知
ほ
未
科
學

的
認
識
で
あ
う
、
前
階
段
的
知
識
に
過
ぎ
楓
。
之
に
反
し

て
事
實
の
認
知
を
以
っ
て
科
學
的
認
識
な
う
と
す
れ
ば
、

其
の
理
解
は
豊
科
學
的
認
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
諏
。
從
來

一
般
に
説
明
論
が
是
認
せ
ら
れ
て
居
つ
π
理
宙
は
、
事
實

の
理
解
が
輩
な
る
認
知
に
比
し
て
一
暦
完
成
的
な
認
識
で

［
　
　
　
　
　
　
　
　
・
す
　
　
　
　
　
｝
ご
九
　
　
　
　
詐



　
　
　
　
　
　
醤
學
研
究
　
第
十
八
號

秘
　
あ
る
と
い
ふ
理
由
と
、
理
解
は
常
に
事
實
の
認
知
を
豫
想

ユ
　
　
　

　
し
、
從
っ
て
ま
風
定
ら
之
を
包
括
す
乏
考
へ
ら
れ
π
事
に

　
職
由
す
る
の
で
あ
ら
う
。
け
れ
ど
竜
此
の
二
個
の
理
由
は

　
共
に
不
充
分
で
あ
る
。
事
實
の
認
知
は
、
な
る
程
、
前
駆

　
段
的
な
未
完
成
的
な
認
識
で
あ
る
か
竜
知
れ
諏
が
、
少
く

　
竜
其
の
種
類
に
於
て
は
、
完
全
な
る
認
識
た
歩
得
る
竜
の

　
　
で
あ
っ
て
、
理
解
に
依
っ
て
左
右
し
得
な
い
猫
立
な
認
識

　
　
の
方
法
で
あ
る
か
ら
、
此
の
意
味
に
於
て
一
種
の
學
的
認

　
識
を
構
成
し
得
べ
ぎ
も
の
で
あ
っ
て
、
之
を
學
的
認
識
の

　
将
外
に
排
除
し
去
る
事
は
出
來
滋
。
叉
控
科
量
的
認
識
は

　
面
詰
を
確
定
し
、
更
に
之
を
理
解
す
る
に
あ
り
と
す
る
主

　
張
は
上
蓮
の
如
仁
科
學
的
認
識
の
二
元
論
で
あ
っ
て
、
吾

　
人
の
立
揚
か
ら
は
許
し
難
い
圭
張
で
あ
る
。
さ
れ
ば
問
題

　
は
再
び
元
に
二
っ
て
、
事
事
の
認
知
を
科
學
的
認
識
の
本

　
頒
と
認
む
べ
き
か
、
或
は
そ
の
理
解
を
科
學
的
認
識
の

　
本
領
と
考
ふ
べ
き
か
㌃
決
め
解
け
れ
ば
な
ら
学
事
と
な

　
る
。

・
　
　
　
　
　
　
　
穿
　
　
　
　
一
三
〇

　
然
し
今
ま
吾
人
が
此
の
問
題
を
如
何
彼
決
定
す
る
と
し

℃
も
、
結
局
は
之
に
依
っ
て
肖
鑑
定
科
的
認
識
の
定
義
を

興
へ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
其
の
探
澤
は
定
義
者

の
随
意
で
あ
る
か
竜
知
れ
な
い
。
ま
た
き
う
謂
へ
は
そ
れ

迄
で
あ
る
が
、
然
し
吾
人
の
肖
然
科
學
の
概
念
に
は
、
實
際

に
於
て
贈
る
一
定
し
た
内
容
が
存
在
す
る
か
ら
、
吾
入
は

此
観
念
に
基
い
て
其
の
認
識
の
性
質
を
決
定
し
得
る
と
思

ふ
。
麹
も
吾
人
が
近
世
の
肖
然
科
學
の
特
質
を
な
す
と
考

へ
る
慮
の
竜
の
は
何
で
あ
ら
う
か
。
詳
言
す
れ
ば
、
從
來
の

哲
學
的
慮
然
観
に
比
し
て
、
今
同
の
自
然
科
學
が
鴎
般
に

世
人
の
奪
敬
と
信
認
を
寂
す
る
所
以
の
特
質
は
何
で
あ
ら

う
か
。
私
は
之
を
数
へ
て
大
学
次
ぎ
の
三
項
に
購
す
る
と

思
ふ
。
第
一
は
経
験
的
な
る
事
、
第
二
は
数
學
的
な
る
事
、

第
三
は
装
用
的
な
る
事
で
あ
る
。
此
の
三
者
は
近
世
の
實

謹
主
義
の
特
質
を
な
せ
る
事
は
、
鼓
に
詳
説
す
る
必
要
も

あ
る
ま
い
。
此
の
