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臨
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i
一

七
八

小
　
林
幹
夫

　
今
世
紀
に
入
っ
て
確
率
論
統
計
學
は
長
足
の
進
歩
を
成
し
途
げ
た
．
一

九
三
一
年
肇
。
ぎ
○
σ
q
鍵
。
円
は
始
め
て
現
代
確
叢
論
の
基
礎
を
築
き
、
ズ
．

》
・
葱
。
。
ぎ
弓
は
十
九
徴
紀
的
記
蓮
統
計
か
ら
新
た
に
推
測
統
計
學
を
系
統

づ
け
、
又
最
近
で
は
確
率
論
統
計
學
は
そ
の
慮
用
面
に
於
て
新
た
な
段
階

に
入
り
、
情
報
理
論
、
ゲ
ー
ム
の
理
論
、
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
ス
等
そ
の

慮
用
部
門
を
身
重
に
描
げ
つ
＼
あ
る
。

　
然
し
私
が
こ
の
試
論
に
於
て
問
題
と
し
ょ
う
と
す
る
の
は
、
確
牽
論
の

外
用
面
で
は
な
く
、
哲
學
の
課
題
と
し
て
偶
然
性
の
理
論
が
外
侮
に
學
と

し
て
形
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
か
を
歴
史
的
背
景
を
参
照
し
つ
つ
跡
づ
け
る

事
で
あ
り
、
問
時
に
記
外
的
表
現
と
し
て
完
成
さ
れ
た
確
牽
論
が
、
生
に

於
け
る
異
騰
的
現
實
の
偶
然
性
と
如
侮
な
る
黙
で
連
關
を
持
つ
か
と
欝
う

事
で
あ
る
。
「
偶
然
へ
の
聞
い
」
は
、
数
學
を
呈
し
て
生
に
遼
録
す
る
。
哲

學
と
科
學
の
天
才
。
パ
ス
カ
ル
が
打
つ
た
「
偶
然
の
幾
何
畢
」
摺
鉢
。
σ
q
。
守

　
（
ユ
）

ヨ
9
樽
す
を
現
代
の
地
準
に
立
っ
て
尋
ね
返
し
て
み
る
事
で
あ
る
。
蓮
命

の
数
學
、
蓮
命
の
規
…
則
を
神
秘
的
ヴ
ニ
イ
ル
を
取
り
掬
っ
て
記
飼
育
世
界

の
中
に
尋
ね
闘
う
て
み
る
事
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
面
で
偶
然
性
の
學
的
把

握
の
方
法
論
の
間
題
で
も
あ
り
、
又
廣
い
意
味
で
の
因
果
律
霞
身
へ
の
薩

接
の
問
い
か
け
で
も
あ
る
。

　
時
代
は
今
か
ら
三
馨
絵
年
前
の
歴
史
に
遡
る
。

「
偶
然
へ
の
問
い
偏
が
明
確
に
人
間
に
意
識
さ
れ
て
、
方
法
論
と
し
て
問

題
と
な
り
始
め
た
の
は
、
あ
の
饗
§
儒
。
。
律
乞
。
と
言
わ
れ
た
十
七
世
紀

フ
ラ
ン
ス
王
覇
時
代
の
輩
や
か
な
宮
廷
生
活
に
も
ど
る
。
ヴ
エ
ル
サ
イ
ユ

宮
殿
の
宮
廷
貴
族
は
、
そ
の
混
屈
と
徒
然
の
刻
を
般
子
や
カ
ー
ド
占
い
の

賭
に
興
じ
た
。
そ
れ
が
風
攣
り
の
騎
士
メ
レ
ー
に
よ
っ
て
、
當
時
の
最
高

の
知
識
人
で
あ
っ
た
パ
ス
カ
ル
と
フ
ェ
ル
マ
ー
の
偶
然
性
の
規
則
に
射
す

る
方
法
論
の
論
事
と
な
っ
た
。

　
勿
論
、
こ
れ
以
前
に
例
え
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
℃
ξ
切
搾
2
　
竃
9
㌣

　
　
　
　
　
　
（
2
）

立
ぐ
籠
。
2
｝
押
7
0
8
臥
6
ρ
の
中
で
偶
然
性
を
問
題
に
し
、
又
ケ
プ
ラ
ー
や
ガ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

り
レ
イ
も
偶
然
の
問
題
に
燭
れ
て
い
る
。
然
し
偶
然
性
を
現
代
の
確
率
論
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に
蓮
な
る
意
味
で
方
法
的
明
断
性
を
以
っ
て
論
じ
始
め
た
の
は
、
パ
ス
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ル
と
フ
ェ
ル
マ
ー
の
往
復
書
簡
を
端
緒
と
す
る
。

　
シ
ェ
バ
リ
エ
・
ド
・
メ
レ
ー
の
提
卜
し
た
問
題
は
、
一
つ
は
℃
霧
。
。
？

黛
璃
と
雷
う
三
つ
の
股
予
を
使
っ
て
そ
の
和
が
十
を
越
え
る
遊
戯
に
就
て

の
疑
問
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
今
巳
の
所
謂
落
筆
的
期
待
値
（
霧
鳳
弓
諺
8

鑓
讐
竃
3
碧
5
琴
）
の
問
題
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
樹
し
て
法
律
家
フ
ェ
ル
マ
ー
は
、
起
り
得
る
総
て
の
可
能
な
場

合
を
洩
れ
な
く
数
え
あ
げ
て
、
饗
際
に
起
る
、
又
は
起
っ
て
欲
し
い
事
象

を
除
す
る
組
合
せ
と
算
術
、
こ
れ
が
彼
の
方
法
と
な
る
。
貴
重
的
宗
教
家

パ
ス
カ
ル
で
は
、
紳
の
恩
寵
と
も
言
う
べ
き
天
才
的
直
感
に
よ
る
「
算
術

三
角
形
」
と
組
合
せ
が
彼
の
方
法
と
な
る
。
こ
れ
は
求
む
る
確
率
事
象
が

復
讐
な
時
は
、
フ
ェ
ル
マ
ー
の
輩
な
る
組
合
せ
だ
け
の
方
法
よ
り
も
有
力

な
武
器
と
な
る
。
が
、
パ
ス
カ
ル
は
こ
の
方
法
の
故
に
却
っ
て
数
學
的
期

待
値
を
求
む
る
の
に
、
遊
戯
巻
を
二
人
の
場
合
に
限
っ
て
い
る
の
に
、
フ

．一

泣
}
ー
は
幾
人
も
の
場
合
を
考
え
て
い
る
。
方
法
と
し
て
は
、
フ
ェ
ル

マ
…
の
方
が
振
い
立
場
に
立
つ
。

　
然
し
パ
ス
カ
ル
の
方
法
の
数
逸
史
単
位
彊
も
大
き
い
。
算
術
三
角
形

は
、
後
に
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
グ
へ
の
手
紙
の
中
で
、
二
項
係

数
と
し
て
一
般
化
さ
れ
た
も
の
で
、
今
9
の
確
肇
論
の
鋳
・
・
艮
ぴ
二
鋤
9
帰
で

書
う
二
項
分
布
、
ポ
ァ
ッ
ソ
ン
分
布
の
前
身
と
書
い
得
る
。
そ
れ
は
大
数

の
法
則
や
O
碧
ゆ
　
の
標
準
曲
線
に
も
遽
な
っ
て
い
く
も
の
を
持
っ
て
い

る
。　

そ
の
廻
覧
、
級
数
と
函
数
、
数
列
に
於
け
る
非
蓮
痔
と
蓮
績
の
問
題
は
、

巌
密
な
数
論
理
的
意
味
で
は
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
。
函
数
自
身
の
論
理

偶
然
へ
の
問
い

的
意
義
も
十
九
世
紀
の
コ
ー
シ
ー
の
出
現
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
ヵ

ら
十
八
搬
紀
か
ら
十
九
世
紀
へ
か
け
て
の
函
数
論
の
騒
展
は
、
特
殊
函
数

の
隠
見
に
費
さ
れ
て
い
た
し
、
又
非
蓮
績
の
特
異
牲
と
函
数
の
特
異
黙
が

却
っ
て
幾
多
の
骸
見
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
時
代
は
未
だ
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ

ス
以
來
の
数
の
榊
秘
を
全
く
佛
早
し
き
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

　
ま
し
て
パ
ス
カ
ル
は
一
方
で
敬
皮
な
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
。
被
は
未
だ

十
六
歳
に
も
満
た
ぬ
少
年
時
代
に
デ
ザ
ル
グ
の
射
影
幾
縄
の
着
想
に
ピ
ン

ト
を
得
て
圓
錐
曲
線
論
を
書
き
、
神
秘
六
漫
形
に
つ
い
て
（
創
①
類
。
舜
σ
q
鑓
・

讐
白
。
ヨ
侵
銭
8
）
の
圏
形
の
不
思
議
を
盗
見
し
、
又
後
輿
歯
痛
の
苦
し
み

の
中
で
突
然
の
天
啓
に
よ
っ
て
サ
イ
ク
ロ
イ
ド
（
韓
跡
線
）
の
問
題
を
解

決
し
て
い
る
が
、
宗
教
家
に
於
て
は
数
や
圏
形
の
調
和
の
不
思
議
を
児
出

す
直
直
さ
え
も
榊
秘
化
さ
れ
、
帥
の
萬
能
に
録
さ
れ
る
傾
向
を
持
つ
。
パ

ス
カ
ル
の
場
合
、
心
情
∩
8
罎
は
理
性
重
8
ロ
よ
り
優
位
に
立
つ
。
そ

し
て
そ
の
心
情
は
紳
へ
の
道
を
開
く
唯
一
の
鍵
で
あ
る
。
否
、
紳
こ
そ
却

っ
て
人
の
眞
の
生
命
で
あ
る
と
す
る
と
、
心
情
こ
そ
は
日
常
生
活
の
氣
分

や
習
慣
を
超
越
す
る
唯
一
の
機
能
と
な
る
。
一
般
的
に
言
っ
て
、
日
常
生

活
に
訪
れ
て
來
る
驚
樗
と
不
思
議
を
熱
烈
な
僑
仰
者
は
総
て
紳
の
全
知
全

能
に
蹄
し
て
了
う
。

　
所
詮
パ
ス
カ
ル
に
と
っ
て
現
世
と
は
悲
鰺
と
無
知
と
死
に
し
か
過
ぎ
な

い
。
そ
れ
を
逃
れ
る
術
は
、
　
方
で
人
間
的
氣
暗
ら
し
で
あ
り
、
帰
方
で

紳
人
的
桜
町
し
か
な
い
。
賭
の
遊
戯
さ
え
、
こ
う
し
た
人
間
の
悲
滲
を
紛

ら
し
ご
ま
か
す
氣
瞬
ら
し
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
氣
晴
ら
し
か

ら
起
つ
た
「
蓮
の
規
則
漏
さ
え
、
又
そ
の
方
法
自
身
さ
え
も
、
パ
ス
カ
ル

で
は
紳
の
藁
光
に
欝
せ
ら
れ
て
了
う
。
紳
へ
の
購
、
そ
れ
こ
そ
、
不
確
實

七
九
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な
生
と
死
に
漂
う
人
聞
の
殆
ど
唯
一
昔
噺
の
必
然
的
逃
れ
路
と
な
っ
て
來

（
5
）

る
。　

然
し
私
讐
現
代
人
は
、
パ
ス
カ
ル
程
に
敬
慶
で
も
信
仰
家
で
も
あ
り
得

な
い
。
パ
ス
カ
ル
は
憩
へ
の
道
を
塞
ぐ
も
の
は
、
尋
問
の
情
念
と
無
知
で

あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
私
瀧
が
情
念
の
曇
り
を
携
っ
て
馨
る
現
實

が
、
そ
の
ま
＼
紳
に
女
連
な
っ
て
行
く
と
は
隈
ら
な
い
。
そ
の
前
に
明
確

な
数
論
理
の
世
界
が
待
ち
受
け
て
い
る
。

　
偶
然
の
學
闘
の
歴
史
は
更
に
輕
黙
し
て
、
偶
然
と
は
人
聞
の
無
知
な
の

だ
、
愚
か
な
無
知
に
し
か
過
ぎ
な
い
の
だ
と
雷
う
見
方
が
現
わ
れ
て
來

る
。
そ
れ
は
う
プ
ラ
ー
ス
を
以
っ
て
代
衰
出
職
る
。

　
ラ
プ
ラ
ー
ス
は
モ
ン
テ
ェ
…
ニ
ュ
の
雷
藥
を
引
期
し
て
、
、
い
み
じ
く
も

書
っ
て
い
る
。
「
無
知
と
好
親
心
の
敏
乏
は
、
出
來
の
よ
い
頭
を
憩
わ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

