
カ
ン
ト
と
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学

マ
ル
チ
ン
の
カ
ン
ト
理
説
擁
護
と
の
関
連
に
お
い
て
一
…宮

地

正

卓
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カ
ン
ト
の
先
験
的
理
説
が
、
「
鮒
象
に
認
識
が
従
う
」
と
い
う
思
考
法

か
ら
、
「
認
識
に
附
象
が
従
う
」
と
い
5
思
考
法
へ
の
転
換
の
試
み
と
し

て
展
開
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
試
み
が
、
古
来
真
理
の
典
型
と
み
な
さ
れ
て

き
た
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
と
、
そ
れ
を
一
つ
の
原
理
と
し
て
取
り
勝
れ

た
自
然
認
識
の
体
系
ニ
ュ
ー
ト
ン
物
理
学
の
学
的
方
法
を
範
例
と
し
て
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ユ
い

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
叙
述
か
ら
、
明
ら
か

に
読
み
と
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
か
ん
ず
く
、
そ
の
第
二
版
序
文
に
お

い
て
、
カ
ン
ト
自
身
そ
の
意
図
を
明
瞭
に
述
べ
て
い
る
。
い
ま
そ
れ
を
略

述
す
れ
ば
、
つ
ぎ
の
如
く
で
あ
る
。
当
時
混
迷
の
状
態
に
あ
っ
た
形
而
上

学
を
確
圃
た
る
基
盤
の
上
に
再
建
す
る
た
め
に
は
、
す
で
に
古
く
ギ
リ
シ

ア
の
昔
か
ら
学
の
大
道
を
歩
み
つ
づ
け
て
い
る
数
学
－
主
と
し
て
ユ
ー

ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
一
と
、
近
代
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
臨
然
科
学
i

主
と
し
て
ニ
ュ
ー
ト
ン
物
理
学
1
の
学
的
方
法
を
範
例
と
し
て
と
り
、

陳
じ
く
理
性
認
識
で
あ
る
形
蒲
上
学
に
も
適
用
し
て
み
て
は
ど
う
か
、
と

い
う
の
が
カ
ン
ト
の
提
出
し
た
試
案
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
が
こ
の
よ
・
）
な

試
案
を
提
出
し
た
の
は
、
カ
ン
ト
が
幾
何
学
－
主
と
し
て
ユ
ー
ク
リ
ッ

ド
幾
何
学
1
一
を
、
「
対
象
に
認
識
が
従
う
の
で
は
な
く
、
認
識
に
対
象
が

カ
ン
ト
と
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
侮
学

従
う
し
と
い
5
栄
町
方
法
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
学
で
あ
る
、
と
認
識

し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
カ
ン
ト
の
先

験
的
理
説
に
と
っ
て
、
幾
何
学
－
一
主
と
し
て
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
…

一
の
学
的
方
法
と
性
格
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
理
解
が
、
軍
要
な
基
盤
を

な
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
こ
の
よ
う
に
重
大
な
意
味
を
も
つ
ユ
ー

ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
に
対
し
て
、
二
つ
の
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
が
成
立

し
た
と
き
、
以
上
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
幾
何
学
に
対
す
る
理
解
が
、
正
当

な
も
の
と
し
て
維
持
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
多
く
の
新
た
な
論
議
を

呼
び
お
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
い
ま
そ
れ
を
大
別
す
れ
ば
、
非
ユ
ー
ク
リ

ッ
ド
幾
何
学
の
成
立
は
、
カ
ン
ト
の
幾
何
学
に
対
す
る
理
解
か
ら
は
充
分

に
は
説
明
で
き
な
い
か
ら
、
当
然
こ
の
こ
と
は
、
カ
ン
ト
の
先
験
的
理
説

の
基
盤
を
ゆ
る
が
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
批
判
的
見
解
と
、
そ
う
で
は
な

く
、
カ
ン
ト
の
先
験
的
理
説
は
雰
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
成
立
の
可
能
性

を
含
む
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
と
充
分
調
和
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
擁
護
的
立
場
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
私
は
こ
の
小
論
に

お
い
て
、
比
較
的
新
し
い
カ
ン
ト
擁
護
論
と
考
え
ら
れ
る
G
・
マ
ル
チ
ン

四
一
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の
見
解
を
手
が
か
り
に
し
て
、
そ
の
擁
護
が
な
り
立
つ
か
ど
う
か
と
い
う

問
題
を
含
め
て
、
こ
れ
ら
の
論
議
に
関
す
る
一
つ
の
私
見
を
提
出
し
て
み

た
い
と
思
う
。
な
お
、
今
回
は
紙
数
の
制
限
も
あ
る
の
で
、
純
粋
幾
何
学

に
関
す
る
問
題
の
み
に
限
定
し
、
そ
の
客
観
的
妥
当
性
に
関
す
る
好
題
は
、

別
に
論
じ
た
い
と
思
う
Q

綱

　
純
瞥
幾
何
学
の
問
題
に
関
す
る
マ
ル
チ
ン
の
カ
ン
ト
擁
護
は
、
つ
ぎ
の

二
つ
の
論
誕
か
ら
な
っ
て
い
る
。
｛
、
カ
γ
ト
の
先
験
的
理
説
が
非
ユ
ー

ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
成
立
の
可
能
性
、
必
然
性
を
内
含
す
る
も
の
で
あ
る
と

い
う
論
証
。
二
、
カ
ン
ト
は
ユ
ー
ク
ジ
ッ
ド
幾
何
学
を
唯
一
の
幾
何
学
と

し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
に
対
す
る
無
知
の
故
で

は
な
く
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ヂ
幾
何
学
の
み
が
直
観
的
構
成
の
可
能
な
唯
一
の

幾
何
学
で
あ
り
、
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
劉
幾
何
学
は
単
な
る
思
惟
の
産
物
に
す

ぎ
な
い
と
い
う
の
が
カ
ン
ト
の
立
場
で
あ
る
と
い
5
論
証
。
第
一
の
論
謳

を
マ
ル
チ
ン
は
、
現
代
に
お
け
る
数
学
の
哲
学
的
理
解
に
お
い
て
主
流
を

な
す
公
理
主
義
と
カ
ン
ト
の
理
説
と
の
調
和
を
は
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

か
な
り
強
い
藩
儒
を
も
っ
て
遂
行
し
て
い
る
。
第
二
の
論
証
に
よ
る
マ
ル

チ
ン
の
カ
ン
ト
擁
護
は
、
さ
き
の
論
証
に
比
べ
て
や
や
控
え
羅
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
み
に
直
観
的

構
成
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
一
般
に
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学