外
嫌
來
の
自
然
哲
學
の
重
要
な
指
導
動

機
で
あ
っ
だ
自
然
界
の
聯
秘
を
關
く
と
い
ふ
か
如
き
考
へ
．



　
　
は
、
一
時
は
輕
卒
な
科
論
者
に
依
っ
て
夢
想
せ
ら
れ
た
か

　
　
も
し
れ
繊
が
、
多
少
思
慮
の
周
密
な
科
學
者
は
何
時
で
竜

　
　
科
學
的
認
識
に
一
定
の
限
界
が
あ
る
事
を
考
へ
て
、
か
＼

　
　
る
企
嗣
を
全
々
放
棄
す
る
か
、
或
は
発
ウ
放
棄
し
な
い
迄

　
　
も
、
雰
常
な
難
解
を
以
て
之
を
許
し
て
居
る
に
過
ぎ
臓
。

　
　
故
に
自
然
科
學
の
一
般
的
特
質
と
し
て
は
大
膿
上
掲
の
三

　
　
項
を
以
て
畢
さ
れ
て
居
る
で
あ
ら
5
と
思
ふ
。
而
し
て
自

　
　
然
科
學
の
特
質
が
果
し
て
斯
の
如
き
竜
の
と
す
れ
ば
、
其

　
　
の
認
識
の
性
質
は
、
事
實
の
理
解
に
命
ず
し
て
共
の
認
知

　
　
に
あ
る
べ
き
事
は
、
容
易
に
推
知
し
得
る
で
あ
ら
う
と
思

　
　
ふ
。

　
　
　
先
づ
夫
の
認
載
説
の
最
も
主
要
な
論
擦
と
な
っ
た
事
柄

　
　
は
疑
も
な
く
第
一
の
事
柄
で
あ
っ
だ
。
帥
ち
科
學
的
認
識

　
　
は
全
く
輕
駒
的
な
る
べ
く
し
て
、
少
し
竜
主
観
的
構
想
を

　
交
ふ
べ
か
ら
ず
と
い
ム
事
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
今
若
し
経

　
駒
的
て
ふ
事
を
記
載
論
者
の
主
張
す
る
が
如
く
、
全
く
主

脳
量
的
梅
壷
離
れ
論
餐
外
界
に
實
在
す
る
饗
と
解

　
　
　
　
　
　
難
　
　
　
鋒

す
れ
ば
、
か
＼
る
超
越
慶
事
實
の
存
在
せ
ざ
る
事
は
、
今

’
更
ら
喋
々
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
外
界
よ
う
與
へ
ら
れ

π
と
い
ふ
事
か
既
に
所
輿
の
範
疇
を
聯
想
す
る
の
で
あ

る
。
故
に
從
來
の
記
載
説
印
ち
外
界
模
学
説
は
、
此
の
純

粋
客
観
性
の
要
求
は
潔
よ
く
之
を
轍
回
し
な
け
れ
ば
な
ら

綴
。
尤
竜
今
若
し
観
念
論
の
立
揚
か
ら
、
再
び
實
在
論
の

立
揚
に
復
馨
し
得
た
な
ら
ば
、
模
岩
袋
は
再
び
新
な
る
襲

ひ
を
以
っ
て
復
活
し
得
る
か
竜
し
れ
諏
が
、
此
の
協
合
に

蓮
葉
の
所
謂
る
實
在
の
本
質
如
何
は
色
々
に
考
へ
ら
れ
る

の
で
あ
っ
て
、
威
畳
及
び
其
の
關
係
が
必
ず
し
も
常
に
唯
、

一
自
明
の
實
在
で
は
な
い
か
ら
、
経
験
的
認
識
が
如
何
な

る
種
類
の
客
観
的
認
識
で
あ
る
か
は
、
依
然
と
し
て
一
の

問
題
と
し
て
残
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
此
に
反
し
て
概
念

論
的
見
地
を
取
る
な
ら
ば
、
吾
人
の
認
識
の
皇
院
は
総
て

圭
観
的
の
構
成
と
な
う
、
純
客
観
的
事
業
な
る
も
の
は
な

く
な
っ
て
了
ふ
。
然
し
乍
ら
此
の
見
解
を
是
認
す
る
と
し

て
竜
、
其
の
謂
ふ
所
の
主
概
的
穂
戎
に
は
、
綾
泥
良
ら
鰍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
響
＝
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哲
學
硯
究
、
筆
八
パ