る
爲
の
心
地
よ
い
二
つ
の
枕
で
あ
る
。
偏
と
。

　
だ
か
ら
彼
に
と
っ
て
は
前
縛
代
の
パ
ス
カ
ル
さ
え
憐
む
べ
き
港
信
家
と

し
て
潜
る
。
殊
に
少
女
マ
ル
グ
リ
ッ
ざ
・
ペ
リ
エ
の
奇
観
的
病
氣
快
癒
を

直
に
紳
の
奇
蹟
と
し
た
パ
ス
カ
ル
を
晃
る
の
は
痛
ま
し
い
（
学
事
帥
垂
響

　
　
　
　
　
　
（
7
）

6
馨
善
く
。
写
－
…
）
と
彼
は
慨
歎
さ
え
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
パ
ス
カ
ル
に
と
っ
て
は
、
幸
編
と
は
人
問
の
哀
し
さ
を
忘
れ
さ
せ
る
氣

購
ら
し
か
、
彼
財
身
の
病
苦
を
紛
ら
す
責
問
へ
の
集
中
か
、
そ
れ
と
も
一
切

を
紳
の
手
に
委
ね
て
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
啓
示
に
全
生
命
を
購
す
る
事

で
あ
る
。
然
し
合
理
主
義
老
ラ
プ
ラ
…
ス
に
と
っ
て
、
幸
編
と
は
無
知
を

克
照
す
る
賢
明
さ
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
庭
世
の
方
法
と
し
て
の
幸
爾
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

能
力
の
一
つ
の
風
潮
で
あ
り
、
そ
の
能
力
と
は
遜
去
の
事
蟹
か
ら
一
定
の

八
○

原
因
を
知
っ
て
朱
鷺
へ
濾
嘉
す
る
（
こ
れ
が
確
率
論
の
知
識
で
も
あ
る
。
）

事
と
な
る
。
過
表
を
未
來
の
光
明
の
材
料
と
す
る
事
な
の
だ
。
そ
の
爲
に

は
、
石
釜
と
損
失
を
鑑
隣
す
る
経
験
と
機
知
と
、
そ
し
て
語
群
の
確
實
性

　
　
　
　
（
9
）

が
必
要
と
な
る
。
内
務
大
臣
の
官
職
に
も
麟
い
た
ラ
ブ
ラ
イ
ス
は
、
徹
底

的
に
常
識
家
で
あ
り
、
世
閥
入
で
あ
る
．
、

　
だ
か
ら
又
彼
の
駄
愈
的
幸
藤
と
は
、
年
金
と
か
保
瞼
の
制
度
と
し
て
要

　
　
（
1
0
）

講
さ
れ
る
。
彼
は
一
方
で
又
、
カ
ン
ト
・
ラ
プ
ラ
ー
ス
の
星
雲
読
で
知
ら

れ
る
實
験
科
學
考
で
も
あ
っ
た
。
維
験
と
は
、
そ
れ
を
學
闘
化
し
て
實
験

と
言
う
一
つ
の
科
滋
藤
縛
の
認
識
操
作
と
す
る
と
、
そ
の
ま
」
大
量
現
象

と
な
る
。
實
験
誤
差
は
彼
の
最
小
寂
乗
法
に
よ
っ
て
、
よ
り
蛮
野
へ
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

歩
を
進
め
る
。
彼
の
確
率
論
の
立
場
を
鍛
も
簡
瞬
に
承
す
の
は
、
次
の
言

藥
で
あ
ろ
う
。

［，

�
R
読
と
は
、
同
種
類
の
煮
て
の
出
來
事
を
、
三
襟
に
起
り
得
る
＝
疋

数
の
場
合
、
帥
ち
そ
れ
等
の
存
在
に
就
い
て
心
土
に
は
同
順
に
未
決
定
で

あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
麟
噛
し
、
そ
し
て
又
、
そ
の
確
牽
が
求
め
ら
れ
て

い
る
騰
忌
事
が
起
り
易
い
同
舎
の
数
を
決
定
す
る
事
に
あ
る
。
総
て
の
起

り
得
る
場
合
の
数
に
封
ず
る
こ
の
数
の
死
が
、
そ
の
確
牽
の
数
量
で
あ
っ

て
、
そ
れ
は
起
る
に
都
合
の
よ
い
場
念
の
数
を
分
予
と
し
、
起
り
得
る
総

て
の
数
を
分
緑
と
し
た
分
数
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
」

　
離
ち
一
点
的
に
式
に
著
わ
す
と
、

℃
疑
瞬

　
　
躊

（
購
ぼ
慕
悪
馬
難
）

然
し
パ
ス
カ
ル
と
ラ
プ
ラ
ー
ス
の
偶
然
性
に
封
ず
る
考
え
方
を
、
輩
に
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被
等
の
性
格
と
生
活
の
み
に
録
す
る
事
は
出
來
な
い
。
そ
の
背
景
に
は
約

一
世
紀
孚
の
時
代
の
推
移
が
あ
る
。
實
験
に
封
ず
る
考
え
方
、
延
い
て
は

霞
果
律
膚
身
に
封
ず
る
考
え
方
に
も
顯
著
な
相
違
が
あ
る
。

　
勿
論
パ
ス
カ
ル
も
ト
リ
チ
ェ
リ
…
の
眞
空
實
瞼
で
は
、
そ
の
頃
の
時
代

と
輿
論
を
湧
か
し
た
蟹
田
科
書
下
で
あ
る
。
然
し
パ
ス
カ
ル
の
死
は
ガ
リ

レ
イ
の
死
か
ら
二
十
年
し
か
経
っ
て
い
な
い
。
實
験
と
は
朱
だ
輩
に
眞
理

性
の
鐙
示
の
域
を
脱
し
て
い
な
い
。
擬
灘
と
蔓
穂
は
束
だ
臥
篭
關
有
の
も

の
と
し
て
方
法
的
に
自
演
さ
れ
て
い
な
い
。
現
代
統
計
學
に
至
る
路
は
、

思
想
な
ら
ぬ
思
想
、
方
法
以
離
の
方
法
、
師
ち
眞
理
認
識
の
「
方
法
と
し

て
の
賢
験
」
を
自
畳
的
に
迂
超
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
（
そ
し
て
現
代
確
牽
論

の
學
的
形
威
に
は
、
費
無
限
の
蓑
現
に
酔
い
狂
っ
て
死
ん
だ
哲
學
的
数
學

者
、
カ
ン
ト
…
ル
を
…
遡
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
）

　
偶
然
と
は
無
知
の
結
果
で
あ
る
と
す
る
ラ
プ
ラ
…
ス
の
合
理
主
義
の
立

場
は
、
實
は
そ
の
頃
の
総
代
精
融
の
反
映
で
も
あ
っ
た
。

　
試
み
に
ラ
プ
ラ
ー
ス
（
一
七
四
九
～
一
八
〇
七
）
と
殆
ど
岡
隣
代
だ
つ

た
カ
ン
ト
（
一
七
二
四
～
一
八
〇
四
）
と
ガ
ウ
ス
（
一
七
七
七
～
一
八
五

五
）
の
偶
然
牲
に
封
ず
る
考
え
方
、
又
は
そ
の
数
學
的
方
法
論
の
問
題
を

比
較
し
て
み
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
偉
大
は
そ
れ
以
前
の
哲
學
の
コ
ペ
ル
ニ
ク

ス
鞍
鼻
換
に
あ
る
。
コ
ペ
ル
ユ
ク
ス
が
全
星
群
管
獄
襯
灘
者
を
熱
る
の
で
は

な
く
、
逆
に
擬
仁
者
が
こ
れ
を
め
ぐ
る
の
だ
と
し
て
細
己
の
細
論
を
打
ち

建
て
た
如
く
、
表
象
が
封
象
の
性
質
に
依
存
す
る
の
で
な
く
、
逆
に
饗
象

が
私
蓬
の
嚢
象
能
力
の
性
質
に
依
存
す
る
と
し
た
轍
に
あ
る
。
封
象
の
認

偶
然
へ
の
問
い

識
、
印
ち
綿
験
以
西
に
、
先
験
酌
に
繭
提
さ
れ
蒲
も
瓦
ゆ
る
繧
験
が
必
然

的
に
依
準
し
合
致
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
先
天
的
概
念
の
摺
定
が
カ
ン
ト
の
方
法

と
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
純
締
理
挫
批
判
は
方
法
論
で
し
か
な
い
。
カ
ン

ト
自
身
も
善
う
如
く
、
そ
れ
は
決
し
て
先
験
的
誓
翠
の
磯
系
そ
の
も
の
で

　
　
（
娼
）

は
な
く
、
學
と
し
て
の
根
本
的
形
爾
上
歯
の
出
現
を
促
類
す
る
必
然
的
な

豫
備
的
設
備
以
上
の
何
物
で
も
な
い
．

　
然
し
カ
ン
ト
に
於
け
る
學
と
は
幾
何
學
と
物
理
學
を
そ
の
範
と
す
る
。

彼
の
幾
侮
學
と
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
ユ
…
ク
リ
ッ
ド
幾
何
で
・
あ
り
、
物
理
學

と
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
古
典
物
理
學
で
あ
る
。
ユ
…
ク
リ
ッ
ド
幾
何
と
は
最

も
少
い
公
理
よ
り
の
論
理
的
興
復
膿
系
で
あ
り
、
ニ
ュ
…
ト
ン
の
質
黙
力

學
と
は
獅
然
現
象
の
中
に
渥
動
の
三
法
則
を
投
げ
入
れ
て
躍
然
規
象
線
て

を
汎
遜
的
に
灘
握
せ
ん
と
す
る
。
建
ち
カ
ン
ト
の
認
識
論
に
は
、
結
局
の

所
、
必
然
性
し
か
な
い
。
偶
然
性
は
入
り
込
む
線
地
さ
え
な
い
。

　
だ
か
ら
彼
に
於
け
る
偶
毒
性
（
》
冨
賦
9
N
）
に
し
て
も
偶
然
性
（
N
午

墜
｝
…
σ
q
犀
簿
）
に
し
て
も
、
論
理
的
に
は
必
然
性
に
醸
せ
ら
る
べ
き
も
の
な

の
で
あ
る
。

　
偶
有
窪
と
は
…
壌
に
適
々
の
現
存
在
が
積
趣
的
に
限
定
せ
ら
れ
て
い
る
仕

　
　
（
碁
）

方
で
あ
り
、
實
膿
こ
そ
持
弄
し
て
常
住
で
あ
り
、
偶
聴
姓
は
攣
易
す
る
も

の
と
し
て
の
一
蒔
的
状
懲
に
し
か
過
ぎ
な
い
。

　
又
偶
然
性
も
そ
れ
だ
け
切
離
し
て
論
ぜ
ら
れ
ず
、
寧
ろ
「
結
果
と
し
て

の
み
賢
存
在
し
能
う
所
の
も
の
は
、
そ
の
原
函
を
持
つ
」
と
繕
う
命
題
に

婦
せ
ら
れ
て
い
る
。
實
際
、
偶
然
性
と
は
縫
化
の
中
に
の
み
考
え
ら
れ
、

そ
の
硬
化
の
中
に
起
つ
た
偶
然
の
事
象
の
反
墾
を
思
盤
す
る
事
も
可
能
な

の
で
あ
る
。
起
つ
た
事
象
に
封
し
て
、
幾
つ
も
の
反
饗
の
事
賢
が
起
り
得

八
一
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哲
墨
・
研
究
　
　
第
閃
阿
百
五
十
・
八
號

る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
な
が
ら
、
而
も
そ
の
偶
然
性
の
事
實
が
賢
覧
に
環

實
に
在
る
の
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
原
因
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
雷
う
一
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

の
分
析
的
命
題
、
そ
れ
が
カ
ン
ト
の
偶
然
性
の
論
理
で
あ
る
。
ラ
プ
ラ
…

ス
が
偶
然
性
を
無
知
の
結
果
と
す
る
、
偶
然
性
を
必
然
性
か
ら
考
え
よ
う

と
す
る
と
同
じ
合
理
主
義
を
、
カ
ン
ト
に
も
晃
出
す
事
が
出
癖
る
。

　
カ
ン
ト
の
偶
然
性
は
こ
の
外
に
理
性
の
忽
忽
の
薦
か
ら
純
粋
理
性
の
二

律
背
反
と
し
て
問
題
と
な
り
、
又
、
剰
断
力
批
刺
の
欝
的
論
の
見
地
か
ら

も
考
え
ら
れ
る
が
、
若
し
カ
ン
ト
の
「
學
」
の
理
想
を
数
學
と
自
然
科
目

に
置
く
と
す
れ
ば
、
彼
に
於
け
る
偶
然
性
は
、
蝋
燭
，
の
庭
、
第
一
幾
制
の

物
豪
富
の
問
題
に
覆
れ
て
鋳
る
。
カ
ン
ト
の
場
合
、
総
て
の
原
因
の
根
底

に
物
自
膿
が
燈
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
彼
の
可
逆
膿
の
世
界
は
、
直
擬
や
感
性
の
到
蓬
出
來
ぬ
燈
界
で
あ
る
。

O
ぎ
鵬
診
・
獅
。
・
搾
び
は
そ
う
し
た
積
極
的
国
手
膿
の
謂
に
楽
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

一
つ
の
限
界
概
念
（
O
器
養
ぴ
。
σ
奄
良
ご
で
あ
る
。

　
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
び
。
ぎ
。
〈
o
葭
N
象
註
の
中
で
囲
果
律
と
は
條