の
優
位
性
を
主
張
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
マ
ル
チ
ン
自
身
は
、
さ
き
の
論

証
ほ
ど
強
い
断
定
的
結
論
を
下
し
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

マ
ル
チ
ン
は
、
幾
何
学
の
基
本
的
性
格
は
公
理
的
性
格
と
構
成
的
性
格
に

四
二

あ
る
、
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
基
本
的
牲

格
を
正
し
く
洞
察
し
た
の
が
、
「
幾
何
学
的
判
断
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜

合
判
断
で
あ
る
」
と
い
う
カ
ン
ト
の
テ
…
ゼ
で
あ
る
と
理
解
し
、
そ
れ
に

も
と
づ
い
て
、
上
述
の
二
つ
の
論
証
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
第
一
の
論
証
を
概
観
し
て
み
よ
う
。
マ
ル
チ
ン
は
、
二
千
年
も
の

間
ユ
…
ク
ジ
ッ
ギ
の
平
行
の
公
理
（
公
準
）
の
証
明
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て

な
さ
れ
た
多
く
の
数
学
上
の
論
議
を
、
公
理
の
性
格
に
関
す
る
論
議
と
し

て
捉
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
公
理
は
、
証
明
が
発
見
さ
れ
る
ま
で
補
助
的

に
前
提
し
て
お
く
命
題
か
、
証
明
不
可
能
な
純
粋
な
公
理
か
、
と
い
う
論

議
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
論
議
に
関
し
て
、
「
問
題
で
あ

る
の
は
、
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ル
ベ
ル
ト
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
根
本
的
に
解

淡
さ
れ
た
一
つ
の
古
い
問
題
で
あ
る
」
（
ω
’
謡
）
と
述
べ
て
い
る
。
い
う

ま
で
も
な
く
、
ヒ
ル
ベ
ル
ト
は
公
理
主
義
の
最
初
の
提
唱
者
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
し
て
、
な
る
ほ
ど
マ
ル
チ
ン
は
、
ヒ
ル
ベ
ル
ト
に
よ
る
幾
何

学
の
公
理
主
義
釣
体
系
化
を
、
「
限
り
な
く
前
進
し
う
る
研
究
の
一
つ
の

小
さ
な
断
片
」
（
ψ
邸
㊤
）
と
し
て
は
い
る
も
の
の
、
公
理
主
義
を
幾
何
学

に
対
す
る
正
し
い
理
解
と
し
て
認
め
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
ま
た
一
方
、
カ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
「
慢
侮
学
が
公
理
的
性
格
の

も
の
か
、
非
公
理
的
性
格
の
も
の
か
に
つ
い
て
の
こ
の
論
議
に
お
い
て
、

カ
ン
ト
は
断
圃
と
し
て
公
理
的
立
場
を
支
持
す
る
。
…
…
批
判
期
の
著
作

に
お
い
て
は
、
幾
何
学
の
公
理
は
常
に
純
粋
な
公
理
と
し
て
特
徴
づ
け
ら

れ
て
い
る
」
（
o
Q
．
謡
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
マ
ル
チ

ン
が
「
幾
何
学
の
公
理
的
性
格
は
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
は
、
幾
何
学
的
判

断
は
綜
合
判
断
で
あ
る
、
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
」
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（
Q
Q
・
b
。
刈
）
と
述
べ
る
と
き
、
明
ら
か
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
疫
も

の
と
推
察
さ
れ
る
。
の
ち
に
ヒ
ル
ベ
ル
ト
に
よ
っ
て
、
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド

幾
何
学
を
も
併
せ
考
え
た
上
で
、
完
全
に
理
解
さ
れ
た
幾
何
学
の
本
性
、

つ
ま
り
公
理
的
性
格
は
、
す
で
に
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
正
し
く
洞
察
さ
れ
て

い
た
の
だ
、
と
。

　
と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ト
の
理
説
か
ら
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
成
立
を

根
拠
づ
け
る
た
め
に
、
な
ぜ
マ
ル
チ
ン
が
こ
の
よ
う
に
、
公
理
主
義
と
カ

ン
ト
の
理
説
と
の
調
稀
を
は
か
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ

う
な
公
理
主
義
成
立
の
事
理
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。
か
つ
て
ユ
ー
ク

リ
ッ
ド
幾
何
学
は
、
ニ
ュ
；
ト
ン
力
学
成
立
の
数
学
的
原
理
と
し
て
、
現

実
空
聞
に
対
す
る
唯
　
の
真
理
の
体
系
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対

し
て
、
そ
の
基
本
的
な
前
提
－
i
第
五
の
平
行
線
公
準
i
を
異
に
す
る

二
つ
の
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
が
成
立
し
た
と
き
、
ど
の
幾
何
学
が
現

実
空
間
に
対
す
る
真
理
の
体
系
か
と
い
5
こ
と
が
、
あ
ら
た
め
て
問
題
と

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
ヒ
ル
ベ
ル
ト
は
、
幾
何
学
の
本
性
そ

の
も
の
に
対
し
て
全
く
新
し
い
理
解
の
立
場
を
提
唱
し
て
、
三
つ
の
幾
何

学
体
系
の
併
立
を
説
明
し
た
。
つ
ま
り
、
幾
何
学
を
対
象
た
る
空
間
か
ら

絶
縁
し
、
任
意
に
定
立
さ
れ
た
三
種
の
公
理
群
か
ら
、
厳
密
な
論
理
的
分

析
の
規
則
に
従
っ
て
体
系
を
導
出
す
る
純
粋
な
演
繹
体
系
で
あ
る
と
し
た

の
で
あ
る
。
こ
の
公
理
主
義
的
立
場
か
ら
は
、
こ
れ
ら
一
二
つ
の
幾
何
学
体

系
は
全
く
岡
等
の
論
理
的
整
合
性
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
か
ぎ
り
全
く
同

等
の
権
利
を
も
つ
体
系
と
し
て
並
び
立
つ
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ

の
公
理
主
義
の
正
当
性
を
認
め
た
マ
ル
チ
ン
は
、
こ
れ
と
カ
ン
ト
の
理
説

と
を
調
和
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
先
験
的
理
説
か
ら
非
ユ

カ
ン
ト
と
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学

i
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
成
立
の
可
能
性
、
必
然
性
を
論
証
で
き
る
と
考
え
た

よ
う
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
マ
ル
チ
ン
の
具
体
的
叙
述
を
見
て
み
よ