多
の
階
段
が
あ
鼻
、
其
申
に
は
比
較
的
経
．
験
的
な
る
も
の

と
、
比
較
的
主
親
的
構
成
要
素
の
多
き
も
の
と
の
朋
が
あ

る
か
ら
此
の
差
別
に
墓
い
て
贈
賄
的
認
識
の
語
を
用
ふ
る

事
は
無
意
義
で
は
な
い
。
曝
し
て
科
學
的
認
識
は
ま
た
實

に
か
＼
る
意
味
に
煽
て
の
経
験
的
認
識
た
ら
ん
事
を
要
求

す
る
も
の
な
り
と
す
れ
ば
、
凝
念
論
者
も
亦
π
之
を
是
認

し
な
け
れ
ば
な
る
捜
い
。

　
然
ら
ば
斯
る
意
昧
に
於
け
る
維
験
的
認
識
と
は
如
何
な

る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
共
は
経
験
的
直
接
與
件
に
の
み
齢

す
る
も
の
で
あ
ウ
、
假
令
ひ
之
に
愚
惟
の
規
定
が
加
は
る

と
し
て
も
、
其
は
吾
人
に
可
能
な
る
外
界
認
識
と
し
て
、

唯
だ
最
小
限
度
の
主
観
的
構
成
を
許
容
し
た
竜
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
濃
。
然
る
に
吾
人
の
客
観
的
認
識
の
醤
象
と
し

て
最
小
限
度
の
主
槻
的
構
成
を
許
容
し
だ
竜
の
は
可
能
的

野
象
の
構
成
的
範
疇
に
依
っ
て
構
成
せ
ら
れ
た
鋤
象
即
ち

時
弊
塞
問
の
申
に
興
へ
ら
れ
た
坐
雛
與
件
と
し
て
の
知
畳

表
象
で
あ
う
、
其
の
輿
件
の
時
塞
的
關
係
を
規
定
す
る
事

蜜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
二
　
一

は
吾
人
に
許
さ
れ
π
る
最
も
経
験
的
な
認
識
で
な
け
れ
は

な
ら
ぬ
。
而
し
て
是
が
帥
ち
事
實
の
認
知
で
あ
る
。
之
に

反
し
て
事
實
の
理
解
は
、
か
＼
る
直
接
輿
件
以
上
に
出
で

、
、
實
膿
、
カ
、
或
は
目
的
等
の
認
識
を
豫
算
す
る
も
の

で
あ
っ
て
、
此
等
の
概
念
が
直
接
與
件
を
超
越
す
る
だ

け
、
そ
れ
だ
け
高
次
の
主
辞
酌
梅
成
で
あ
う
、
超
脛
瞼
的
認

識
で
あ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
近
世
の
實
誇
主
義

が
、
實
艦
及
び
力
の
概
念
を
排
斥
し
力
理
由
は
、
共
が
経

験
的
認
識
の
勤
象
に
非
ず
、
叉
π
極
め
て
不
朋
瞭
な
叉
如

何
様
に
も
養
堕
し
得
る
不
定
な
観
念
乗
る
を
罷
れ
滋
と
い

ふ
鮎
に
存
す
る
の
で
あ
ら
う
が
、
然
し
乍
ら
其
の
不
明
瞭

で
あ
ウ
不
定
で
あ
る
事
は
、
其
が
一
の
問
題
と
し
て
存
在

す
る
所
以
で
あ
う
、
從
っ
て
其
が
一
の
學
的
研
究
を
要
求

す
る
所
以
で
あ
る
か
給
し
れ
な
い
。
叉
控
経
験
的
な
る
言

葉
も
定
義
の
如
何
に
依
っ
て
は
、
か
＼
る
認
識
に
名
け
ら

る
＼
事
慾
可
能
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
之
を

上
掲
の
事
實
の
輩
な
る
認
知
に
比
較
す
れ
ば
、
か
＼
る
認

P



　
　
識
の
超
経
験
的
に
し
て
、
事
實
の
認
知
が
一
瞬
経
験
蘭
な

　
　
る
事
は
何
人
竜
否
定
し
難
い
で
あ
ら
う
。

　
　
　
然
し
な
が
ら
科
學
蘭
認
識
も
寮
π
軍
な
る
個
々
の
事
實

　
　
の
認
知
に
の
み
に
止
ま
ら
ず
し
て
、
更
に
進
ん
で
一
般
的

　
　
法
則
の
登
見
を
目
的
と
す
る
。
此
の
一
般
的
法
則
の
認
識

　
　
は
下
煮
的
研
究
の
根
本
的
約
束
で
あ
る
か
ら
、
記
載
説
の

　
　
主
張
者
竜
亦
控
之
を
認
容
せ
ざ
る
を
得
禰
。
然
る
に
一
般

　
　
的
法
則
は
経
験
的
認
識
の
鞘
管
π
る
個
々
の
事
實
と
は
異

　
　
う
事
物
の
一
般
的
秩
序
で
あ
る
か
ら
、
此
の
顯
に
於
て
は

　
　
科
學
酌
認
識
は
ま
力
経
験
的
認
識
を
超
越
し
て
居
る
の
で

　
　
あ
る
。
け
れ
ど
竜
其
の
法
則
の
内
容
は
や
は
う
吾
人
の
直

　
　
接
熟
議
禿
る
。
へ
き
知
畳
表
象
の
時
乱
闘
蒼
蒼
關
係
を
表
す

　
　
竜
の
で
あ
っ
て
、
實
膿
、
品
等
の
超
経
鹸
的
概
念
を
包
含

　
　
せ
ざ
る
も
の
、
否
な
然
か
あ
る
べ
き
竜
の
で
あ
る
か
ら
、

　
　
此
の
織
に
於
て
は
や
は
蚤
経
験
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
漁
。