件
の
漂
理
で
あ
り
、
そ
の
因
果
性
の
適
用
出
來
る
現
象
（
辱
。
・
。
ぎ
…
麦
回
副
鯨

窪
）
の
作
意
（
≦
算
毎
σ
q
）
の
中
に
、
　
O
ぎ
σ
q
彗
・
。
甘
ず
は
そ
の
本
質

（
芝
。
。
・
。
己
　
を
展
開
す
る
と
し
、
物
嶽
膿
は
そ
れ
騰
身
と
し
て
定
義
づ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

ら
れ
る
原
礪
で
あ
っ
て
決
し
て
作
用
で
は
な
い
と
蓮
べ
て
い
る
が
、
そ
う

し
た
原
因
の
根
源
と
し
て
物
自
膿
は
思
纏
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
カ
ン
ト
に

於
て
は
物
自
膿
の
世
界
は
、
欝
に
現
象
界
の
彼
方
に
邉
い
や
ら
れ
て
鍵
か

に
誤
解
性
的
直
観
、
即
ち
知
性
的
直
鞭
を
以
っ
て
蓋
然
的
に
し
か
閉
門
を

許
さ
ぬ
箪
に
警
美
ぴ
弩
な
、
私
蓬
に
は
永
蓮
に
劉
蓬
出
講
な
い
、
　
乙
？

巴
の
世
界
で
あ
る
。

八
二

　
だ
か
ら
又
逆
に
、
総
て
の
現
象
の
根
底
に
根
源
的
原
因
を
設
置
し
て
あ

る
故
、
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
偶
然
性
は
そ
れ
霞
身
と
し
て
は
何
等
積
極
的

恩
義
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
因
曲
律
の
必
然
性
と
實
膿
の
持
績
性
こ

そ
、
先
ず
第
一
に
措
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
然
し
私
が
偶
然
性
を
一
つ
の
哲
學
の
課
題
と
し
て
取
上
げ
る
の
は
、
輩

に
認
識
論
の
閥
題
と
し
て
で
は
な
い
。
偶
然
の
縦
続
は
時
に
人
の
生
命
さ

え
奪
っ
て
了
う
。
現
蜜
こ
そ
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
現
象
こ
そ
、
私
蔵
の
偶

然
性
の
閥
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
私
蓮
に
課
題
と
し
て
捗
る
も
の
は
、
原

霞
の
原
因
と
し
て
理
想
的
に
想
定
さ
れ
た
世
界
で
は
な
く
、
寧
ろ
現
費
の

底
か
ら
鼠
鼻
窪
し
乏
。
乙
§
し
て
來
、
靴
下
の
生
存
そ
の
も
の
を
脅
か

し
、
私
達
の
蓮
命
の
方
向
さ
え
も
攣
え
て
行
く
も
の
こ
そ
重
大
な
の
で
あ

る
。
そ
う
し
た
現
實
の
偶
然
性
の
方
法
的
摺
握
こ
そ
重
大
な
の
で
あ
る
。

私
領
が
パ
ス
カ
ル
、
ラ
プ
ラ
…
ス
に
端
を
算
す
る
偶
然
性
の
學
的
形
成
と

そ
の
歴
史
的
展
開
の
道
行
を
辿
る
の
も
、
そ
う
し
た
慧
味
難
い
だ
け
か
ら

な
の
で
あ
る
。

　
カ
ン
ト
。
ラ
プ
ラ
ー
ス
の
墨
雲
設
の
名
に
依
っ
て
知
ら
れ
る
如
く
、
カ

ン
ト
は
撃
茎
考
で
あ
る
と
同
蒔
に
天
文
學
嚢
で
あ
り
、
ラ
プ
ラ
ー
ス
も
数

學
壽
で
あ
る
と
二
時
に
天
文
學
者
で
も
あ
っ
た
。
数
學
者
ガ
ウ
ス
も
そ
の

生
涯
を
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
の
天
文
欝
欝
と
し
て
終
っ
た
天
文
學
者
で
あ
っ

た
。　

丁
度
ラ
ブ
ラ
…
ス
の
三
和
函
数
が
現
代
で
は
数
學
の
一
専
門
分
野
を
威

し
、
又
所
謙
ラ
プ
ラ
ー
ス
憂
換
が
工
業
数
學
に
迄
も
貰
い
慮
用
衝
を
持
つ

よ
う
に
、
ガ
ウ
ス
の
数
學
的
業
綾
も
多
彩
で
あ
り
蓮
い
歴
史
的
影
響
・
刀
を



lei9

持
つ
。
微
分
幾
何
の
磯
見
、
整
数
論
、
方
穣
式
論
、
複
素
数
の
幾
侮
學
的

表
現
、
謄
系
的
完
成
者
と
し
て
も
、
小
な
る
磯
見
に
大
な
る
慧
義
を
賦
與

し
た
霜
で
も
、
十
九
講
談
に
於
け
る
ガ
ウ
ス
の
数
學
史
的
位
置
は
大
き

い
。

　
ラ
プ
ラ
ー
ス
と
ガ
ウ
ス
は
爾
者
共
に
天
文
學
考
で
あ
り
、
繭
者
共
に
確

率
統
計
に
大
き
な
足
錺
を
残
し
な
が
ら
、
例
え
ば
虚
数
に
封
ず
る
考
え
方

で
は
瞬
確
に
分
れ
て
い
る
。

　
佛
繭
西
入
ラ
プ
ラ
ー
ス
は
函
数
論
に
於
い
て
オ
イ
ラ
ー
の
方
法
を
踏
襲

し
、
屡
々
里
数
根
に
出
愈
つ
た
が
、
彼
は
式
を
概
賑
す
る
事
に
よ
っ
て
癒

数
を
避
け
て
賢
根
を
導
き
出
し
た
。
こ
れ
に
封
し
て
濁
逸
人
ガ
ウ
ス
は
寧

ろ
積
極
的
に
虚
数
に
節
し
て
拳
獅
上
に
一
つ
の
次
元
の
下
翼
を
輿
え
、
虚

数
に
も
正
當
な
数
と
し
て
の
表
現
を
考
え
た
。
フ
ラ
ン
ス
暫
學
や
フ
ラ
ン

ス
の
確
率
論
が
常
に
現
實
に
密
着
し
て
現
費
か
ら
出
登
す
る
よ
う
に
、
そ

し
て
ド
イ
ツ
哲
學
が
常
に
理
念
的
で
あ
り
観
念
と
理
念
を
逆
に
現
勢
の
中

に
牽
き
入
れ
ん
と
す
る
よ
う
に
、
一
種
の
イ
デ
ア
；
ル
の
数
・
虚
数
に
封

ず
る
撃
墜
の
取
扱
い
は
興
味
深
い
封
稔
を
な
す
。

　
然
し
ガ
ウ
ス
の
事
象
的
業
績
は
鹸
り
に
も
絢
燗
た
る
も
の
が
あ
っ
た
故

に
、
確
輩
統
計
學
の
分
布
の
問
題
で
は
、
却
っ
て
ラ
プ
ラ
ー
ス
の
臼
、
ぎ
？

蔦
。
愚
弟
ぞ
銘
ρ
9
餌
2
津
。
ぴ
効
び
讐
怨
切
の
中
の
正
當
な
考
え
は
十
九
世
紀

　
　
　
　
　
　
　
（
⑱
）

中
忘
れ
玄
ら
れ
て
い
た
。
ガ
ウ
ス
は
練
て
の
統
計
系
列
は
原
則
と
し
て
誤

差
法
則
に
從
う
も
の
で
、
こ
れ
が
違
っ
て
來
る
の
は
擬
測
の
数
が
少
い
か

不
精
密
か
で
あ
る
か
ら
と
し
た
。
こ
の
鮎
か
ら
し
て
も
、
ガ
ウ
ス
よ
り
も

カ
ン
ト
よ
り
も
、
ラ
プ
ラ
ー
ス
の
方
が
観
測
實
験
の
数
驚
嵐
身
に
忠
費
で

あ
っ
た
し
、
又
、
現
象
と
實
験
数
値
の
護
差
の
背
後
に
憩
い
眼
を
注
い
で

偶
然
へ
の
問
い

い
た
と
言
え
よ
う
。

　
ラ
ブ
ラ
ー
ス
は
観
測
・
費
験
と
し
て
の
大
鑓
現
象
の
庭
藤
を
方
法
と
し

て
問
題
と
し
て
お
り
、
又
数
値
の
多
一
1
搬
器
誤
差
か
ら
の
原
薩
の
究
明
を

考
え
、
蹄
納
的
推
理
に
よ
る
現
象
か
ら
法
則
へ
、
法
則
か
ら
カ
へ
の
假
設

設
定
の
科
學
縢
有
の
方
法
を
、
意
識
的
に
眞
理
探
求
の
方
法
と
し
て
取
出

し
て
い
る
。

　
ラ
プ
ラ
ー
ス
が
初
め
て
確
率
論
を
維
織
的
に
公
理
群
よ
り
論
究
し
た
の

も
決
し
て
偶
然
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
確
率
論
は
自
然

科
學
の
眞
理
の
爲
に
漣
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
踏
み
石
で
あ
っ
た
の
だ
。

　
だ
が
實
験
と
は
輩
に
實
謹
的
精
紳
に
終
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
實
験
と

は
先
ず
帥
の
眞
理
を
人
間
の
眞
理
に
引
き
下
す
腱
に
出
顎
し
た
。
自
然
認

識
は
融
か
ら
見
ら
れ
た
自
然
で
は
な
く
、
槻
測
と
實
験
を
通
し
た
人
間
の

行
動
と
鶴
舞
の
慮
然
に
攣
化
し
て
行
っ
た
。
修
験
と
は
こ
の
意
味
で
何
等

思
想
の
形
を
取
ら
ず
し
て
中
挺
へ
の
反
逆
を
敢
行
し
た
。

　
然
し
實
験
は
大
量
現
象
の
無
理
と
し
て
、
そ
れ
膚
身
の
方
法
を
身
に
つ

け
る
と
、
近
投
を
呼
び
配
ま
し
現
代
に
至
る
鴬
さ
え
持
っ
て
い
る
。
ガ
リ

レ
イ
の
實
誕
科
學
の
精
紳
は
、
實
は
ガ
弓
レ
イ
の
思
わ
ぬ
方
向
に
歩
み
始

め
て
い
た
。
そ
れ
は
箪
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
・
ス
コ
ラ
的
轟
然
認
識
の
鱒

換
だ
け
で
な
く
、
現
代
の
科
學
に
迄
直
結
す
る
方
法
を
歩
み
始
め
て
行
っ

た
。

　
年
歯
は
ギ
リ
シ
ャ
的
誕
瞬
論
ゆ
9
～
、
。
騨
、
一
．
ぎ
曾
器
の
具
艦
的
無
識
に
出

醜
し
な
が
ら
、
實
験
の
結
果
の
大
量
の
数
の
鑓
理
、
大
量
の
数
か
ら
の
原

因
究
明
、
数
列
自
身
を
微
妙
に
動
か
す
数
の
背
後
の
原
因
↓
結
果
彗
困
果

八
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@
律
の
究
明
と
す
る
と
、
實
瞼
は
輩
に
観
測
の
精
密
正
確
だ
け
に
鯵
ら
ず
、

　
　
却
っ
て
霞
然
協
業
の
法
則
を
破
る
も
の
の
原
磯
操
求
が
、
統
計
的
方
法
固

　
　
有
の
特
質
と
な
っ
て
罷
る
。
新
た
な
法
則
へ
の
胴
輪
…
の
道
は
、
實
験
結
果

　
　
と
し
て
の
統
計
数
値
が
決
定
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
（
例
え
ば
、
物
理

　
　
學
に
例
を
と
れ
ば
、
プ
ラ
ン
ク
の
熱
輻
射
の
エ
ネ
ル
ギ
…
猛
予
の
導
入
。
）

　
　
　
饗
験
と
は
一
般
に
は
大
量
現
象
か
ら
の
綜
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
論
埋
的