う
。
彼
は
三
角
形
の
内
角
の
和
に
関
す
る
定
理
を
実
例
と
し
て
と
る
。
い

・
）
ま
で
も
な
く
、
こ
の
定
理
は
三
つ
の
幾
何
学
体
系
に
お
い
て
三
つ
の
異

な
る
述
語
を
も
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
彼
は
こ
の
三
通
り
の
述
語
づ
け

を
、
「
幾
何
学
的
思
惟
の
自
発
性
」
「
公
理
的
思
惟
の
自
由
」
に
も
と
つ
く

公
理
措
定
の
自
由
に
よ
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
（
O
Q
■
卜
。
Q
。
h
）
。
彼
は
こ

こ
で
ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
『
幾
何
学
基
礎
論
臨
の
冒
頭
に
あ
る
「
我
々
は
三
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
こ

の
相
異
な
る
物
を
考
え
る
」
と
い
う
君
葉
を
引
用
し
ー
ー
こ
こ
で
三
組
の

網
異
な
る
物
と
は
、
点
、
直
線
、
下
灘
を
意
味
す
る
ー
ー
つ
ぎ
の
よ
5
に

述
べ
る
。
　
「
こ
れ
ら
の
自
由
に
考
え
ら
れ
た
物
に
、
公
理
に
お
い
て
は
自

由
に
措
定
さ
れ
た
特
質
が
つ
け
加
え
ら
れ
る
。
故
に
三
角
形
と
い
5
概
念

に
は
、
『
内
角
の
和
は
二
直
角
に
等
し
い
』
と
い
5
概
念
が
つ
け
加
え
ら

れ
う
る
の
と
同
様
に
、
『
内
角
の
和
は
二
直
角
よ
り
大
き
い
』
『
内
角
の
和

は
二
直
角
よ
り
小
さ
い
』
と
い
う
概
念
も
つ
け
加
え
ら
れ
う
る
の
で
あ

る
」
（
ψ
鱒
ゆ
）
と
。
と
こ
ろ
で
、
マ
ル
チ
ン
は
こ
れ
ら
一
連
の
叙
述
を
、

「
幾
何
学
の
公
理
的
性
格
は
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
は
幾
何
学
的
判
断
は
綜
合

判
断
で
あ
る
、
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
お
い
て
蓑
現
さ
れ
て
い
る
」
（
ω
．
b
。
“
）

と
い
5
煙
幕
で
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
も

述
べ
る
。
　
「
カ
ン
ト
が
…
…
こ
れ
ら
の
判
断
の
主
語
は
他
の
述
語
と
も
結

び
つ
け
ら
れ
う
る
と
い
う
確
信
か
ら
鵬
発
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
我
々
は
公

理
論
の
中
に
、
幾
何
学
的
判
断
の
綜
舎
的
性
格
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
テ

ー
ゼ
の
確
証
を
見
る
の
で
あ
る
」
（
ω
．
卜
⊃
。
。
）
と
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
し

翻
三



124

哲
学
研
究
　
第
五
冨
二
十
号

て
、
マ
ル
チ
ン
が
こ
の
叙
述
に
よ
っ
て
、
　
＝
カ
に
お
い
て
は
幾
何
学
的
判

断
に
お
け
る
綜
合
を
幽
い
表
わ
し
、
他
方
公
理
主
義
に
お
け
る
公
理
措
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
レ

を
同
時
に
購
い
表
わ
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
開
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
、
幾
何
学
的
判
断
を
綜
合
判
断
と
し
た
カ
ン
ト
の

理
説
と
、
輩
つ
の
幾
何
学
の
確
立
を
理
由
づ
け
よ
う
と
す
る
ヒ
ル
ベ
ル
ト

の
試
み
と
を
調
和
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
の
理
説
か
ら
非
ユ
ー
ク

リ
ッ
ド
幾
何
学
成
立
の
可
能
性
、
必
然
性
を
論
直
し
う
る
と
考
え
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
か
く
し
て
マ
ル
チ
ン
は
、
「
カ
ン
ト
的
前
提
の
も
と
で
非

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
単
に
可
能
で
あ
る
の
み
な

ら
ず
、
必
然
的
で
さ
え
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
た
」
（
ω
亀
b
◎
刈
）

十
九
世
紀
以
降
の
カ
ン
ト
学
者
に
岡
乱
し
、
「
こ
の
立
場
の
正
し
さ
に
は

何
の
疑
い
も
あ
り
え
な
い
偏
（
ω
．
卜
⊃
刈
）
と
断
君
す
る
。

　
つ
ぎ
に
第
二
の
荒
聖
を
概
観
し
て
み
よ
う
。
こ
の
論
証
に
お
い
て
マ
ル

チ
ン
は
、
「
数
学
的
認
識
は
概
念
の
構
成
に
よ
る
理
性
的
認
識
で
あ
る
。

一
の
概
念
を
構
成
す
る
と
は
し
か
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
直
観
を
ア
プ
リ

オ
リ
に
描
き
出
す
こ
と
を
言
う
」
（
㌧
r
b
　
、
N
μ
Q
◎
》
　
じ
σ
■
　
↓
湛
ド
）
と
い
う
カ
ン
ト
の

雷
葉
を
基
盤
と
し
て
と
る
。
そ
し
て
、
カ
ン
ト
の
挙
げ
た
つ
ぎ
の
よ
う
な

実
例
に
つ
い
て
論
証
を
す
す
め
る
。
　
「
二
斜
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
図
形

と
い
う
概
念
に
は
何
の
矛
盾
も
存
し
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
二
直
線
と
そ

の
結
合
と
い
う
概
念
は
図
形
の
否
定
を
含
ま
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
不

可
能
性
は
、
概
念
に
も
と
っ
く
の
で
は
な
く
て
、
空
聞
に
お
け
る
概
念
の

構
成
…
…
に
も
と
っ
く
の
で
あ
る
し
（
》
●
N
卜
0
9
φ
込
ひ
①
○
。
）
。
こ
の
カ
ン
ト

の
命
題
は
、
現
代
に
お
い
て
は
、
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
と
り
わ
け
り

ー
マ
ン
幾
何
学
の
成
立
に
も
と
づ
い
て
、
批
判
の
対
象
に
な
り
・
）
る
も
の

四
四

で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
二
直
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
図
形
は
、
瞬
ら
か

に
リ
ー
マ
ン
幾
何
学
に
お
い
て
成
立
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
カ
ン
ト
の
こ
の
命
題
は
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ヂ
幾
何
学
の
み
を
唯
一
の
幾

何
学
と
僑
じ
、
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
を
知
ら
な
か
っ
た
カ
ン
ト
の
理