　
　
而
し
て
か
、
る
普
遍
的
法
則
の
認
識
は
實
際
上
及
び
理
論

難
赤
何
な
る
要
求
に
誉
離
婁
る
催
を
有
す
る
か
と

　
　
　
　
　
　
、
難
　
“
鋒

い
ム
享
は
、
認
識
論
に
取
っ
て
は
重
要
な
問
題
で
あ
ら
う

が
、
吾
人
は
鼓
に
は
此
の
問
題
に
鰯
重
る
必
要
は
な
い
。

直
入
に
取
っ
て
は
、
初
に
断
っ
て
る
い
π
通
9
㌔
か
㌧
る

認
識
が
如
何
な
る
性
質
の
認
識
で
あ
る
か
と
い
ふ
事
の
み

が
問
題
で
あ
る
。
然
る
に
法
則
の
認
識
は
上
述
の
如
き
特

殊
的
取
實
の
認
識
を
唯
だ
一
般
的
關
係
と
し
て
言
ひ
表
し

π
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
其
の
性
質
は
少
し
竜

獲
化
し
な
い
。
帥
ち
法
器
は
一
般
的
秩
序
の
認
知
で
あ
っ

て
決
し
て
其
の
理
解
で
は
な
い
。
例
へ
は
水
は
百
度
に
熱

す
れ
ば
沸
騰
す
る
と
い
ふ
事
は
、
経
瞼
的
に
認
識
せ
ら
れ

た
水
の
歌
態
と
熱
と
の
一
定
の
函
数
嘉
言
係
を
言
ひ
表
し

π
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
之
を
特
殊
の
事
實
に
於

て
言
ひ
表
は
さ
う
と
或
は
之
を
一
般
的
命
題
と
し
て
言
ひ

表
は
さ
う
と
、
認
識
の
性
質
は
少
し
竜
憂
化
せ
ず
、
倶
に

事
書
の
認
知
で
あ
っ
て
、
其
理
解
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。　

次
に
翻
然
誓
言
的
認
識
の
第
二
の
特
質
は
数
端
的
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
一
嵩
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’
二
一
學
研
究
　
第
十
八
號

る
と
い
ふ
事
で
あ
っ
禿
。
然
し
叢
に
い
ふ
数
學
的
と
い
ふ

事
は
、
総
て
の
現
象
の
性
質
的
差
別
を
同
質
的
物
膿
の
歎

學
的
形
態
及
び
關
係
に
選
燃
せ
ん
と
す
る
企
て
を
指
す
の

で
は
な
い
。
総
て
の
質
的
差
別
を
無
親
し
だ
同
質
的
物
膿

の
如
き
は
、
明
に
超
経
験
的
事
物
で
あ
ウ
、
．
か
㌧
る
事
物

の
認
識
は
超
経
験
的
認
識
で
あ
る
。
鼓
に
謂
ふ
所
の
数
學

的
認
識
は
唯
だ
現
象
相
互
の
数
取
蘭
關
係
を
規
定
す
る
事

に
過
ぎ
毅
。
然
る
に
現
象
の
数
劇
的
規
定
は
、
唯
π
其
の

時
問
番
謡
錦
蛇
係
に
の
み
關
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
實
膿

其
者
、
力
其
者
は
直
観
の
鋤
象
で
な
い
か
ら
、
激
學
的
に

は
規
定
し
得
な
い
込
の
で
あ
る
。
從
っ
て
藪
景
的
認
識
が

慮
然
科
學
的
認
識
の
一
の
軍
容
叡
る
厩
性
で
あ
る
な
ら

ば
、
其
は
事
實
の
理
解
に
存
せ
ず
し
て
、
其
の
認
知
に
存

す
る
事
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
尤
書
髭
縫
の
科
劇
的
認
識

の
絵
べ
て
が
、
ま
だ
完
全
な
撒
學
的
側
定
の
域
に
到
選
し

て
居
な
い
事
は
い
ム
迄
も
な
い
が
、
其
の
認
識
の
珊
想

が
鼓
に
あ
る
纂
は
多
言
を
要
し
な
い
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
四