　
　
に
は
蹄
納
法
へ
、
数
學
的
に
は
確
率
統
計
へ
、
数
論
理
的
に
は
集
合
論
へ

　
　
繋
が
っ
て
行
く
。

　
　
　
そ
し
て
又
一
方
で
現
代
に
近
づ
く
に
從
っ
て
、
経
濟
學
、
敵
會
保
障
の

　
　
働
か
ら
も
、
大
量
濾
理
の
方
法
の
必
要
幾
は
急
激
に
齢
し
て
行
っ
た
。
繧

　
　
鷺
苔
の
数
量
化
の
傾
向
も
あ
っ
た
。
純
纏
数
學
が
フ
…
リ
エ
級
数
の
場
合

　
　
に
好
適
例
を
児
出
す
如
く
、
却
っ
て
数
學
以
外
の
物
理
學
に
よ
っ
て
促
進

　
　
さ
れ
た
よ
う
に
、
確
牽
統
計
學
は
欝
瞼
の
大
量
慮
理
の
方
法
論
と
し
て
、

　
　
三
二
科
學
の
側
か
ら
も
遙
展
を
要
請
さ
れ
て
來
た
。

　
　
　
偶
然
性
の
學
問
的
表
現
は
こ
う
し
て
数
學
、
物
理
學
は
も
と
よ
り
、
心

　
　
理
學
、
生
物
學
、
経
濟
學
の
敬
展
を
背
景
と
し
て
成
立
し
た
。

　
現
代
の
確
蘂
論
基
礎
づ
け
の
方
法
と
立
場
は
、
一
つ
は
フ
ェ
ル
マ
ー
、

ラ
プ
ラ
ー
ス
の
系
譜
を
た
ど
る
ア
・
プ
リ
オ
リ
イ
の
立
場
で
あ
り
、
こ
の

方
法
で
は
偶
然
の
事
象
の
前
に
可
能
的
証
料
的
に
総
て
の
起
り
得
る
可
能

性
を
考
え
得
べ
き
も
の
と
す
る
。
こ
れ
は
ソ
ヴ
ィ
エ
ッ
ト
の
現
存
の
コ
ル

モ
ゴ
ロ
フ
を
以
っ
て
代
表
出
來
る
。

　
こ
れ
に
全
く
封
蹴
的
立
場
に
立
つ
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
イ
の
立
場
の
代

茨
は
、
最
近
逝
い
た
濁
逸
の
フ
ォ
ン
・
ミ
イ
ゼ
ス
で
あ
り
、
こ
の
方
法
は

八
四

起
っ
て
勝
つ
た
偶
然
の
事
象
系
列
か
ら
、
そ
こ
に
釘
等
か
の
数
量
的
性
格

を
規
定
し
、
更
に
羨
く
統
計
學
と
し
て
與
え
ら
れ
た
集
園
に
封
ず
る
人
君

の
態
度
の
指
針
を
定
め
、
集
圏
の
数
量
的
性
格
か
ら
数
系
列
の
持
つ
何
等

か
の
原
因
を
探
り
取
ろ
う
と
す
る
。
謂
わ
ば
一
種
の
男
。
琴
護
≦
慈
蓉
〒

｝
o
ξ
o
（
集
餓
學
）
と
名
づ
け
得
る
。

　
そ
の
他
に
直
観
滋
義
の
立
場
に
立
つ
ソ
漣
の
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
米

　
　
　
　
　
（
1
9
）
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

國
の
ク
ー
プ
マ
ン
、
佛
の
レ
エ
ヴ
ィ
（
こ
れ
は
孚
鎌
脚
主
義
と
論
う
書
蘂

の
方
が
當
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
）
が
居
り
、
又
理
論
経
濟
の
讐
歴
傭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

利
子
貨
幣
の
～
般
理
論
」
で
有
名
な
ケ
イ
ン
ズ
の
條
件
的
確
牽
論
が
あ
る

が
、
こ
の
試
論
に
於
て
は
確
毒
論
の
p
筒
｛
2
、
旧
誼
同
）
9
8
養
滋
の
二
つ
の

方
法
の
み
に
よ
っ
て
偶
然
性
の
學
問
的
表
現
が
現
在
で
は
如
何
な
る
段
階

に
あ
る
か
を
紹
介
し
、
そ
こ
に
数
論
理
と
哲
學
と
生
に
跨
る
問
題
黙
を
捻

い
下
し
、
一
紙
偶
然
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
と
需
う
購
い
か
け
に
亡
し
て
學

と
し
て
の
偶
然
性
の
認
號
声
嚢
環
の
方
法
と
そ
の
成
立
過
程
か
ら
一
つ
の

晦
ゆ
一
八
’
乞
睡
・
び
出
噂
て
、
り
と
試
み
る
。

「
偶
然
へ
の
間
い
」
は
私
の
場
合
、
偶
然
性
の
紀
號
的
表
現
の
完
結
し
た

世
界
を
嬢
り
庭
と
し
、
そ
こ
か
ら
ど
う
し
て
も
数
選
曲
の
世
界
の
粋
を
は

み
出
す
誓
盗
癖
五
輪
と
封
決
し
て
行
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
数
論
理

の
記
號
的
表
現
と
し
て
の
数
式
と
蝶
類
は
、
そ
れ
面
構
で
濾
菅
笠
論
理
的

に
完
成
し
て
い
な
が
ら
、
そ
う
し
た
詑
號
の
操
作
方
法
と
し
て
完
結
し
た

数
學
の
世
界
は
、
一
暴
に
完
成
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
法
則
や
数
式

一
つ
一
つ
は
、
實
は
歴
史
と
先
人
の
苦
悩
と
濁
鯛
と
饗
箆
の
技
術
的
集
積

物
で
あ
る
。
数
學
の
論
理
の
完
結
性
は
、
賢
は
数
鑓
技
衛
を
極
度
に
選
揮
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し
組
立
て
て
最
も
洗
錬
し
箪
純
化
し
た
一
つ
の
論
理
的
表
現
形
、
武
で
あ

る
。　

コ
ル
モ
ゴ
ロ
フ
の
竃
。
霧
ξ
。
盛
呂
。
蔓
の
建
つ
の
公
理
か
ら
の
美
麗

な
表
現
形
式
も
、
そ
う
し
た
先
人
の
歴
史
的
足
跡
の
上
に
成
り
立
っ
て
い

る
。
聯
繋
的
表
現
の
世
界
は
数
學
技
術
の
歴
史
に
依
っ
て
底
か
ら
支
え
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
然
し
そ
う
し
た
紀
號
的
世
界
は
、
十
九
世
紀
後
孚
ゲ
オ
ル
グ
・
カ
ン
卦

…
ル
が
集
合
論
を
鶴
始
し
て
以
來
、
現
代
の
数
學
一
般
の
根
底
に
は
、
集

合
の
概
念
が
基
礎
と
な
っ
て
横
た
わ
っ
て
い
る
。
從
っ
て
確
率
論
が
學
と

し
て
成
立
す
る
爲
に
も
、
こ
の
集
合
の
料
理
の
仕
方
、
庭
理
の
方
法
が
問

題
と
な
っ
て
來
る
。

　
ラ
プ
ラ
ー
ス
の
猪
巴
。
∋
窪
曲
馬
。
。
・
照
準
。
「
演
檬
に
確
か
ら
し
い
」
立
場

も
、
同
様
に
確
か
ら
し
い
と
し
て
確
率
慕
象
を
規
定
し
て
い
る
と
巳
時

に
、
集
合
の
性
絡
を
豫
じ
め
懸
縛
し
、
延
い
て
は
集
金
護
9
σ
脅
。
の
一
襟

性
を
も
規
定
し
て
い
る
と
舞
え
る
。

　
そ
の
曽
箕
…
o
畿
の
立
場
の
確
率
論
が
、
　
コ
ル
モ
ゴ
ロ
フ
の
二
度
論
と

し
て
成
立
す
る
爲
に
は
、
歴
史
的
に
は
三
つ
の
段
階
を
必
要
と
す
る
。
即

ち
集
合
論
の
誕
生
と
ボ
レ
ル
可
測
集
合
と
ル
ベ
ッ
ク
積
分
の
三
つ
の
歴
史

的
事
實
で
あ
る
。
換
雷
す
る
と
、
コ
ル
モ
ゴ
ロ
フ
の
理
論
は
、
こ
の
三
つ

の
礎
石
を
實
に
巧
み
に
利
用
し
て
成
立
し
て
い
る
．
、

　
彼
の
理
論
は
、
六
つ
の
公
理
系
に
慕
つ
く
。

　
今
、
基
礎
的
事
象
と
呼
ば
れ
る
要
素
ξ
、
η
、
ζ
の
集
舎
ε
が
あ
っ
て
、

F
は
E
か
ら
取
っ
た
部
分
集
合
の
集
合
で
あ
る
。
集
合
の
要
素
は
、
暴
礎

偶
然
へ
の
問
い

的
事
象
の
整
合
F
よ
り
成
り
、
そ
れ
よ
り
擁
彊
さ
れ
た
偶
然
的
露
岩
（
部

ち
確
率
事
象
の
外
延
）
と
書
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

1
、
F
は
ζ
窪
α
Q
。
鼻
α
壱
窪
で
あ
る
。

豆
、
F
は
集
合
E
を
含
む
。

斑
、
F
か
ら
取
っ
た
緬
々
の
集
合
A
に
、
負
と
な
ら
な
い
賢
数
値
が
封
慮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ

　
す
る
。
（
韓
N
轟
8
畿
扁
”
9
）
こ
の
数
を
事
象
A
の
確
拳
と
呼
ぶ
。

W
、
℃
（
麟
）
艮
一

V
、
A
と
B
が
互
い
に
排
反
象
ω
蜜
纂
替
で
あ
る
時
、

　
℃
（
》
歯
切
）
騎
唱
（
〉
）
十
℃
（
切
）

　
数
値
を
以
っ
て
一
定
の
N
瓢
。
銭
葛
鰹
σ
q
を
持
つ
た
集
合
系
が
公
理
王

　
　
　

～
V
を
満
す
時
、
F
を
確
率
空
關
　
（
イ
く
節
7
門
切
O
ぴ
O
一
霞
期
0
7
犀
O
一
一
。
弓
h
O
一
三
）
　
と

、（

Q
3
醇

し
、
つ

　
又
こ
の
五
公
理
の
他
に
、
蓮
績
公
理
と
し
て
集
合
の
積
σ
ξ
6
冴
。
ぎ
望

P
か
ら
極
限
を
求
め
る
公
理
と
し
て
、

W
、
集
合
殉
の
部
分
集
合
系
列
が
次
第
に
減
少
し
て
、
　
≧
＞
〉
隠
＞
〉
彰
〉

…
…
〉
》
昌
V
…
…
な
る
時
、
そ
の
積
一
）
ξ
。
瀞
。
ぎ
㌶
ご
コ
〉
躊
が
じ
嵩
》
諺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
尉
）

H
O
な
ら
ば
、
び
ぎ
℃
（
〉
ご
）
n
O

　
つ
ま
り
コ
ル
モ
ゴ
ロ
フ
の
方
法
は
、
確
率
論
を
一
旦
黙
集
合
論
に
醗
鐸

し
、
そ
こ
に
如
構
に
し
て
苦
言
一
般
の
論
理
と
し
て
の
公
理
膿
系
を
當
て

は
め
る
か
、
又
そ
の
ま
＼
で
は
不
．
尾
能
な
積
分
を
如
何
に
論
理
的
矛
穏
な

し
に
費
施
す
る
か
、
そ
し
て
熱
時
に
黙
集
合
と
無
限
に
ま
つ
わ
り
つ
く
所

謂
集
合
論
の
矛
露
を
如
穂
に
圏
落
し
得
る
か
と
雷
う
三
つ
の
難
黙
を
巧
妙

に
避
け
て
出
來
上
っ
て
い
る
。

　
集
合
論
の
矛
矯
の
訳
語
は
、
彼
の
ζ
窪
σ
q
。
募
α
壱
2
よ
り
の
理
論
構
威

八
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よ
る
。
こ
こ
で
彼
の
竃
Ω
茄
。
莫
α
壱
2
と
は
、
ハ
ウ
ス
ダ
ル
フ
の
集

合
論
を
用
い
、
一
つ
の
集
合
系
の
黙
認
も
又
二
つ
の
集
合
の
和
、
差
、
積

も
も
と
の
集
合
系
に
属
す
る
も
の
を
雷
う
。
こ
の
よ
う
に
始
め
に
ζ
o
午

σq

?
ま
壱
自
を
定
義
し
て
お
く
事
に
よ
っ
て
、
ブ
ラ
リ
、
フ
オ
ル
テ
ィ
の

集
合
論
の
矛
盾
と
ラ
ッ
セ
ル
の
逆
理
は
國
聾
し
得
る
。
つ
ま
り
こ
の
二
つ

の
集
合
論
の
矛
屠
は
、
自
己
が
虜
己
自
身
を
含
む
虞
に
あ
り
、
ハ
ウ
ス
ド

ル
フ
の
藥
合
論
で
は
始
め
に
集
譜
系
竃
。
轟
⑦
壼
誘
8
ヨ
と
ζ
窪
σ
q
。
募
α
7

℃
自
を
固
定
し
て
お
い
て
、
そ
の
中
か
ら
部
分
集
合
を
抜
き
出
し
て
、
集

奮
の
式
操
作
を
行
う
か
ら
で
あ
る
。
と
書
っ
て
、
決
し
て
無
限
自
身
の
持

つ
矛
盾
が
絶
封
的
に
溝
え
ま
る
わ
け
で
は
な
く
、
　
一
般
的
に
は
竃
。
錠
午

ま
潜
り
8
蔓
で
も
、
無
限
が
一
度
出
現
す
る
と
、
論
理
的
巌
密
性
を
國
持

し
難
い
。

　
例
え
ば
ボ
レ
ル
可
測
集
合
に
し
て
も
、
ル
ベ
ッ
ク
瀾
痩
に
し
て
も
、
常

に
論
理
的
矛
盾
を
牽
き
起
す
無
限
に
封
ず
る
慮
理
方
法
ζ
苫
え
る
。

　
ボ
レ
ル
集
合
と
は
部
分
集
合
の
総
和
も
積
も
差
も
、
も
と
の
集
合
に
属

す
る
集
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
部
分
集
合
を
無
限
回
（
高
々
可
附
番
掴
）
加