解
の
狭
さ
を
示
す
も
の
、
と
い
う
批
判
が
確
実
に
な
り
立
ち
う
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
マ
ル
チ
ン
は
そ
の
よ
5
に
は
理
解
し
な
い
。
彼
は
ヵ
ソ
ト

の
こ
の
感
慨
を
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
に
紺
す
る
カ
ン
ト
の
無
知
の
弁

明
と
は
考
え
ず
、
積
極
的
に
カ
ン
ト
の
リ
ー
マ
ン
幾
何
学
に
対
す
る
性
格

づ
け
と
理
解
す
る
。
こ
こ
で
カ
ン
ト
が
「
空
間
」
と
い
う
と
き
、
幾
何
学

的
判
断
に
お
い
て
綜
合
を
可
能
に
す
る
純
粋
直
観
の
空
間
を
意
味
す
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
マ
ル
チ
ン
は
こ
の
カ
ン
ト
の
純
粋
直
観
を
、
「
矛

盾
な
く
考
え
得
る
も
の
と
し
て
の
論
理
的
存
在
の
よ
り
聖
な
る
領
域
を
、

構
成
可
能
な
も
の
と
し
て
の
数
学
的
存
在
の
よ
り
小
な
る
領
域
へ
と
制
限

す
る
契
機
扁
（
ψ
ω
劇
）
と
理
解
し
、
幾
何
学
的
判
断
は
、
こ
の
純
粋
薗
観

に
も
と
つ
く
構
成
的
性
格
の
故
に
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
門
ア
プ
リ
オ
ジ
な

綜
合
判
断
」
と
規
定
さ
れ
た
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
見
地
か
ら
非
ユ

ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
態
度
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
説

明
す
る
。
　
「
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
は
直
線
の
二
角
形
の
数
学
的
存
在
に

は
異
議
を
唱
え
る
。
そ
れ
は
矛
盾
が
な
い
か
ら
、
な
る
ほ
ど
論
理
的
に
は

可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
構
成
可
能
で
は
な
く
、
ま
た
直
観
的
に
与
え
ら

れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
カ
ン
ト
に
お
け
る
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
一

般
の
理
解
も
同
じ
仕
方
で
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
（
ω
9
G
。
ω
）
と
。
そ

の
結
果
、
マ
ル
チ
ン
の
カ
ン
ト
に
対
す
る
理
解
か
ら
は
、
「
非
ユ
ー
ク
リ

ッ
ド
幾
何
学
は
な
る
ほ
ど
論
理
的
に
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
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は
構
成
可
能
で
は
な
い
。
故
に
、
そ
れ
ら
は
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
何
ら
数

学
的
存
在
を
も
た
ず
、
む
し
ろ
単
な
る
思
惟
の
産
物
で
あ
る
」
（
ω
・
し
。
G
。
）

に
す
ぎ
ず
、
「
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
は
、
そ
れ
が
構
成
可
能
だ
と
い
う

こ
と
に
よ
っ
て
き
わ
立
っ
て
お
り
、
車
虚
し
て
い
る
」
（
ω
・
ω
ω
）
と
い
う

結
論
が
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　
カ
ン
ト
の
ア
プ
リ
ナ
ジ
な
綜
合
判
断
の
必
然
性
に
つ
い
て
も
、
マ
ル
チ

ン
は
こ
の
構
成
的
性
格
か
ら
理
解
さ
れ
る
と
す
る
。
　
「
我
々
の
こ
れ
ま
で

の
成
果
に
よ
れ
ば
、
空
間
は
必
然
的
で
あ
る
。
思
惟
必
然
的
で
は
な
い

が
、
直
観
的
構
成
可
能
性
に
も
と
つ
く
数
学
的
存
在
の
特
殊
な
必
然
性
に

お
い
て
必
然
的
で
あ
る
。
正
確
に
言
え
ば
、
こ
の
必
然
性
は
ユ
ー
ク
リ
ッ

ド
的
空
間
に
つ
い
て
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
る
し
（
O
Q
◆
も
。
①
）
。
つ
ま
り
、
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

ル
チ
ソ
に
よ
れ
ば
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
空
間
は
必
ず
そ
の
よ
う
に
思
惟
せ

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
必
然
性
を
も
つ
の
で
は
な
い
が
、
直
観
的
に
構
成
す

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
場
合
に
、
そ
れ
以
外
に
は
構
成
さ
れ
得
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
必

然
性
を
も
つ
、
と
い
う
の
が
カ
ン
ト
の
立
場
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か

く
し
て
、
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
を
も
併
せ
考
え
た
場
合
、
マ
ル
チ
ン

の
理
解
し
た
ヵ
ソ
ト
の
見
解
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
単
な
る
思
惟
、
つ

ま
り
概
念
の
み
の
結
合
に
お
い
て
は
、
三
つ
の
幾
何
学
は
い
ず
れ
も
可
能

で
、
ど
の
幾
何
学
が
必
然
的
だ
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
ど
の
幾
何
学
も
自

由
な
る
概
念
結
合
に
よ
っ
て
公
理
を
措
定
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
体
系

を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
－
一
幾
何
学
の
公
理
的
性
格
…
i
Q
し
か
し
な

が
ら
、
幾
何
学
の
も
う
一
つ
の
基
本
的
性
格
で
あ
る
構
成
的
牲
格
か
ら
見

る
と
き
、
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
空
間
は
決
し
て
直
観
的
に
構
成
さ
れ
る
こ

と
は
で
き
ず
、
た
だ
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
空
間
の
み
が
必
然
的
な
も
の
と
し

励
ン
ト
と
非
ユ
…
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学

て
構
成
さ
れ
う
る
。
構
成
的
詩
格
を
も
た
な
い
よ
う
な
幾
何
学
は
単
な
る

思
惟
の
産
物
に
す
ぎ
ず
、
故
に
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
み
が
真
の
意

味
で
唯
｛
の
幾
何
学
で
あ
る
、
と
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
マ
ル
チ
ン
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
た
カ
ン
ト
ρ

見
解
が
、
そ
の
ま
ま
マ
ル
チ
ン
自
身
の
見
解
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
さ
き

に
第
二
の
論
証
に
お
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
が
ら
し
て
、
そ
れ
ほ
ど
断
定
的

に
は
結
論
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
ユ
！
ク
リ
ッ
ギ
的
空
間
の
み
が
漉
観
的

構
成
の
可
能
性
を
も
つ
、
と
述
べ
た
さ
き
の
叙
述
が
、
「
我
々
の
こ
れ
窪

で
の
成
果
に
よ
れ
ば
…
…
』
と
い
う
言
葉
で
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
ソ