　
最
後
に
實
用
と
い
ム
事
が
ま
π
近
世
の
肖
学
科
學
の
特

質
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
今
若
し
此
の
實
用
の
語
を
廣

く
解
し
て
、
人
間
の
何
等
か
の
要
求
に
満
足
を
與
へ
る
事

と
解
す
れ
ば
、
蕾
に
科
學
の
み
な
ら
ず
．
哲
學
竜
宗
敏
も

道
徳
竜
藝
術
竜
、
総
て
吾
人
の
要
求
に
無
憂
係
な
も
の
は

な
い
か
ら
、
此
等
の
丈
化
は
総
て
實
用
的
家
ウ
と
い
は
な

け
れ
ば
な
ら
臓
が
、
鼓
に
云
ふ
實
用
的
と
は
、
か
y
る
贋
義

の
實
用
的
で
は
な
く
て
、
一
層
挾
義
の
實
用
的
な
る
事
は

い
ム
泡
も
な
い
。
即
ち
其
は
算
入
の
穏
ξ
馨
畠
＄
ご
器
Φ
言

に
取
っ
て
の
實
用
で
あ
る
。
一
の
精
算
的
存
在
と
し
て
の

吾
人
の
需
要
に
満
足
を
輿
へ
る
の
で
は
な
く
て
、
一
の
膚

然
的
存
在
者
と
し
て
の
吾
人
の
要
求
に
鷹
ず
る
込
の
で
あ

る
。
然
る
に
吾
入
は
慮
然
的
存
在
者
と
し
て
は
、
疇
問
室

間
の
世
界
に
生
存
し
て
居
る
竜
の
で
あ
っ
て
、
吾
人
と
外

界
世
界
と
の
交
渉
竜
亦
だ
既
の
尋
問
塞
問
の
舞
壁
に
於
て

の
み
行
は
れ
る
の
で
あ
る
。
故
に
外
物
が
吾
人
の
實
際
生

活
に
取
っ
て
何
等
か
の
意
義
を
有
す
る
の
は
、
其
が
時
間



　
　
寸
心
の
舞
壷
に
於
て
吾
人
に
關
冠
す
る
限
う
に
歴
て
ビ
あ

　
　
う
、
從
っ
て
此
の
現
象
世
界
の
時
塞
的
關
係
を
規
定
す
る

　
　
事
は
、
吾
入
の
實
用
に
取
っ
て
必
要
な
る
総
て
讐
な
け
れ

　
　
ば
な
ら
繊
。
然
る
に
此
の
現
象
の
時
塞
的
規
定
は
瀞
即
ち
科

　
　
學
的
認
識
の
方
法
で
あ
っ
て
、
捲
れ
臆
て
其
の
實
用
的
な

　
　
る
所
以
で
あ
み
。
之
に
反
し
て
皐
實
の
理
解
は
、
吾
人
の

　
　
知
的
要
求
に
は
満
足
を
與
へ
る
か
円
し
れ
漁
が
、
鼓
に
謂

　
　
ふ
が
如
き
吾
人
の
實
用
に
取
っ
て
は
－
一
少
く
も
直
接
に

　
　
は
i
i
何
等
の
利
盆
を
竜
與
へ
顧
の
で
あ
る
。
尤
も
鼓
に

　
　
科
學
的
知
識
を
以
て
實
用
的
な
う
と
い
ム
事
は
、
軍
に
特

　
　
殊
の
個
人
と
し
て
の
現
在
の
累
乗
に
取
っ
て
敷
用
あ
る
事

　
　
を
意
幽
す
る
の
で
は
な
く
て
、
人
類
一
般
に
封
ず
る
可
能

　
　
的
数
用
を
指
す
の
で
あ
る
。
故
に
科
罰
者
が
自
己
の
衣

　
　
食
に
直
接
關
係
な
き
、
些
細
な
事
實
の
研
究
に
没
頭
せ
る

　
　
が
如
き
場
合
に
竜
、
之
を
以
っ
て
實
用
的
な
ら
ず
と
す
る

　
　
必
要
は
少
し
も
な
い
ゆ
ま
た
科
白
的
認
識
が
實
用
的
な
う

聯
と
毒
害
・
科
學
が
實
用
盟
ハ
味
の
み
か
ら
研
究
せ
ら

　
　
　
　
　
　
雑
　
　
　
録

れ
、
構
成
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
意
味
で
は
な
い
。
今
日
の
砲