え
て
も
、
も
と
の
集
金
に
類
す
る
時
、
こ
れ
を
完
全
加
法
的
ε
酔
鉱
麟
＾
剛
争

鐵
5
〈
o
房
鐙
謎
謡
歌
潜
（
5
剛
臨
く
と
雷
い
、
ボ
レ
ル
集
合
と
は
こ
の
完
全
加
法

的
な
集
合
の
諺
で
あ
る
。

　
封
署
す
る
ζ
窪
ぴ
q
o
算
α
壱
窪
が
ボ
レ
ル
的
で
あ
る
時
、
確
率
窒
間
は

ボ
レ
ル
礁
率
空
間
切
9
，
0
訂
。
｝
θ
霧
≦
鉱
≒
。
。
。
剛
“
o
ぎ
｝
凶
。
閣
弟
魚
窃
鍵
匹
と
な
り
、

こ
の
ボ
レ
ル
可
灘
集
含
を
硬
う
事
に
よ
っ
て
、
極
限
値
を
求
め
る
上
に
も

不
都
合
が
な
く
、
確
率
が
全
然
な
い
と
糾
う
危
瞼
に
逢
著
す
る
危
瞼
も
な

（
2
5
）
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

い
。
η
と
岡
時
に
、
値
は
そ
の
ま
＼
カ
ラ
テ
オ
ド
サ
ー
の
意
味
の
外
灘
度
と

　
　
　
　
　
　
　
P

八
六

な
り
、
　
呼
。
ぴ
9
ぴ
監
ぞ
》
は
鷺
。
舘
岩
。
》
と
転
じ
意
味
と
な
り
、
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

率
論
は
そ
の
ま
＼
ル
ベ
ツ
ク
測
度
論
、
ル
ベ
ッ
ク
積
分
論
に
轄
換
す
る
。

こ
の
よ
う
に
偶
然
論
を
黙
集
合
論
に
還
元
し
、
ボ
レ
ル
集
合
と
測
度
論
に

よ
っ
て
極
隈
値
と
誉
詞
総
融
を
求
め
る
方
法
と
し
、
六
つ
の
公
理
に
よ
る

電
電
食
代
数
的
論
理
と
方
法
に
縛
議
し
て
了
う
の
が
、
コ
ル
モ
ゴ
ロ
フ
の

ζ
o
舘
霧
○
鼠
δ
o
蔓
で
あ
っ
て
、
彼
の
こ
の
理
論
は
直
接
に
は
フ
レ
ッ
シ

ュ
の
確
率
論
や
節
℃
o
喪
章
δ
ユ
の
立
場
の
フ
ォ
ン
・
ミ
イ
ゼ
ス
に
負
う
所

が
大
で
あ
る
。

　
難
う
に
数
學
の
形
式
的
論
理
的
襲
爵
が
物
理
學
、
生
物
畢
、
経
濟
學
等

に
受
用
出
題
る
の
は
、
そ
れ
が
非
常
に
留
滞
的
で
あ
る
故
で
あ
る
。
数
學

は
一
方
で
は
具
膿
的
な
事
實
に
よ
っ
て
横
張
さ
れ
登
展
さ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
又
一
方
で
は
数
學
は
具
羅
的
事
賢
に
翻
約
さ
れ
る
程
そ
の
謄
用
範
國

は
狭
め
ら
れ
る
。
数
學
は
か
く
て
～
方
で
具
膿
的
事
實
と
の
矛
盾
に
よ
っ

て
鐵
己
の
無
力
と
歓
陥
を
指
摘
さ
れ
る
と
同
時
に
、
よ
り
美
い
事
實
を
包

繕
す
る
爲
に
更
に
抽
象
化
さ
れ
論
理
化
さ
れ
る
。
今
時
の
幾
何
學
は
銑
に

想
像
力
も
具
象
的
形
像
も
な
し
に
「
解
析
」
的
に
表
現
さ
れ
、
論
理
化
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
理
論
が
他
の
諸
科
學
に
適
用
可
能
な
便
利
な
完

結
し
た
理
論
的
蓑
現
で
あ
る
爲
に
は
、
最
も
少
い
公
理
群
か
ら
最
も
輩
蜜

な
演
繹
纏
系
を
引
巌
す
事
で
あ
る
。
コ
ル
モ
ゴ
ロ
フ
の
方
法
が
今
日
の
確

難
論
で
支
配
的
で
あ
る
の
も
、
彼
の
理
論
が
こ
う
し
た
特
質
を
誠
に
見
事

に
備
え
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
然
し
そ
れ
が
彼
の
理
論
の
秘
湯
と

も
な
っ
て
い
る
。

　
構
え
ば
p
隠
陶
。
㌶
の
同
様
に
確
か
ら
し
い
立
場
で
は
、
歪
ん
だ
股
子

の
確
蔀
や
駈
愈
現
象
の
集
團
現
象
の
判
断
に
は
そ
の
ま
＼
で
は
不
便
な
灘



　
　
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
懸
隔
を
補
う
星
兜
的
理
論
ど
な
る
も
の
が
、
ミ
イ

　
　
ゼ
ス
の
課
外
瀕
度
村
量
器
陣
く
踏
似
農
繋
。
営
の
理
論
で
あ
る
。

　
　
　
一
般
的
に
言
っ
て
、
「
偶
然
の
規
分
陰
確
翠
論
の
精
肉
と
完
成
は
、
前

　
　
翻
し
た
如
く
、
歴
史
的
に
は
實
験
科
學
の
螢
蓬
に
俘
う
誕
差
理
論
や
大
量

　
　
現
象
の
庭
理
に
よ
っ
て
促
遽
さ
れ
、
生
物
學
、
物
理
學
（
殊
に
氣
盤
蓬
動

　
　
論
、
量
子
論
、
統
計
力
學
）
の
側
の
要
求
に
よ
る
と
同
晦
に
、
靴
曾
的
に

　
　
は
各
種
の
災
害
保
瞼
、
年
金
、
輿
論
調
査
等
の
統
計
學
的
必
要
性
に
刺
戟

　
　
さ
れ
て
験
展
の
道
を
辿
っ
て
來
た
。

　
　
　
こ
＼
で
集
合
は
吉
典
集
合
論
の
如
く
欝
か
な
動
か
な
い
静
的
集
合
で
は

　
　
な
く
、
主
宰
の
量
的
を
持
つ
た
℃
録
4
。
。
ま
で
含
め
た
集
園
が
次
第
に
學

　
　
悶
の
封
象
と
な
っ
て
來
た
。
コ
ル
モ
ゴ
ロ
フ
の
ρ
℃
二
〇
鼠
の
立
場
及
び

　
　
確
藩
論
（
統
計
學
に
濾
し
て
の
意
味
の
）
の
立
場
が
寧
ろ
十
九
世
紀
数
學

　
　
史
の
み
に
そ
の
系
譜
を
池
り
得
る
と
す
れ
ば
、
ミ
イ
ゼ
ス
の
理
論
及
び
統

　
　
計
學
は
物
理
測
定
験
科
學
一
般
の
要
求
と
穀
愈
愈
學
の
進
歩
に
答
え
た
も

　
　
の
と
雷
え
よ
う
。
こ
の
意
味
で
も
ミ
イ
ゼ
ス
の
理
論
は
そ
の
ま
＼
統
計
學

　
　
の
描
絵
理
論
と
書
う
事
が
出
曲
る
。

　
　
　
だ
か
ら
彼
の
㊤
℃
。
。
・
8
8
嵩
の
立
場
で
は
、
偶
然
は
既
に
起
き
て
了
つ

　
　
た
事
象
系
列
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
無
理
の
方
法
が
彼
の
理

　
　
論
と
な
る
。
即
ち
始
め
つ
か
ら
人
聞
の
行
動
と
操
作
が
偶
然
の
事
象
の
上

　
　
を
覆
う
。
然
し
事
象
系
列
の
無
理
の
爲
に
陰
欝
を
引
き
起
さ
ぬ
よ
う
、
先
ず

　
　
同
一
の
試
行
又
は
観
察
の
封
象
と
し
て
の
集
醐
を
規
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
偶
然
の
操
作
と
は
彼
の
場
合
、
　
く
。
答
亀
董
σ
q
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
彼
の
集
園
（
團
ハ
○
罵
O
鋼
甑
く
）
は
標
識
集
團
（
鼠
。
不
帰
既
ヵ
碧
ヨ
）
で
あ

23

@
り
、
そ
の
欄
々
の
標
識
の
相
二
面
度
は
一
定
の
極
限
嬉
を
持
ち
、
そ
の
集

紛　
　
　
　
　
　
偶
然
へ
の
問
い

園
の
極
隈
値
は
試
行
系
列
か
ら
ど
の
項
を
選
ぶ
か
に
無
歯
冠
で
あ
る
。

℃
『
ぎ
N
…
℃
く
§
μ
ρ
霧
σ
Q
2
6
7
一
◎
。
。
切
。
琴
躊
G
。
嘗
。
ξ
。
。
8
ヨ
は
一
定
の
極
限
値
の

存
在
が
集
團
の
隈
界
（
Q
回
d
臣
N
）
を
何
遍
に
置
く
か
に
影
響
さ
れ
な
い
事

を
書
う
。
そ
れ
が
そ
の
ま
＼
無
規
弾
性
（
”
o
σ
q
亀
。
切
｛
σ
q
ぎ
｛
件
）
の
原
理
で
も

あ
る
。

　
換
需
す
る
と
ミ
イ
ゼ
ス
の
方
法
に
於
て
は
、
跡
継
は
何
ら
か
の
意
味
の

標
識
の
無
隈
の
集
金
で
あ
り
、
野
瀬
瀕
度
と
は
、
こ
の
標
識
が
全
膿
と
の

比
較
の
上
で
如
何
な
る
瀕
笈
で
現
わ
れ
る
か
と
い
う
事
に
な
る
。
然
し
集

團
現
象
　
（
ζ
霧
・
・
窪
。
話
9
。
ぎ
§
9
q
）
　
も
、
同
一
試
行
の
繰
返
し
の
系
列

（
≦
8
牙
筈
2
量
σ
q
。
。
く
。
養
諺
σ
q
）
も
、
次
の
ご
つ
の
要
請
を
満
さ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
第
一
に
相
封
切
度
に
一
定
の
極
限
値
が
存
在
す
る
事
、
第
二
に
輿
え

ら
れ
た
集
幽
の
ど
の
限
界
か
ら
取
っ
た
部
分
集
團
に
於
て
も
、
燧
露
国
の

懐
に
愛
り
は
な
い
事
。

　
ミ
イ
ゼ
ス
が
斯
の
如
く
集
圏
を
豫
じ
め
規
定
し
て
か
ら
確
率
論
を
始
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

て
い
る
の
は
、
彼
が
瀕
度
設
の
持
つ
弱
黙
に
氣
つ
い
て
い
た
故
で
あ
る
。

と
書
う
の
は
、
岡
じ
瀕
度
読
の
立
場
の
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
の
傅
統
を
ひ
く

　
　
　
　
（
2
9
）

ジ
ョ
ン
・
ベ
ン
の
持
つ
飲
陥
を
論
理
同
者
ブ
ラ
ッ
ド
レ
…
が
攻
撃
し
て
い

（
3
0
）

る
事
か
ら
も
推
煙
出
曇
る
。
瀕
四
悪
の
持
つ
強
さ
は
、
そ
の
理
論
が
経
験

と
密
着
し
て
い
る
黙
に
あ
る
。

　
然
る
に
私
達
の
繧
験
に
は
凝
り
が
あ
り
、
　
一
議
に
集
團
は
有
隈
で
あ

る
。
然
る
に
相
封
瀕
慶
の
穗
限
値
は
、
少
な
く
と
も
選
る
一
定
数
を
越
え

な
い
と
明
確
に
な
ら
な
い
。
理
想
的
に
は
寧
ろ
無
限
を
導
入
し
た
方
が
便

利
で
あ
る
。
ベ
ル
ヌ
ー
イ
の
定
理
の
意
義
も
、
大
数
の
油
則
の
各
種
の
解

羅
も
、
こ
う
し
た
所
に
原
鶴
が
あ
る
。
つ
ま
り
極
限
値
の
存
在
は
一
般
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七



　
　
　
　
　
　
哲
學
礁
究
　
第
賑
喜
五
十
八
號

巽10

@
は
或
る
種
の
筏
。
巴
な
濡
鼠
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
膚
限
に
於
い
て
極
眼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
　
値
を
述
べ
る
事
は
、
瀕
騙
事
の
場
合
α
q
所
論
2
象
6
7
で
あ
る
。
最
も
経
験

　
　
に
密
着
し
て
い
る
筈
の
瀕
電
導
が
、
實
は
そ
の
基
礎
理
論
の
根
底
に
於
い

　
　
て
既
に
巴
。
巴
な
思
考
要
素
を
介
入
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
だ
か
ら
ミ
イ
ゼ
ス
が
始
め
に
要
請
と
し
て
極
限
値
の
存
在
と
無
規
劉
性