て
、
こ
の
叙
述
と
全
く
同
様
の
叙
述
が
ナ
ト
ル
プ
に
あ
り
、
そ
の
ナ
ト
ル

プ
を
マ
ル
チ
ン
が
カ
ン
ト
擁
護
に
お
け
る
同
調
者
と
し
て
扱
っ
て
い
る

（ω

D
鷲
）
こ
と
な
ど
か
ら
し
て
、
マ
ル
チ
ン
が
以
上
の
よ
う
に
カ
ン
ト
を

理
解
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
自
ら
も
大
体
同
じ
見
解
を
と
っ
て
い
る
も
の

と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

二

　
以
下
に
お
い
て
な
さ
れ
る
批
判
的
考
察
を
、
私
は
ま
ず
マ
ル
チ
ン
の
さ

き
の
よ
う
な
カ
ン
ト
擁
護
の
正
当
性
を
問
う
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
こ
の

点
で
ま
ず
注
顕
さ
れ
る
の
は
、
カ
ン
ト
解
釈
上
の
［
つ
の
重
要
な
聞
題
点

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
さ
き
に
述
べ
た
第
一
の
論
証
に
お
け
る
「
綜
合
」
の

概
念
の
意
味
内
容
が
カ
ン
ト
解
釈
の
見
地
か
ら
し
て
是
認
さ
れ
る
か
ど
う

か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
マ
ル
チ
ン
の
二
つ

の
論
証
は
と
も
に
、
「
幾
何
学
の
判
断
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
判
断
で
あ

る
」
と
い
う
カ
ン
ト
の
根
本
的
テ
…
ぜ
に
お
い
て
意
味
さ
れ
る
本
質
的
な

四
五
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も
の
の
両
側
顧
を
展
開
し
た
も
の
、
と
し
て
誘
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

「
幾
何
学
の
公
理
的
性
格
』
と
い
・
）
表
題
の
も
と
に
ま
と
め
ら
れ
た
籠
二

の
論
証
に
お
い
て
は
、
こ
の
カ
ン
ト
の
「
綜
合
㎏
の
概
念
が
、
「
思
惟
の
み

に
よ
る
自
由
な
る
概
念
結
合
」
と
い
っ
た
意
味
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
マ
ル
チ
ン
が
三
つ
の
幾
何
学
に
お
け
る
三
角
形

の
内
角
の
和
に
関
す
る
命
題
に
つ
い
て
述
べ
る
に
あ
た
っ
て
、
　
一
つ
の
主

語
に
対
す
る
三
通
り
の
述
諮
づ
け
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
、
こ
れ
を
「
公

理
措
定
の
宙
由
」
と
か
「
公
理
的
思
惟
の
感
由
扁
と
呼
び
、
さ
ら
に
こ
れ

を
カ
ン
ト
の
言
う
「
綜
合
」
の
一
側
面
と
解
釈
す
る
と
き
、
明
ら
か
に
「
綜

合
』
の
概
念
が
、
た
だ
思
惟
の
自
由
な
る
働
ら
き
の
み
に
よ
る
主
語
と
述

語
の
概
念
結
合
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

何
と
な
れ
ば
、
こ
の
第
　
の
論
証
は
、
単
に
論
理
的
に
可
能
な
領
域
に
お

け
る
思
惟
の
慮
由
な
公
理
措
定
に
関
し
て
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
領
域
を

制
限
す
べ
き
直
観
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
と
す
れ
ば
こ
こ
に
～
つ
の
問
題
が
生
じ
る
Q
と
い
う
の
は
、
カ
ン
ト
の

ア
プ
ジ
オ
リ
な
綜
合
覇
断
に
お
け
る
「
綜
合
」
の
概
念
を
こ
の
よ
う
な
意

味
に
用
い
る
こ
と
が
、
カ
ン
ト
解
釈
の
見
地
か
ら
是
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
・
）

か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
マ
ル
チ
ン
に
反
論
し
て
言

い
う
る
こ
と
は
つ
ぎ
の
こ
と
で
あ
る
。
綜
合
判
断
に
お
い
て
主
語
概
念
に

含
ま
れ
な
い
も
の
を
述
語
と
し
て
つ
け
加
え
る
と
き
、
そ
の
媒
介
を
な
す

第
三
者
と
し
て
、
つ
ね
に
直
観
ー
ア
プ
リ
オ
リ
も
し
く
は
経
験
的
一

を
不
可
欠
の
条
件
と
し
た
の
が
カ
ン
ト
の
根
本
的
立
場
で
あ
り
、
ま
た
誰

し
も
異
論
な
く
認
め
る
と
こ
ろ
の
カ
ン
ト
解
釈
の
立
場
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
直
観
の
媒
介
な
し
に
、
主
語
と
述
語
を
思
惟
の
み
に
よ
っ
て
結
び
つ

贋
六

け
る
こ
と
を
、
カ
ン
ト
の
綜
舎
判
断
の
一
側
面
と
解
す
る
こ
と
は
、
不
当

な
カ
ン
ト
解
釈
で
は
な
か
ろ
う
か
…
…
と
。
マ
ル
チ
ン
は
第
一
の
論
証
に

お
い
て
カ
ン
ト
の
立
場
を
公
理
的
立
場
と
し
て
重
視
し
て
い
る
が
、
カ
ン

ト
に
と
っ
て
は
数
学
体
系
の
最
根
本
の
前
撰
た
る
公
理
か
ら
し
て
、
単
な

る
思
推
に
よ
る
概
念
結
合
で
は
な
く
、
純
粋
直
観
に
も
と
つ
く
ア
プ
リ
オ

リ
な
綜
舎
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
　
「
数
学
は
概
念
の
構
成
に
よ

り
対
象
を
直
観
し
て
、
対
象
の
述
語
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
結
び
つ
け
う
る
故

に
公
理
を
有
し
う
る
の
で
あ
る
」
（
》
刈
G
。
や
じ
d
・
刈
①
O
）
と
い
う
カ
ン
ト
自

身
の
叙
述
が
虜
自
に
こ
れ
を
示
し
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
カ
ン
ト
自
身
、
薩

観
の
媒
介
な
き
、
思
惟
の
み
に
よ
る
概
念
結
合
を
「
綜
合
」
と
呼
ん
で
い

る
場
合
が
あ
る
。
　
門
…
…
概
念
の
み
に
よ
る
先
験
的
綜
合
は
た
し
か
に
存

在
す
る
L
（
》
・
　
刈
｝
㊤
贈
　
じ
σ
．
　
刈
直
圃
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
綜
合
は
、