然
科
學
は
實
用
的
興
昧
を
以
て
研
究
せ
ら
れ
て
居
る
も
の

は
寧
ろ
少
く
て
、
純
知
的
興
味
を
以
て
研
究
せ
ら
れ
て
居

る
も
の
が
却
っ
て
多
い
か
竜
し
れ
ぬ
。
け
れ
ど
竜
近
世
の

墨
画
的
研
究
を
促
進
し
疫
最
竜
大
な
る
動
機
は
自
然
の
利

用
、
人
類
に
取
っ
て
の
数
用
で
あ
っ
た
と
い
ふ
講
と
、
叉

た
其
研
究
が
、
π
と
へ
純
知
的
興
味
に
依
っ
て
指
導
せ
ら

れ
て
居
る
と
し
て
竜
、
共
の
認
識
は
實
用
に
供
せ
ら
る
べ

き
性
質
の
竜
の
で
あ
る
と
い
ふ
塞
は
否
定
し
難
い
。
故
に

此
の
意
味
に
予
て
、
即
題
的
認
識
を
以
て
無
用
的
な
卦
と

い
ふ
纂
は
可
能
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。

　
以
上
吾
人
は
種
々
の
方
面
か
ら
科
學
的
認
識
の
性
質
を

考
察
し
來
つ
π
が
、
軌
れ
の
織
よ
わ
見
る
も
、
其
は
事
實

の
認
知
で
あ
っ
て
、
其
の
理
解
で
な
い
と
い
ふ
事
を
一
通

ウ
論
明
し
だ
つ
も
う
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
此
の
結
論
に

就
て
は
、
爾
ほ
一
こ
の
疑
織
が
な
い
で
も
な
い
か
ら
、
以

下
に
爾
ほ
此
等
の
貼
に
就
て
考
へ
て
見
た
い
。
　
　
　
　
舷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
；
一
五

嶢
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哲
學
砺
究
　
第
十
八
號

　
先
づ
科
學
的
認
識
に
於
て
は
、
凄
艶
叉
は
力
等
の
超
経

験
的
實
在
の
認
識
を
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
は
、

是
認
す
る
と
し
て
も
、
科
學
的
認
識
に
此
等
の
概
念
を
全

々
放
棄
す
る
事
は
、
必
ず
し
も
必
要
で
あ
る
嚢
い
・
。
例
へ
ば

今
日
の
物
理
化
學
に
於
て
使
用
ぜ
ら
れ
る
原
子
と
か
、
電

子
と
か
、
エ
ナ
置
ヂ
霧
と
か
工
書
テ
ル
と
か
い
ム
が
如
き

名
僻
は
鴨
超
経
験
的
實
燈
叉
は
力
の
機
転
と
考
へ
て
は
不

都
合
で
あ
ら
う
が
、
之
を
雁
だ
一
定
の
複
合
表
象
叉
は
其

の
函
歎
的
關
係
の
詑
號
と
し
て
使
用
す
る
時
は
、
科
學
的

認
識
に
、
か
＼
る
名
僻
を
使
用
す
る
事
は
少
し
も
差
支
へ

な
い
で
は
な
い
か
と
考
へ
ら
れ
る
。
け
れ
ど
竜
此
の
場
合

は
、
此
等
の
名
僻
は
唯
だ
其
認
識
の
表
撮
を
簡
捷
と
な
ら

し
む
る
一
の
記
號
と
し
て
使
用
せ
ら
る
、
に
過
ぎ
な
い
竜
，

の
で
あ
っ
て
、
認
識
其
者
の
性
質
に
は
少
し
も
喫
せ
ぎ
る

竜
の
で
あ
る
。
故
に
此
等
の
名
乗
が
使
用
せ
ら
る
＼
か
ら

と
い
っ
て
直
に
其
の
認
識
の
性
質
が
斜
眼
の
理
解
に
あ
ウ

と
す
る
事
は
不
可
能
で
あ
る
。
然
ら
ば
此
等
の
名
嚇
を
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
ご
六

て
輩
に
一
定
の
表
象
關
係
の
記
號
と
解
せ
ず
し
て
経
験
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殊

事
業
を
論
明
す
る
爲
に
考
案
せ
ら
れ
た
假
読
な
ウ
と
し
、

而
し
て
其
は
假
説
な
る
を
以
て
、
軍
に
8
薯
Φ
暮
貯
乾
な

“
瓦
器
た
る
に
止
あ
、
必
ず
し
も
其
の
實
在
性
を
要
求
す
る

も
の
に
非
ず
と
し
π
な
ら
は
如
何
で
あ
ら
う
か
。
是
れ
ま

π
吾
人
の
屡
々
遭
遇
す
る
腱
の
見
解
で
あ
る
。
然
し
な
が

ら
、
も
し
此
等
の
假
説
が
、
軍
に
説
明
の
爲
に
考
案
せ
ら

れ
だ
、
察
虚
な
概
念
で
あ
る
な
ら
ば
、
如
何
に
し
て
か
＼

る
察
想
を
以
て
、
實
射
せ
る
事
實
を
説
明
し
得
る
か
、
吾

人
は
全
く
之
を
解
す
る
に
苦
し
む
の
で
あ
る
。
故
に
若
し

科
學
の
目
的
を
以
て
、
事
實
の
解
明
に
あ
う
と
す
る
な
ら

ば
、
此
等
の
愛
読
は
発
々
客
観
的
意
義
な
き
も
の
で
は
な

く
て
、
假
令
ひ
現
在
は
爾
ほ
一
の
假
想
に
過
ぎ
な
い
も
の

で
あ
っ
て
竜
、
絡
局
に
果
て
は
實
在
に
到
達
し
得
る
や
う

孜
性
質
の
竜
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
綴
。
從
っ
て
科
學
が
事