　
　
の
漂
理
を
定
め
て
か
ら
、
確
率
論
を
始
め
て
い
る
の
は
、
電
燈
設
の
持
つ

　
　
理
論
的
弱
黙
に
封
ず
る
一
つ
の
防
禦
策
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
＊
＼

　
〉
ユ
瞬
げ
臼
O
瓢
。
。
O
げ
O

≦
～
一
1
叱
ξ
（
×
℃
）

隠ヨ
F“　C

A　×

v　［1

H一‘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八

＼
寧
然
し
右
の
如
く
極
隈
値
は
存
在
す
べ
き
だ
と
規
定
し
て
お
い
て
も
、
實

　
際
に
そ
の
極
遠
出
を
求
め
る
爲
に
は
、
艶
艶
の
総
嫁
か
積
分
を
行
わ
ね
ば

　
な
ら
ぬ
。
統
計
學
で
も
総
嫁
を
起
つ
た
事
象
の
数
で
除
す
れ
ば
、
薩
ち
に

　
李
均
値
が
出
て
來
る
か
ら
、
ミ
イ
ゼ
ス
の
理
論
が
統
計
學
の
基
礎
と
な
る

　
爲
に
も
、
そ
の
総
和
は
先
ず
第
一
に
必
要
な
基
礎
的
　
○
℃
自
葺
δ
嵩
と
な

　
る
。
彼
の
纏
和
く
。
溝
亀
§
σ
q
は
、
算
縮
的
（
非
漣
績
的
）
連
績
的
（
幾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

　
何
學
的
）
に
分
け
て
次
式
で
與
え
ら
れ
る
。

＜
o
露
。
同
ぼ
昌
α
窺

≦
〆
㌶
羨
認
穣
吟
〉
㊦
鋤
講

無
鞍
鯖
鰺
×
ド
×
ゆ
…
；
㊦
器
鍼
拳
法

》
心
ξ
（
×
扁
）
琶
（
×
p
）
…
…
舜
ぴ
尋
〕

℃
興
×
S
叢
辱
“
緊
檎
欝
囲
』
．
な
。
〕

：
：
B

0
8
ヨ
9
触
ジ
9
0
　
＜
o
落
日
二
二
σ
¢

妻
へ
≦
（
×
）
穿

　
　
（
〉
）

牽
言

、
≦
（
×
）
舞
一
隔

蓑
凌
び
き
葎

ω
コ
．
o
o
犀
。
＞
e

」
い
e
戴
⇒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
ホ

奏
如
く
総
計
、
邸
ち
確
黍
象
塾
あ
雰
布
範
繁
昌
に
警
＼
鑑
宥
鋸
ち
全
標
識
の
積
盆
は
、
秤
の
臨
周
に
於
け
る
標
識
（
暴
）

で
あ
り
、
箭
者
の
悔
は
事
象
瓦
恥
…
…
の
起
る
身
熱
の
覆
髄
偲
の
欄
々
の
　
　
の
根
封
瀕
度
、
郎
ち
密
度
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
ヨ

確
率
の
和
で
あ
り
、
後
老
の
鞭
は
標
識
空
聞
A
の
凡
ゆ
る
黙
に
封
ず
る
確
　
　
　
然
し
確
牽
計
算
の
農
的
は
、
概
算
的
に
一
と
し
て
措
定
さ
れ
た
全
髄
の

蘂
密
度
（
イ
く
簿
…
θ
『
碕
O
丁
目
O
陣
コ
露
O
剛
回
搾
O
一
け
缶
偏
凶
0
7
酔
O
）
で
あ
る
。
爾
者
と
も
和
の
法
　
　
総
計
だ
け
で
は
な
く
、
寧
ろ
普
通
に
は
標
識
の
一
部
の
栩
野
瀕
度
を
求
め

則
に
よ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
事
で
あ
る
。
即
ち
確
準
計
算
の
麟
的
は
、
概
念
的
に
輿
え
ら
れ
て
い
る

　
ミ
イ
ゼ
ス
が
総
計
を
〈
o
秀
色
ρ
巡
覧
と
言
う
意
味
は
、
殿
子
を
例
に
と
　
　
絵
講
一
な
る
も
と
の
母
集
信
（
〉
諺
σ
q
§
豊
＾
亀
穿
銘
く
）
か
ら
導
き
出
さ
れ

る
と
、
i
～
6
の
酉
の
中
、
例
え
ば
2
の
隠
の
出
る
確
峯
1
一
6
は
、
全
膿
　
　
た
部
分
集
圏
（
9
び
讐
｝
9
2
0
囚
。
瓢
集
p
ぞ
）
の
総
計
を
求
め
る
事
と
な
る
、

の
標
識
i
～
6
の
出
る
確
率
の
く
。
門
8
陣
一
§
（
分
割
）
さ
れ
た
一
部
で
あ
　
　
く
象
亀
§
σ
q
（
総
計
）
は
一
顧
で
分
布
と
も
晃
ら
れ
る
か
ら
、
ミ
イ
ゼ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

る
。
從
っ
て
そ
の
く
。
§
淳
目
さ
れ
た
も
の
の
ぎ
び
。
σ
q
臨
題
は
一
で
あ
る
。
　
　
の
確
蘂
計
算
の
瞬
的
は
、
結
局
分
与
（
象
馨
識
び
¢
鑑
。
鵠
）
状
態
の
決
定
に
蹄

然
し
幾
侮
學
的
確
奪
で
は
、
例
え
ば
麟
形
の
璽
量
秤
の
懸
の
標
識
の
如
　
　
着
出
來
る
。

く
、
1
と
な
る
く
。
堂
塔
§
σ
q
は
露
寒
の
圓
周
の
長
さ
と
な
り
、
そ
の
全
＼
　
　
そ
の
暴
食
と
な
る
算
法
は
選
出
（
〉
霧
ノ
毒
三
）
混
威
（
ζ
凶
砿
3
三
麟
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寧
　
＊
・
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分
割
（
繭
、
O
＝
¢
＝
σ
q
）
、
結
合
（
＜
。
筈
汐
塵
§
α
Q
）
の
四
操
作
で
あ
る
。

　
選
出
と
は
與
え
ら
れ
た
集
團
か
ら
藤
壷
選
出
に
よ
る
部
分
系
列
を
作
る

事
で
あ
り
、
混
成
と
は
股
子
に
例
を
取
れ
ば
、
偶
数
を
0
、
奇
数
を
一
と

し
て
新
た
な
標
識
を
作
る
事
で
あ
り
、
分
割
と
は
例
え
ば
縦
子
の
偶
数
の

際
2
、
婆
、
6
だ
け
を
取
っ
て
新
系
列
を
作
る
事
で
あ
り
、
結
合
と
は
例

え
ば
二
つ
の
芥
子
を
瞬
時
に
投
げ
て
そ
の
和
の
確
牽
を
考
え
る
場
合
の
如

く
一
　
集
團
の
要
素
を
合
し
て
　
つ
の
標
識
を
作
る
事
で
あ
る
、

　
確
率
の
計
算
に
は
、
私
語
が
意
識
す
る
と
否
と
に
掬
ら
ず
、
こ
の
四
つ

の
操
作
の
遺
れ
か
を
用
い
て
い
る
黙
か
ら
託
て
も
、
こ
の
四
つ
の
操
作
は

確
率
計
算
に
と
っ
て
根
本
的
で
あ
る
。

　
然
し
ミ
イ
ゼ
ス
の
理
論
で
一
番
難
鮎
と
な
る
の
は
項
位
選
出
（
o
。
苞
ド
筆

餌
霧
≦
四
三
）
の
問
題
で
あ
り
、
選
出
（
〉
藷
≦
餌
三
）
の
仕
方
で
あ
る
。
ミ
イ

ゼ
ス
は
第
n
番
属
を
部
分
列
に
入
れ
る
か
入
れ
ぬ
か
は
、
〔
第
1
～
第
（
欝

…
一
）
番
目
迄
の
結
果
は
参
照
し
て
よ
い
が
、
第
n
番
騒
の
値
は
知
ら
ぬ

中
に
選
挿
し
て
部
分
列
を
定
め
る
と
し
て
い
る
が
、
例
え
ば
標
識
↓
、
1

の
1
1
個
の
列
の
場
合
、
選
出
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
、
最
も
極
端
の
場
合
、

標
識
1
の
み
を
取
出
す
事
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
選
出
の
仕
方
に
無
關

係
に
極
眼
値
が
定
ま
っ
て
い
る
と
雷
う
彼
の
論
に
は
、
非
常
に
問
題
と
な

る
疑
問
が
伏
在
し
て
あ
6
9
り
、
こ
の
脆
弱
黙
が
後
に
じ
O
o
ぴ
の
選
出
函
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

系
の
理
論
と
な
り
、
ヌ
岡
）
α
薦
。
や
詫
餌
湿
の
研
究
の
寒
地
を
残
す
。

　
然
し
ミ
イ
ゼ
ス
の
論
黙
は
、
雛
に
数
學
の
み
に
止
ま
る
も
の
で
は
な

い
。
否
、
数
學
趨
身
が
現
代
で
は
記
號
の
解
析
的
（
論
埋
的
）
褒
現
に
外

な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
磯
際
の
操
作
は
賢
は
諭
理
と
思
惟
の
問
題
で

も
あ
る
。
ま
し
て
確
肇
論
は
統
計
學
と
共
に
現
實
の
撮
管
に
も
見
出
さ
れ

偶
然
へ
の
問
い

る
偶
然
の
事
象
を
聞
題
と
す
る
。
そ
れ
は
懲
基
町
學
的
に
も
論
理
式
的
に

も
一
つ
の
因
果
律
の
究
明
の
學
と
も
雷
え
る
。
然
も
ミ
イ
ゼ
ス
の
理
論

は
、
彼
自
身
の
書
う
如
く
コ
ル
モ
ゴ
ロ
フ
流
に
黙
集
合
論
に
避
元
出
停
る

　
　
　
　
　
（
3
5
）

も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
又
、
同
じ
公
理
的
洋
楽
を
籍
り
な
が
ら
、
そ
の

規
約
白
身
の
意
義
に
コ
ル
モ
ゴ
ロ
フ
と
ミ
イ
ゼ
ス
で
は
非
常
な
差
異
が
あ

る
。
コ
ル
モ
ゴ
ロ
フ
で
は
公
理
は
在
來
の
公
理
と
岡
じ
意
義
し
か
持
た
な

い
が
、
ミ
イ
ゼ
ス
で
は
集
幽
を
規
定
す
る
事
に
よ
っ
て
、
實
は
入
間
霞
舞

操
作
者
自
身
の
集
圏
を
取
り
扱
う
操
作
の
行
動
規
則
と
も
な
っ
て
い
る
。

　
ミ
イ
ゼ
ス
が
彼
の
著
作
の
標
題
を
≦
塾
諺
魯
野
飼
畠
ぎ
陣
酔
Q
。
¢
甑
践
脚

看
窪
≦
、
P
ξ
浮
禅
と
名
づ
け
た
理
由
白
身
が
既
に
、
確
か
ら
し
い
ハ
ハ
≦
”
剛
7

読
。
7
9
島
簿
、
．
と
補
う
暖
昧
な
表
現
か
ら
、
確
試
論
を
集
灘
現
象
を
取
扱

う
確
實
な
科
學
に
昇
宣
せ
ん
と
し
、
そ
こ
に
こ
そ
困
果
律
の
眞
理
性
を
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
雷
う
彼
の
意
志
を
蕾
み
取
る
事
が
趨
論
る
。

　
そ
し
て
彼
は
書
意
の
古
典
的
確
肇
論
は
彼
の
理
論
の
一
つ
の
特
殊
な
場

合
に
し
か
過
ぎ
ず
、
大
数
の
法
則
も
そ
こ
か
ら
兜
直
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
主

張
す
る
。

　
と
書
っ
て
懲
然
科
學
の
持
つ
同
質
性
は
、
確
率
論
が
學
と
し
て
如
侮
に

完
成
し
た
と
し
て
も
克
服
出
來
る
も
の
で
は
な
い
。
黒
瀬
者
の
掴
ん
だ
偶

然
性
の
記
號
的
蓑
現
の
掌
の
中
か
ら
、
数
學
の
写
象
と
詑
號
で
は
ど
う
し

て
も
勉
み
き
れ
な
い
門
生
に
封
ず
る
偶
然
性
の
問
い
か
け
」
が
洩
れ
て
こ

ぼ
れ
落
ち
る
。

　
然
し
私
は
不
可
思
議
の
偶
然
の
問
題
を
思
葉
す
る
に
當
っ
て
、

世
界
を
語
り
慮
に
す
る
筈
で
は
な
か
っ
た
か
。八

九

詑
號
的
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哲
學
研
究
　
第
四
百
五
十
八
號