カ
ン
ト
に
よ
っ
て
直
観
の
構
成
に
も
と
つ
く
数
学
的
綜
合
と
は
厳
然
と
区

別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
叙
述
を
含
む
先
験
的
方
法
論
習
頭
の
論

述
（
第
～
三
蹟
一
節
）
の
大
部
分
が
、
こ
の
区
別
に
関
し
て
展
開
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
5
に
見
て
く
る
と
、
「
幾
何
学
の
覇
断
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
合

判
断
で
あ
る
」
と
い
う
カ
ン
ト
の
根
本
テ
ー
ゼ
に
お
け
る
「
綜
合
」
を
、

ど
の
よ
う
な
見
地
か
ら
で
あ
っ
て
も
「
思
惟
の
み
に
よ
る
概
念
結
合
」
と

解
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
カ
ン
ト
の
ア
プ
リ
オ
リ

な
判
断
に
は
、
「
あ
る
こ
と
が
ら
が
そ
れ
以
外
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を

教
え
る
」
と
こ
ろ
の
絶
対
の
必
然
性
が
そ
の
本
質
的
性
格
を
な
し
て
い
る

こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
判
断
が
、
マ
ル
チ

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

ソ
の
言
う
よ
う
な
畠
・
田
な
概
念
結
合
と
い
う
意
味
を
含
む
と
い
う
こ
と
は
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何
と
し
て
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
ひ
る
が
え
っ
て
、
”
、
ル
チ
ン
が
カ
γ
ト
の
「
綜
合
」
を
こ
の
意

味
に
解
し
た
と
き
、
ど
の
よ
う
な
意
図
を
も
っ
て
い
た
か
は
す
で
に
述
べ

た
と
お
り
で
あ
る
Q
す
な
わ
ち
彼
は
、
思
惟
に
よ
る
自
由
な
る
概
念
結
合

を
カ
ン
ト
の
「
綜
合
」
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
の
ア
プ
リ
オ

リ
な
綜
合
判
断
と
公
理
主
義
的
立
場
に
お
け
る
任
意
な
る
公
理
措
定
i

ユ
ー
ク
リ
ッ
ヂ
的
に
で
も
、
ロ
バ
チ
ェ
フ
ス
キ
…
的
に
で
も
、
り
ー
マ
ソ

的
に
で
も
な
り
う
る
一
と
の
間
に
本
質
的
連
関
が
あ
る
も
の
と
し
、
そ

れ
で
も
っ
て
カ
ン
ト
の
理
讃
が
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
を
も
基
礎
づ
け

う
る
も
の
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
今
し
が
た
見

て
き
た
よ
う
に
、
少
く
と
も
数
学
を
問
題
と
す
る
か
ぎ
り
、
ア
プ
リ
オ
リ

な
綜
合
判
断
に
お
け
る
「
綜
合
し
は
、
思
惟
に
よ
る
自
由
な
る
概
念
結
合

と
い
う
側
面
を
全
く
も
た
ず
、
徹
頭
徹
尾
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
純
粋
直
観
に

も
と
つ
く
必
然
的
な
結
合
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
カ
ン
ト
が
実
際
に
お

い
て
例
示
し
た
幾
何
学
の
命
題
が
す
べ
て
ユ
ー
ク
ジ
ッ
ド
の
命
題
で
あ
る

こ
と
を
こ
こ
に
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
純
粋
直
観
の

空
闘
は
す
べ
て
ユ
ー
ク
リ
ッ
ヂ
的
で
あ
っ
て
、
「
そ
れ
以
外
で
は
あ
り
え

な
い
」
も
の
で
あ
っ
た
と
断
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
し
て
、
カ
ン
ト
擁
護
の
た
め
に
マ
ル
チ
ン
に
よ
っ
て

な
さ
れ
た
第
一
の
論
証
、
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
の
理
説
が
非
ユ
ー
ク
ヲ
ッ
ド

幾
何
学
成
立
の
可
能
性
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
論
証
は
、
誤

っ
た
カ
ン
ト
解
釈
の
上
に
立
つ
論
証
で
あ
り
、
そ
の
故
に
不
成
功
に
終
っ

た
と
結
論
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
さ
て
、
マ
ル
チ
ン
の
第
二
の
論
証
に
つ
い
て
吟
味
し
よ
う
と
す
る
と
、

カ
ン
ト
と
葬
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学

さ
き
の
場
合
と
は
異
な
り
、
単
に
カ
ン
ト
解
釈
の
見
地
か
ら
の
考
察
の
み

で
は
不
充
分
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
「
幾
何
学
の
構
成
的
性
格
」
と

い
う
表
題
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
こ
の
論
証
は
、
そ
の
薩
観
的
構
成
の

可
能
性
の
故
に
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
み
が
真
に
数
学
的
存
在
と
し
て

の
唯
一
の
幾
何
学
で
あ
り
、
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
は
単
な
る
思
惟
の

産
物
に
す
ぎ
な
い
、
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ユ
；
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の

み
を
幾
何
学
と
し
て
取
扱
っ
た
カ
ン
ト
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
　
コ
カ
、
カ
ン
ト
自
身
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
総
じ
て
数
学
的

認
識
を
概
念
の
直
観
的
構
成
に
も
と
つ
く
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
判
断
と
す

る
こ
と
、
そ
し
て
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
み
を
幾
何
学
と
す
る
こ
と
、

こ
の
両
者
は
そ
の
ま
ま
カ
ン
ト
自
身
の
立
場
と
し
て
問
題
な
く
是
認
さ
れ

る
の
だ
か
ら
、
こ
の
第
二
の
論
証
に
お
い
て
は
、
さ
し
あ
た
リ
カ
ン
ト
解

釈
上
の
問
題
は
生
じ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
マ
ル
チ
ン
の

こ
の
第
二
の
論
証
の
吟
味
は
、
そ
の
ま
ま
直
ち
に
カ
ン
ト
自
身
に
対
す
る

吟
味
に
も
つ
な
が
り
を
も
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、

さ
し
あ
た
リ
マ
ル
チ
ン
の
カ
ン
ト
擁
護
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
吟
味
の
焦

点
が
定
ま
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
「
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
み
が
構
成
的

性
格
を
も
ち
、
そ
の
点
で
他
の
二
つ
の
幾
何
学
に
比
し
て
す
ぐ
れ
て
い
る
、

と
い
う
主
張
は
果
し
て
是
認
さ
れ
る
か
」
と
い
う
問
い
に
ま
と
め
ら
れ
よ

㌻
）
o

　
と
こ
ろ
で
、
幾
何
学
の
構
成
的
性
格
に
関
し
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
場