實
の
説
明
を
目
的
と
す
る
隠
は
、
必
ず
や
或
る
種
の
超
脛

験
的
認
識
を
要
求
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
其
は



　
　
既
に
“
歩
を
形
而
上
學
の
領
域
に
踏
み
入
れ
だ
も
の
と
い

　
　
は
な
け
れ
ば
な
ら
滋
。
自
然
科
學
が
無
二
的
認
識
の
立
揚

　
　
に
止
る
限
り
は
、
か
㌧
る
種
類
の
画
論
と
は
全
く
没
交
渉

　
　
な
る
べ
き
筈
で
あ
ら
う
。

　
　
　
そ
れ
で
は
此
程
の
極
論
は
排
除
す
る
と
し
て
も
、
之
に

　
　
依
っ
て
直
に
科
學
的
認
識
は
事
實
の
理
解
に
雰
ず
し
て
認

　
　
知
に
あ
凸
と
い
ひ
得
る
で
あ
ら
う
か
。
錦
も
理
解
叉
は
読

　
　
明
と
は
、
着
る
一
般
的
命
題
よ
ウ
特
殊
の
令
題
を
抽
出
す

　
　
る
事
で
あ
る
。
然
る
に
科
學
は
輩
に
個
々
の
事
由
を
認
識

　
　
す
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
π
一
般
的
法
則
を
認
識
し
、
之
に

　
　
依
っ
て
佃
ヶ
の
事
済
を
説
明
し
、
叉
た
將
來
の
事
實
を
推

　
　
鳴
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
科
學
的
認
識
竜
亦
π

　
　
事
済
の
理
解
、
論
明
で
は
な
か
ら
う
か
。
此
の
疑
問
に
答

　
　
へ
る
に
は
、
鼓
に
所
謂
る
一
般
的
命
題
（
或
は
法
則
）
と
は

　
　
如
何
な
る
も
の
な
る
か
と
い
ム
事
を
一
考
す
る
を
要
す

　
　
る
。
所
謂
る
一
般
的
命
題
と
、
は
、
論
理
學
、
精
索
、
及
び

澗
力
學
の
原
理
の
如
き
先
鵠
憲
脅
す
の
で
あ
ら
う

　
　
　
　
　
　
垂
　
　
　
　
　
袈

　
　
　
　
　
　
菊
　
　
　
　
螢

か
、
或
は
軍
な
る
経
験
的
蹄
納
的
扁
般
命
題
を
指
す
の
で

あ
ら
う
か
。
若
し
薫
る
先
験
的
原
理
、
即
ち
公
理
、
公
準

の
如
き
も
の
か
ら
、
特
殊
の
命
題
を
演
繹
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
共
は
疑
も
な
く
、
特
殊
の
読
明
、
理
解
で
あ
ら
う
。

然
し
な
が
ら
、
か
、
る
認
識
は
演
繹
的
認
識
で
あ
っ
て
、

鼓
に
問
題
と
な
れ
る
経
験
的
認
識
で
は
な
い
。
輕
験
的
認
Ψ

識
は
先
験
的
原
理
の
み
よ
ウ
は
演
繹
し
難
き
も
ρ
で
あ

る
。
漏
れ
其
の
纒
着
的
π
る
所
以
で
あ
ら
う
。
然
ら
ば
経

験
的
一
般
命
題
よ
う
事
實
を
論
明
す
る
言
合
は
如
何
で
あ

む
う
か
。
若
し
此
の
読
明
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
経
験
的
認

識
も
亦
た
理
解
で
あ
る
か
．
も
し
れ
澱
。
然
し
な
が
ら
、
経
「

．
験
的
一
般
命
題
と
は
、
箪
に
特
殊
の
維
験
よ
う
蹄
請
し
、

其
の
同
類
關
係
を
一
般
的
の
形
に
言
ひ
表
し
た
も
の
に
過

ぎ
滋
か
ら
、
か
㌦
る
一
般
命
題
に
依
っ
て
経
験
的
二
三
を

説
明
す
る
事
は
、
軍
な
る
日
帥
㌶
o
ざ
σ
Q
曳
　
に
遇
ぎ
ぬ
。
叉

た
此
の
経
験
的
一
般
命
題
は
多
く
の
特
殊
か
ら
蠕
納
せ
ら

れ
π
も
の
で
あ
る
が
、
恩
納
は
決
し
て
完
全
で
は
な
い
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
七
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哲
　
墨
　
研
　
究
　
　
第
十
八
、
號

ら
、
其
命
題
は
永
久
に
一
の
假
論
で
あ
っ
て
、
経
験
に
依

っ
て
無
限
に
開
園
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
從
っ
て
其

は
経
鹸
に
依
っ
て
規
定
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
、
経
験
的
事