　
だ
が
、
そ
の
偶
然
性
の
學
と
し
て
の
詑
號
的
蓑
現
と
論
理
的
基
礎
づ
け

は
、
そ
れ
老
身
で
完
結
し
た
無
矛
盾
の
論
理
諸
系
を
持
と
う
と
し
な
が

ら
、
實
は
記
號
操
作
の
方
法
が
成
立
す
る
過
程
に
、
鵜
然
性
の
謎
は
数
論

理
の
面
で
も
、
生
へ
の
課
題
と
し
て
も
、
ひ
そ
ん
で
い
そ
う
で
あ
る
。

　
勲
箕
ざ
誌
の
立
場
で
は
無
限
が
つ
ま
ず
き
の
石
と
し
て
隠
さ
れ
て
い
る

し
、
又
歪
ん
だ
サ
イ
コ
ロ
も
邪
魔
な
妨
害
物
と
な
っ
て
い
た
。
鋤
娼
9
猷
？

村刷

B
誌
の
立
場
で
は
9
箕
田
。
蔦
の
立
場
の
つ
ま
ず
き
の
石
を
よ
け
て
通
ろ

う
と
し
な
が
ら
、
現
實
と
理
念
の
閥
の
矛
盾
の
懸
難
に
逢
著
し
、
論
理
學

的
に
は
（
轟
十
囲
）
者
排
斥
の
難
問
題
に
も
無
言
の
ア
ポ
リ
ア
と
共
に
直

面
し
て
い
た
。

　
更
に
問
題
と
な
る
の
は
、
偶
然
性
の
論
理
的
礎
理
の
方
法
と
し
て
の

鶉
箕
δ
詳
鈴
勺
9
け
鼠
。
臨
二
つ
の
立
場
を
渡
す
架
け
橋
と
な
る
も
の
は
何

か
と
言
う
事
で
あ
る
。
　
拶
箕
δ
嵩
と
雷
い
曽
℃
o
湾
巽
一
〇
ユ
と
言
っ
て
も
、

こ
れ
は
本
質
的
に
は
蒔
間
の
先
後
の
問
題
で
は
な
く
、
講
者
は
偶
然
を
可

能
性
の
側
か
ら
考
察
し
、
後
者
は
起
っ
て
了
つ
た
事
象
系
列
の
数
量
的
性

格
の
決
定
で
あ
り
、
現
量
性
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
黙
で
ジ
ョ
ン
・
ベ
ン

は
確
牽
の
偶
然
の
事
象
の
醜
後
に
は
、
そ
れ
等
を
趨
勢
的
に
考
え
る
頃
で

℃
o
蝕
霧
。
の
韓
換
が
あ
る
事
を
ζ
窪
と
膨
¢
二
窪
を
引
絹
し
て
雷
っ
て
い

（
3
7
）

る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
私
蓬
の
人
生
の
突
然
事
は
起
き
て
了
っ
て
か
ら
氣

附
い
た
と
書
う
に
し
か
邉
ぎ
な
い
。
偶
然
は
無
知
の
結
果
で
あ
る
と
書
う

ラ
プ
ラ
…
ス
の
書
葉
が
、
そ
の
不
幸
な
突
磯
事
件
の
結
果
を
附
近
悪
る
く

嘲
笑
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
更
に
又
、
因
果
律
又
は
決
定
論
と
続
計
學
と
の
關
係
も
疑
問
を
投
げ
か

け
る
。
ミ
イ
ゼ
ス
も
書
う
如
く
因
果
律
と
統
欝
學
は
如
才
に
物
理
學
が
進

九
〇

臆
し
て
も
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。
因
果
律
は
現
象
の
経
遇
の
繭
に
措

定
す
る
数
學
釣
に
精
密
な
正
賞
な
主
張
（
〉
蕊
箕
9
ε
で
あ
る
の
に
、
統

計
畢
は
大
鵬
又
は
繰
返
し
の
繧
過
に
、
一
つ
の
現
象
が
ど
の
程
度
多
く
起

る
か
を
述
べ
る
提
書
と
し
て
の
主
張
（
剛
w
。
酬
嚢
｝
）
欝
色
に
し
か
過
ぎ
な

（
3
8
）

い
。
そ
の
眼
り
因
果
葎
と
統
計
學
は
明
確
に
濡
れ
る
。

　
然
し
現
代
物
理
學
に
於
け
る
囲
果
律
は
、
そ
れ
程
一
義
的
決
定
を
私
淫

に
許
し
て
く
れ
な
い
。
閉
果
律
暇
身
が
物
理
學
の
進
歩
と
共
に
幾
度
び
も

の
規
正
を
絵
書
な
く
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
因
果
律
は
、
現
象
界
の

法
則
が
薪
た
に
生
ず
る
度
に
、
因
果
の
條
件
と
封
慮
の
仕
方
の
攣
更
を
纒

験
し
て
來
た
の
で
あ
る
。
統
計
力
學
や
確
蘂
論
が
物
理
學
の
眞
理
性
に
奉

仕
す
る
と
は
別
な
意
味
で
、
因
果
律
そ
の
も
の
へ
の
究
明
が
疑
悶
の
ま
＼

残
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
又
超
越
と
な
る
の
は
、
或
る
偶
然
の
珍
重
を
欲
求
す
る
主
灘
の

意
欲
や
性
格
や
心
理
の
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
現
賢
の
生
活
や
カ
ー
ド
占

い
を
網
に
取
っ
て
も
、
私
達
の
前
の
事
象
は
必
ず
し
も
同
捷
に
確
か
ら
し

い
羅
均
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
主
膿
の
希
求
は
一
つ
の
カ
…
ド

一
つ
の
幸
蓮
に
執
着
す
る
。
個
と
金
髄
の
問
題
と
し
て
は
、
競
走
と
敵
封

を
産
む
。
寝
る
人
生
の
カ
…
ド
は
罵
る
蒔
代
の
或
る
人
に
は
ど
う
で
も
よ

い
事
で
あ
り
、
又
或
る
時
の
或
る
人
1
7
幅
は
絶
封
に
必
要
な
命
を
賭
し
て
も

欲
し
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
を
求
め
る
主
膿
の
意
志
の
強
度
に
よ

っ
て
、
偶
然
は
蒔
に
紳
の
意
志
と
さ
れ
、
磯
に
恐
ろ
し
い
悪
魔
と
さ
れ
る
。

同
様
に
確
か
ら
し
い
立
場
も
、
瀕
度
説
の
経
験
的
方
法
も
、
そ
う
し
た
人

間
の
意
志
と
欲
求
に
附
随
す
る
恐
れ
と
悩
み
に
封
ず
る
冷
静
な
諦
ら
め
し

か
教
え
て
く
れ
な
い
。
然
し
又
偶
然
性
は
、
そ
ん
な
意
味
か
ら
す
る
と
人
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間
の
目
的
、
意
志
、
決
断
、
行
動
と
密
接
な
關
係
を
持
っ
て
い
る
。

　
ミ
イ
ゼ
ス
は
確
率
論
統
計
學
の
人
生
的
効
用
と
し
て
、
ω
各
館
人
個
人

の
個
々
の
ケ
ー
ス
に
は
役
に
立
た
な
い
。
②
集
團
と
し
て
は
有
効
で
あ

る
。
　
（
例
え
ば
生
命
野
馳
）
　
⑧
然
し
各
業
人
の
行
動
の
一
つ
の
指
針
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

は
な
る
、
の
三
つ
を
暴
げ
て
い
る
が
、
確
率
統
計
の
人
生
的
効
用
は
そ
ん

な
意
味
で
し
か
私
曲
に
輿
え
る
も
の
を
持
っ
て
い
な
い
。

　
然
し
姿
絵
が
ミ
イ
ゼ
ス
の
方
法
を
通
し
て
最
も
注
意
す
べ
き
は
、
カ
ン

ト
・
ニ
ュ
…
ト
ン
の
意
味
の
公
理
的
方
法
が
現
在
の
科
學
で
は
業
革
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

ね
ば
な
ら
ぬ
事
で
あ
る
。
空
間
概
念
は
欝
…
的
な
握
翫
窒
聞
か
ら
非
ユ
ー
ク

リ
ッ
ド
空
問
、
射
影
窒
闇
、
測
度
空
闘
、
位
相
空
襲
、
相
子
性
理
論
へ
と

鱒
黒
し
、
上
灘
は
解
析
的
論
理
を
強
調
し
、
紀
號
聞
の
關
係
の
學
と
な
る

一
方
、
上
そ
う
し
た
数
論
理
の
中
へ
操
作
と
冥
ρ
×
δ
の
主
灘
の
作
用
が

強
く
持
込
ま
れ
て
い
る
。

　
勿
論
カ
ン
ト
の
超
越
的
方
法
は
、
客
膿
に
主
膿
の
p
箕
ざ
鼠
を
條
件

的
實
験
的
に
投
げ
入
れ
る
嚇
に
依
っ
て
、
認
識
は
成
立
す
る
の
で
あ
り
、

現
代
科
學
も
學
と
し
て
成
立
す
る
爲
に
は
、
公
理
的
方
法
〉
×
ぴ
ヨ
効
爵
腕
？

歪
夷
が
そ
の
論
理
的
表
現
の
方
法
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
で

は
、
今
で
も
カ
ン
ト
。
ニ
ュ
…
ト
ン
の
學
と
し
て
の
表
現
方
法
は
現
在
の

科
學
に
於
て
も
一
つ
の
理
想
で
あ
る
事
に
侮
の
憂
化
も
な
い
。
私
達
の
問

題
と
し
た
偶
然
性
の
學
的
形
成
の
過
程
も
、
そ
う
し
た
公
理
的
方
法
に
よ

る
學
と
し
て
の
表
現
の
系
譜
を
辿
っ
て
來
た
。

　
然
し
私
蓮
は
科
學
に
於
け
る
℃
鎚
×
厨
を
こ
＼
で
二
面
に
考
え
ね
ば
な

ら
ぬ
。
　
一
つ
は
、
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ヂ
幾
侮
の
出
現
の
場
合
の
如
く
、
公
理

自
身
迄
も
選
点
す
る
客
膿
（
窪
間
）
に
封
ず
る
主
膿
の
優
位
で
あ
る
。
カ

偶
然
へ
の
問
い

ン
ト
・
ユ
ユ
ー
ト
ン
の
場
合
、
空
閥
は
絶
封
的
空
間
で
攣
革
を
許
そ
う
と

し
な
い
。
現
代
幾
何
學
は
逆
に
公
理
を
薄
髭
す
る
事
に
よ
っ
て
晦
由
に
空

唾
の
性
格
を
攣
更
す
る
。
そ
し
て
そ
の
公
理
も
ユ
…
ク
リ
ッ
ド
幾
締
で
は

感
性
的
に
最
も
黎
明
明
断
な
公
理
が
出
薮
黙
と
な
っ
た
が
、
現
代
で
は
逆

に
公
理
群
の
中
か
ら
数
論
理
と
そ
の
記
射
的
構
成
に
便
利
な
公
理
を
選
び

取
る
自
由
を
主
腱
は
持
つ
。
蝿
じ
く
公
理
的
方
法
で
あ
り
な
が
ら
、
ギ
リ

シ
ャ
の
幾
何
學
と
現
代
の
そ
れ
に
は
學
問
の
論
理
的
蓑
現
方
法
と
し
て
、

明
確
な
差
違
が
見
出
さ
れ
る
。

　
更
に
客
膿
は
翠
に
直
観
〉
霧
。
ぎ
二
§
⑳
を
通
し
て
槻
照
さ
れ
た
燈
界
で

は
な
く
、
主
騰
の
観
測
費
瞼
を
通
し
て
主
語
の
論
理
的
構
戒
は
正
し
い
も

の
と
な
る
。
　
℃
蚕
×
騨
と
は
だ
か
ら
、
そ
れ
自
身
、
主
膿
と
客
騰
の
題
離

を
縮
め
、
客
膿
の
操
作
を
逓
さ
ず
し
て
は
正
し
い
認
識
は
生
じ
得
な
い
。

自
然
科
學
一
般
の
方
法
も
こ
う
し
た
行
動
的
認
識
の
方
向
を
歩
む
。
だ
か

ら
又
、
公
理
自
身
も
行
動
性
を
強
め
て
來
る
。
測
度
空
間
、
統
計
學
、
ミ

イ
ゼ
ス
の
方
法
、
そ
し
て
現
代
物
理
學
も
主
艦
の
行
動
な
し
に
は
始
め
か

ら
成
立
し
得
な
い
。
阪
果
律
も
こ
う
し
た
黙
か
ら
輩
に
葭
生
や
推
論
に
よ

る
原
阪
結
果
の
究
明
で
は
な
く
、
主
膿
の
行
動
を
含
め
た
因
果
律
と
し
て

解
糧
し
薩
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
さ
て
私
は
こ
＼
で
具
髄
的
な
偶
然
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
爲
に
、
無

阪
と
偶
然
を
並
べ
て
論
理
的
に
比
較
し
て
み
る
。

　
私
淫
人
間
の
理
性
的
蚕
下
や
葺
石
的
理
輪
を
打
ち
破
っ
て
來
る
も
の

は
、
～
つ
は
莚
漠
と
し
て
捉
え
得
な
い
無
限
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
突
然