合
、
前
職
的
に
問
題
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
構
成
的
性
格
の
意

義
づ
け
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
「
概
念
に
対

応
す
る
直
観
を
ア
プ
リ
ナ
リ
に
描
き
出
す
」
と
こ
ろ
の
穂
成
は
、
幾
何
学

四
七
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的
認
識
成
立
の
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
、
本
質
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
現
代
一
般
に
普
及
し
て
い
る
理
解
に
し
た
が
え
ば
、
構
成
的
性
格

は
幾
何
学
に
と
っ
て
は
決
し
て
本
質
的
な
も
の
で
は
な
く
、
第
二
次
的
意

義
し
か
も
た
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
理
解
に
し
た
が
え
ば
、

幾
何
学
は
本
質
的
に
は
も
は
や
空
間
の
学
で
は
な
く
、
公
理
と
定
理
の
含

意
の
関
係
の
み
を
取
扱
う
内
容
空
虚
な
形
式
的
学
で
あ
り
、
そ
の
必
然
性

は
、
も
は
や
紺
象
妥
当
の
必
然
性
で
は
な
く
、
公
理
か
ら
定
理
を
導
餓
す

る
場
合
の
演
繹
的
分
析
の
論
理
的
必
然
性
に
す
ぎ
な
い
、
と
さ
れ
る
。
も

し
幾
何
学
が
こ
の
よ
う
な
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
薩
観
の
介
入
す
る

余
地
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
構
成
的
性
格
も
本
来
的
に
は
あ
り
え
な
い
こ

と
に
な
る
。
現
代
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
見
解
が
か
な
り
優
勢
で
あ
る

こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
依
然
と
し
て
こ
れ
に
対
立
す
る
見
解

も
あ
り
、
統
一
的
な
理
解
に
は
到
達
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
幾
何
学
の
本
質
的
性
格
に
関
す
る
根
本
的
な
面
倒
は
、

と
う
て
い
こ
の
小
論
の
扱
い
う
る
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
扱
う
必
要
も

な
い
と
思
う
。
と
い
う
の
は
、
幾
何
学
を
形
式
論
理
と
同
等
の
演
繹
的
分

析
の
体
系
と
見
る
立
場
に
お
い
て
も
、
公
理
系
に
お
け
る
未
定
義
的
概
念

に
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
与
え
て
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
を
す
る
こ
と
の
可
能
性

が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
蔵
観
的
解
釈
を
与
え
ら
れ
た
直
観
的
幾
何

学
の
成
立
可
能
盤
も
内
含
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
意
味
に
お

け
る
構
成
的
性
格
と
し
て
雇
下
の
考
察
を
進
め
て
も
よ
い
わ
け
で
あ
る
。

結
局
、
カ
ン
ト
の
よ
う
に
構
成
的
性
格
を
幾
何
学
の
本
質
的
性
格
と
す
る

か
、
現
代
の
多
く
の
見
解
の
よ
う
に
い
わ
ば
副
次
的
な
性
格
と
す
る
か
は
、

今
の
と
こ
ろ
問
題
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学

四
八

の
み
が
構
成
的
性
格
を
も
つ
、
と
す
る
見
解
が
帯
電
か
ど
う
か
、
と
い
う

点
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
こ
の
構
成
的
性
格
の
意
義
づ
け
は

さ
て
お
ぎ
、
構
成
的
性
格
と
い
う
観
点
か
ら
見
ら
れ
た
場
合
の
幾
何
学
的

認
識
の
構
造
を
、
少
し
く
立
ち
入
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
た
だ
し
こ
の
場

合
、
考
察
の
範
囲
を
最
初
か
ら
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
み
に
限
定
す
る

こ
と
は
、
い
5
ま
で
も
な
く
不
当
で
あ
る
。
そ
こ
で
三
つ
の
幾
何
学
を
公

平
に
論
ず
る
た
め
に
、
三
角
形
の
内
角
の
和
に
関
す
る
周
知
の
命
題
に
つ

い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
第
一
に
注
記
す
べ
き
点
は
つ

ぎ
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
三
角
形
の
内
角
の
和
は
二
直
角
に

等
し
い
」
「
三
角
形
の
内
角
の
和
は
二
男
角
よ
り
大
で
あ
る
」
「
三
角
形
の

内
角
の
和
は
二
直
角
よ
り
小
で
あ
る
」
と
い
う
相
異
な
る
望
っ
の
命
題
が
、

そ
れ
ぞ
れ
必
然
的
な
命
題
と
し
て
導
き
臨
さ
れ
る
根
拠
は
何
か
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
、
そ
れ
は
霊
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
幾
何
学

体
系
に
お
け
る
第
五
の
平
行
線
公
理
の
相
違
に
由
来
し
て
い
る
。
そ
れ
で

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
幾
何
学
に
お
い
て
さ
き
の
三
つ
の
命
題
が
必
然
的
な
も

の
と
し
て
判
断
さ
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
手
続
き
が
な
さ
れ
て

い
る
の
か
。
こ
の
こ
と
を
事
実
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
こ
こ
に
紙
の
上

に
描
か
れ
た
一
つ
の
童
角
形
が
あ
る
と
す
る
一
こ
の
感
覚
的
三
角
形
が

そ
の
ま
ま
幾
何
学
的
判
断
の
対
象
で
あ
り
え
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
何
と
な
れ
ば
、
そ
の
三
角
形
の
構
成
要
素
を
な
し
て
い
る
直
線
が
、

幾
何
学
に
お
け
る
「
直
線
』
の
性
質
を
完
全
に
具
え
て
い
る
も
の
で
な
い

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
か
ら
一
。
そ
の
三
角
形
に
つ
い
て
数
学
者
が

判
断
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
前
提
に
立
つ
人
は
、
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そ
の
三
角
形
を
構
成
す
る
直
線
が
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
直
線
を
も
つ
も
の
と

し
て
理
念
的
に
理
解
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
い
う
盧
線
の
性
格
と
は
、

基
本
的
に
は
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
な
平
行
線
を
構
成
す
る
直
線
の
性
格
を

意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
性
格
を
も
つ
直
線
で
構
成
さ
れ
た
平
行
線
が

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
平
行
線
公
理
を
満
足
さ
せ
る
よ
う
な
器
量
の
性
格
を
意

味
す
る
。
そ
し
て
、
総
じ
て
平
行
線
の
公
理
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
幾
何
学
に

お
い
て
理
念
的
に
構
成
さ
れ
る
空
闘
図
形
を
構
成
す
る
直
線
の
性
格
を
規

定
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
り
厳
密
に
書
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
相
異
な