實
を
，
決
定
す
。
へ
き
も
の
で
は
な
い
。
夫
の
先
験
的
原
理

は
、
吾
人
の
経
験
の
甥
象
で
な
い
と
い
ム
意
昧
に
於
て
、

假
読
、
叉
は
假
設
的
公
理
と
稻
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

其
は
経
験
の
條
件
と
な
う
、
之
を
可
能
な
ら
し
む
る
織
に

於
て
、
説
明
の
原
理
と
な
う
得
る
に
反
し
、
怨
讐
的
一
般

命
題
は
、
経
験
の
鍔
象
な
ら
ざ
る
と
共
に
、
ま
た
経
鹸
の

條
件
と
な
る
竜
の
で
も
な
い
。
共
は
却
っ
て
輕
験
に
依
っ

て
規
定
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
」
此
の
織
に
於
て
は

夫
の
先
験
的
假
設
と
全
く
反
野
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で

あ
る
。
経
験
的
硯
究
に
於
て
は
其
は
所
謂
る
婁
。
昏
ぼ
σ
⇔

身
℃
。
跨
Φ
。
。
謎
と
し
て
題
詠
を
指
導
し
、
吾
人
を
し
て
新
し

き
實
験
に
進
ま
し
む
る
が
如
き
役
目
を
演
ず
る
事
は
あ
る

か
も
し
れ
綴
が
、
其
は
輩
に
経
験
を
指
導
す
る
に
誓
う
之

を
規
定
す
る
も
の
で
は
な
（
、
之
が
説
明
の
原
理
と
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
八
　
　
　
　
　
　
丁

も
の
で
は
な
い
。
從
っ
て
此
の
種
類
の
假
読
を
用
ふ
る
事

は
、
其
の
認
識
の
性
質
に
は
全
く
關
係
な
き
竜
の
で
あ

う
、
其
は
軍
に
自
然
雪
曇
的
研
究
の
一
の
手
段
、
方
法
だ

．
る
に
過
ぎ
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
此
の
研
究
の
方
法
と
認
識

の
方
法
と
の
相
違
は
、
先
に
一
言
注
意
し
て
み
い
た
が
、

蚊
に
至
っ
て
此
の
庵
周
は
碧
空
明
認
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。

　
之
を
要
す
る
に
経
全
的
認
識
に
於
て
は
、
一
般
的
命
題

の
使
用
は
決
し
て
経
験
的
事
實
を
詮
明
す
る
所
以
で
な

く
、
維
瞼
的
事
實
は
唯
だ
経
験
に
依
っ
て
決
定
ぜ
ら
れ
、

認
知
せ
ら
れ
る
ば
か
ウ
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
経
験
的
事

實
に
依
っ
て
、
ま
π
維
験
的
一
般
的
法
則
を
決
定
し
、
認

知
す
る
の
で
あ
っ
て
、
経
素
的
研
究
は
事
實
の
決
定
、
認

知
を
以
て
絡
止
一
貫
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
を
以
っ
て
填
入
は
輕
史
科
學
的
認
識
の
一
般
的

性
質
を
一
通
う
明
に
し
た
と
信
ず
る
。
き
れ
ば
次
に
考
ぷ

べ
き
は
此
の
経
鹸
的
科
學
に
封
算
す
と
考
へ
た
規
範
的
科

學
の
性
質
、
及
び
、
此
の
爾
者
に
封
製
す
と
考
へ
だ
哲
學
的



認
識
の
性
質
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
此
等
の
無
題
は
経
験

陶
磁
的
認
識
の
問
題
に
比
し
、
、
一
暦
復
雑
で
あ
う
困
難
で

あ
る
か
ら
、
暫
く
之
を
他
日
に
護
っ
て
禽
ほ
よ
く
考
へ
て

見
た
い
と
思
ぷ
。
今
は
唯
だ
経
験
科
學
的
認
識
の
性
質
に

就
い
て
の
み
聯
か
卑
見
を
述
べ
て
諸
賢
の
叱
正
を
仰
ぐ
次

第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
寄
贈
書
籍
雑
誌

世
界
自
然
科
學
史
　
誕
．
彫
熱
．
洛
陽
堂

哲
學
翻
訳
、
思
慮
、
丁
酉
倫
理
講
演
藥
、
心
理
研
究
、
六
合
難
誌
、
無
霊

燈
、
東
亜
之
光
、
早
稻
田
大
學
、
學
校
教
育
、
敏
育
、
内
外
歎
育
訴
論
、

讐
通
敏
育
、
小
国
研
究
、
教
育
研
究
、
敷
育
學
衛
界
、
敏
月
界
、
教
育
時

論
、
東
京
教
育
、
兵
庫
教
育
、
奈
良
縣
藪
…
育
、
欝
…
岡
縣
敏
育
、
滋
賀
縣
教

育
會
雑
誌
、
鼓
阜
縣
数
・
育
、
愛
知
島
育
難
誌
、
都
市
教
育
、
信
濃
教
育
、

佐
智
ハ
三
三
育
、
藤
備
｛
教
育
、
宮
城
留
教
育
、
愛
媛
…
教
育
、
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