起
っ
て
奔
る
事
實
と
し
て
の
偶
然
で
あ
る
。
理
論
を
斎
き
破
っ
て
生
ず
る

九
一
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事
費
の
強
さ
で
あ
る
。
可
能
性
現
艶
麗
必
然
性
を
私
淫
は
並
べ
て
考
え
る

が
、
現
費
性
は
起
っ
て
了
つ
た
箏
實
と
し
て
は
、
可
能
性
も
必
然
性
も
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

定
的
に
屈
伏
さ
せ
る
縄
封
の
事
費
で
あ
る
。

　
而
も
理
性
と
論
理
を
根
癒
か
ら
携
が
す
こ
の
二
つ
の
無
隈
と
偶
然
の

中
、
無
限
は
常
に
理
念
的
に
思
惟
さ
れ
、
現
賢
の
向
う
儲
に
あ
る
の
に
、

偶
然
と
は
逆
に
最
も
現
饗
的
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
又
、
人
間
が
ど
う
す
る

こ
と
も
出
來
な
い
絶
甥
の
歴
力
を
以
っ
て
逡
っ
て
遮
る
。
主
膿
は
こ
の
現

實
に
直
面
し
て
、
狼
曝
し
畏
怖
し
、
蒲
も
肯
定
か
否
定
か
、
何
れ
か
の
決

断
を
せ
き
た
て
ら
れ
、
何
等
か
の
態
度
を
勝
っ
て
の
鷹
答
を
強
要
さ
れ

る
。
蓮
命
の
紳
は
後
頭
部
が
禿
げ
て
い
る
と
言
う
西
洋
の
諺
が
既
に
主
艦

に
封
ず
る
偶
然
の
藥
實
の
要
求
を
晒
示
し
て
い
る
。

　
無
腰
と
は
現
實
に
は
私
達
に
輿
え
ら
れ
る
事
な
く
常
に
零
0
7
≦
O
幽
8
脱

の
被
方
に
求
め
ら
れ
る
の
に
、
偶
然
は
㌶
c
2
莞
衰
、
こ
の
灘
、
こ
の

場
、
こ
の
瞬
間
の
出
來
事
で
あ
る
。
一
旦
蓮
命
の
融
に
邸
座
に
答
え
得
な

か
っ
た
ら
蓮
命
の
紳
は
永
逡
に
戻
っ
て
は
く
れ
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

　
無
隈
と
は
常
に
可
能
性
と
し
て
し
か
現
賢
で
は
考
え
ら
れ
な
い
の
に
封

し
て
、
偶
然
は
可
能
性
が
現
實
性
に
落
込
ん
で
來
る
接
鰯
醸
に
、
謂
わ
ば

火
花
を
散
ら
し
て
浮
び
上
っ
て
叢
る
不
可
恩
議
の
飼
者
か
で
あ
る
。
私
達

人
間
の
考
え
得
る
、
又
は
考
え
も
及
ば
な
い
遙
か
な
可
能
性
の
彼
岸
か

ら
、
突
如
と
し
て
、
ヌ
は
逓
ず
く
に
つ
れ
て
忽
ち
可
能
性
を
膨
脹
し
塘
大

し
、
一
度
起
き
て
了
う
と
、
絶
封
の
現
賢
宰
と
な
っ
て
、
私
蓮
に
穿
り
來

る
何
者
か
で
あ
る
。

　
從
っ
て
偶
然
性
と
は
、
私
蓬
の
計
一
3
知
れ
な
い
無
底
の
深
灘
と
常
に
隣

り
合
せ
に
住
ん
で
い
る
。
無
理
が
き
昏
≦
簗
興
の
延
長
的
無
限
と
す

九
二

る
と
、
偶
然
は
無
限
小
の
可
能
性
か
ら
骨
導
挫
へ
落
脱
す
る
（
N
〒
塗
剛
窪
）

も
の
と
書
い
得
る
。
そ
れ
は
そ
ん
な
意
味
で
は
、
却
っ
て
人
闇
の
可
能
性

の
無
力
を
指
定
す
る
強
力
な
轍
力
者
で
さ
え
あ
る
。
だ
か
ら
又
偶
然
は
慮

無
と
背
中
合
せ
に
住
ん
で
い
る
。
一
方
で
人
間
存
在
そ
の
も
の
を
脅
か
し

て
人
問
の
磁
無
を
強
く
揚
晒
し
嬉
示
す
る
も
の
と
し
て
、
又
一
方
で
は
複

難
多
様
な
現
象
へ
、
私
讐
の
考
え
得
な
い
製
麺
の
底
か
ら
忽
然
と
現
わ
れ

て
く
る
も
の
と
し
て
も
。

　
こ
う
し
た
性
絡
を
推
つ
た
偶
然
が
、
蓮
命
的
瞬
醗
に
訪
れ
て
そ
れ
が
人

に
善
い
も
の
で
あ
る
と
人
は
垂
垂
や
榊
の
患
み
と
名
づ
け
、
そ
れ
が
悪
い

も
の
で
あ
る
と
、
悪
魔
と
か
黒
い
蓮
命
と
人
は
こ
れ
を
呼
ぶ
。
偶
然
と
は

そ
う
し
た
髭
ヨ
○
琶
9
の
窪
≦
霧
で
あ
る
。

　
偶
然
は
他
の
人
に
と
っ
て
ど
う
箏
曲
づ
け
ら
れ
よ
う
と
、
不
可
思
議
の

偶
然
に
出
逢
わ
し
た
人
虜
身
に
と
っ
て
は
何
故
に
と
問
い
返
さ
ざ
る
を
得

な
い
後
味
の
悪
る
さ
を
持
っ
て
い
る
。

　
そ
し
て
私
達
は
起
っ
て
來
る
現
象
の
底
の
底
に
、
瀞
の
よ
う
な
も
の
を

瞬
い
て
み
た
く
な
る
誘
惑
を
感
ず
る
。

　
然
し
暫
學
の
黒
い
は
常
に
論
理
と
理
性
を
過
し
て
生
に
還
郷
す
る
。
哲

撫
す
る
奢
の
答
・
え
は
生
へ
の
態
度
と
な
っ
て
慮
適
し
よ
う
と
す
る
。

　
偶
薫
が
時
に
悲
惨
の
事
實
と
な
っ
て
悪
聡
…
の
姿
を
以
て
襲
い
か
Σ
ろ
う

と
、
時
に
緻
喜
の
事
序
と
な
っ
て
女
紳
の
微
笑
を
以
っ
て
現
わ
れ
よ
う

と
、
私
蓮
人
間
が
そ
れ
に
封
庭
す
る
の
は
、
唯
一
つ
、
冷
た
い
理
性
と
正

確
な
鑑
論
だ
け
で
あ
る
。
輩
な
る
知
識
の
集
積
と
観
念
の
読
明
で
は
な

く
、
却
っ
て
遠
く
冤
渡
し
た
知
慧
と
敏
捷
適
切
な
行
動
で
あ
る
。
そ
し
て
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そ
れ
を
何
時
で
も
使
い
得
る
夏
め
き
つ
た
主
翼
性
の
把
持
で
あ
る
．
、

　
突
然
お
と
の
う
て
來
る
偶
然
の
事
實
は
礒
じ
で
も
、
夫
々
の
人
の
心
の

準
備
と
冷
静
さ
に
よ
っ
て
、
人
間
の
蓮
命
は
滅
び
と
要
望
へ
と
大
き
く
二

つ
に
分
れ
て
行
く
。
不
可
思
議
の
偶
然
を
不
可
思
議
で
終
ら
せ
な
い
の

が
、
人
閥
の
理
性
と
慧
志
な
の
だ
。

　
人
は
暫
學
を
釘
膿
か
ら
始
め
よ
う
と
自
由
で
あ
る
。
羅
凡
に
生
き
李
凡

に
死
ん
で
行
く
こ
の
私
達
の
日
常
生
活
に
、
ふ
と
訪
れ
て
留
る
奔
命
と
偶

然
を
明
確
に
直
親
し
て
こ
れ
を
誓
學
的
に
思
索
し
探
求
す
る
時
、
私
蓮
は

自
己
と
隣
人
を
幸
醸
に
導
く
一
つ
の
生
き
方
と
方
向
を
知
る
事
が
出
來
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
如
鶴
に
悲
し
い
苦
し
い
蓮
命
さ
え
未
來
へ
の
貴
い
膿

験
と
す
る
時
、
人
の
足
下
か
ら
栄
來
へ
の
光
明
が
開
け
始
め
て
來
る
の
か

も
し
れ
な
い
。

　
偶
然
と
は
坐
と
哲
學
へ
の
一
つ
の
謎
で
あ
る
ゆ
否
、
意
志
と
蓬
命
へ
の

直
接
の
譲
題
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
（
1
）
　
○
。
謹
霧
号
切
臨
。
・
。
評
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跳
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版
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8
0
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●
｝
一
剛
や
も
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。
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2
）
＜
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Olt　Feeling　iR　Kant

　　　　　　　　　　　　　　　　一・The　Significance　of‘M・ral圭tゾー一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をソKe呈一ichi　Otsuka

　　Kant’s　ethical　theory　in　Critical－Period　ls　formed　not　on　the　negation

of　‘feeling’　which　he　had　before　taken　very　important，　but　rather　on　the

deepening　and　refining　of　it．　Indeed　the　feeling　of　‘respect’　comes　here

to　have　a　central　meaning．　Respect　is，　as　it　were，　the　sub12mated　‘pain’，

‘elatio　animi’，　and　the　spring　for　actual．　conducts．　Moreover　the　affinity

of　the　moral　feeiing　witli　the　aesthetic　one　ls　much　emphasized．

　　Thls　point　suggests　that　1〈ant　in　his　Criticai　Period　did　not　take　morality

as　merely　‘formal’．　‘The　adop£ed　virtue’　or　‘the　shimmer　of　virtue’

（Beobachtungen　il．　cl．　Gefilhl　d．　ScJtb’nen　fi．　Erhabenen），　‘bonitas　pragmatica’　（Vorl．

ii．　Ethih），　‘the　imperative　o£　cleverness’　（K．　cl．　f）．　V．），　and　‘the　pragmatic

cuitivation’　‘the　civllizing’　（iiber　Pddagogile），　these　concepts　are　found　to　be

structually　lnterconnected．　They　are　so　to　say　mediums　to　the　morai　act

from　duty．　And　under　these　considerations　we　think　we　can　see　the

meaning　of　the　feeling　of　respect　in　a　new　light．

　　‘Respect’　is　referred　to　in　the　K．　d．　Ur．　as　“the　feeling　that　our　capacity

is　unsu呈tab｝e　to　atta圭n王dee，　which呈s　the里aw負）r　us，　is　noth圭rlg　else　b滋

respect”．　Also　‘the　revolutlon　of　mind’　argued　upon　in　his　theory　o£

religion　can　be　1Rterpre£ed　on　the　same　line．　‘Respect’　is　the　morality

itself　taken　in　its　subjective　aspect．

La　q羅es重io鷺du　hasard

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　par　Mikio　Kobayashl

　　Il　peut　sembler　que　ia　contingence　soit　myst6rieuse．　Pour　connaitre　ia

cief　du　hqsard，　il　importe　de　fixer　un　point　de　vue；　｝e　tenterai　de

consid6rer　ce　probieme　h　travers　ie　monde　des　signes．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2



　　Dans　1’histoire　des　math6matiques，　il　se　trouvent　deux　methodes　fameuses

du　calcul　des　probabilit6s：　la　methode　a　priori　et　la　m6thode　a　posteriori．

Actueiiernent　celle－ld　est　repr6sent6e　par　la　th60rie　des　mesures　de　Kolmog－

oroff　de　1’　U．　R．　S．　S．，　celle－ci　par　la　th60rie　de　la　fr6quence　relative　de

von　Mises　en　Al｝emagne．　Toutes　les　deux　ont　traduit　1’6nlgme　de　ia

contingence　au　moyen　de　la　m6thode　axiomatique，　tandis　que　le　secret

obscur　du　hasardn’est　rest6　qu’au　probleme　de　litt6rature，　de　logique　ou

de　reli．crion　jusqu’au　17e　slecle．

　　L’e：　pression　scientifique　du　hasard　a　6te　exposee，　pour　la　premiere　fois，

dans　les　ouvrages　de　Laplace．　II　exprima　ce　probieme　par　la　m6thode・

axiomatique　au　d6b厩du　lge　siさcle．　On　pourrait　dire　quc　i’cxpress三〇n

symbolique　de　la　contingence　et　sa　justlfication　m6thodique，　suivant　la

maniere　axlomatique，　constituent　la　science　du　hasard　propremen£　dite．

　　Cependant，　ie　d6veloppement　ult6r1eur　de　ces　recherches　a　6t6　achev6

par　les　travaux　de　piusieurs　math6maticiens　de　g6nie．　Alnsi　Rotre　recherche

tourne　autour　de　deuxq　uestions．　Comment　s’est　6tablie　cette　repr6sentation

symboiique　de　la　contingence　au　cours　de　1’histoire？　Comment　peut－on

en　extraire　les　prob］emes　m6taphysiques　？
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