る
直
線
の
性
格
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
糊
異
な
る
平
面
を
決
定
し
、
こ
れ
が

そ
れ
ぞ
れ
の
平
面
の
上
に
描
か
れ
る
図
形
の
相
違
を
決
定
す
る
と
考
え
ら

れ
る
。
さ
て
、
こ
の
数
学
者
が
漫
前
に
あ
る
不
完
全
な
感
覚
的
三
角
形
を
、

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
が
平
行
線
公
理
（
公
準
）
に
よ
っ
て
規
定
し
た
性
格
の
直

線
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
理
念
的
な
三
角
形
の
表
現
と
し
て
理
解
す
る
か

ぎ
り
、
そ
の
三
角
形
の
内
角
の
和
は
必
然
的
に
二
直
角
に
等
し
く
、
そ
れ

以
外
で
あ
り
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
、
鼠
前
に
描
か

れ
た
三
角
形
を
、
り
！
マ
ン
幾
何
学
の
平
行
線
公
理
を
満
足
す
べ
き
直
線
、

つ
ま
り
、
リ
ー
マ
ン
幾
何
学
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
平
行
線
の
性
質
を
満

足
す
べ
き
直
線
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
も
の
と
理
念
的
に
理
解
す
る
か
ぎ
り
、

そ
の
三
角
形
の
内
角
の
和
は
必
然
的
に
二
直
角
よ
り
大
で
、
そ
れ
以
外
で

は
あ
り
え
ず
、
か
の
り
…
マ
ソ
的
定
理
が
必
然
的
な
も
の
と
し
て
そ
こ
に

成
立
す
る
で
あ
ろ
5
。
ロ
バ
チ
甲
　
フ
ス
キ
ー
幾
何
学
に
お
い
て
も
同
様
で
、

そ
こ
に
描
か
れ
た
三
角
形
を
ロ
バ
チ
ェ
フ
ス
キ
ー
的
直
線
に
よ
っ
て
描
か

れ
た
も
の
と
理
念
的
に
理
解
す
る
か
ぎ
り
、
「
ヨ
角
形
の
内
角
の
和
は
二

痩
角
よ
り
小
さ
い
」
と
い
う
命
題
が
必
然
的
な
も
の
と
し
て
成
立
し
、
そ

カ
ン
ト
と
非
ユ
：
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学

れ
以
外
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
し
て
原
理
的
に
明
ら
か
な
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
幾

何
学
に
お
い
て
要
請
あ
る
い
は
原
理
と
し
て
示
さ
れ
た
第
五
の
公
理
（
公

準
）
の
も
つ
、
つ
ぎ
の
よ
5
な
性
格
、
役
割
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は

そ
れ
ぞ
れ
の
幾
何
学
に
お
い
て
作
図
を
す
る
場
合
、
そ
の
平
行
線
公
理
に

よ
っ
て
示
さ
れ
る
よ
う
な
性
質
の
直
線
で
描
く
べ
き
こ
と
を
原
理
的
に
命

ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
規
則
を
言
い
表
わ
し
た
の
が
、

こ
の
第
五
の
平
行
線
公
理
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
定
理

に
と
っ
て
も
っ
と
も
肝
心
な
量
的
規
定
、
例
え
ば
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
に
お
け

る
コ
一
直
角
に
等
し
い
」
と
い
・
）
量
的
規
定
は
、
実
際
に
は
、
こ
の
要
請

の
示
す
直
線
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
対
象
一
三
角
形
…
－
に
対
し
て
、
同

じ
性
質
の
曲
線
で
も
っ
て
補
助
線
等
を
描
き
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

の
対
象
か
ら
見
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
事
実
の
凝
視
に
も
と
づ
い
て
、
ひ
る
が
え
っ
て
幾
何
学
の

公
理
と
定
理
と
の
関
係
を
考
え
て
み
よ
う
。
論
理
的
判
断
に
お
け
る
必
然

性
が
、
箭
提
に
予
め
含
ま
れ
て
い
る
も
の
を
ひ
き
出
す
分
析
的
必
然
性
と

同
値
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
構
成
的
性
格
を
も
つ
も
の
と
し
て
見
る
か

ぎ
り
、
幾
何
学
酌
判
断
の
も
つ
必
然
性
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
こ

と
を
い
ま
見
て
き
た
Q
と
こ
ろ
で
、
予
め
前
堤
に
含
ま
れ
て
い
な
い
も
の

を
つ
け
加
え
て
成
立
す
る
判
断
を
カ
ン
ト
は
「
綜
含
判
断
」
と
名
付
け
、

ま
た
一
般
に
こ
の
よ
5
な
規
定
は
異
論
な
き
も
の
と
し
て
是
認
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
概
念
規
建
を
踏
襲
す
る
な
ら

ば
、
構
成
的
性
格
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
場
合
、
定
理
は
明
ら
か
に
「
綜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　

含
判
断
」
と
欝
え
る
で
あ
ろ
う
。

山
九
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こ
の
結
論
を
上
来
の
考
察
に
も
と
づ
い
て
さ
ら
に
積
極
的
に
述
べ
て
み

れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
公
理
は
そ
れ
か
ら
の
分
析
的
演

輝
に
よ
っ
て
薩
ち
に
定
理
を
導
管
し
う
る
よ
う
な
論
理
的
性
格
の
も
の
で

は
な
く
、
そ
の
規
定
に
従
っ
て
対
象
た
る
幾
何
学
的
図
形
を
理
念
的
に
作

図
す
る
た
め
の
規
劉
を
含
む
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
定
理
は
こ
の
よ
う

な
規
定
に
従
っ
て
作
図
さ
れ
た
対
象
か
ら
、
今
求
め
ら
れ
て
い
る
量
的
規

定
を
端
的
に
見
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
つ
ま
り
、
「
三
角
形
の

内
角
の
和
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な
冤
と
り
に
も
と
づ

い
て
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
で
は
「
二
直
角
に
等
し
い
」
と
い
う
量
的

規
定
が
必
然
的
な
述
語
と
し
て
付
加
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、

「
三
角
形
の
内
角
の
和
は
二
連
覇
に
等
し
い
」
と
い
う
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の

定
理
は
、
明
ら
か
に
綜
合
判
断
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
リ
ー

マ
ン
幾
何
学
に
お
い
て
は
第
五
公
準
（
公
理
）
の
相
違
－
一
具
体
的
に
は

薩
線
の
性
質
規
定
の
相
違
－
1
か
ら
し
て
、
必
然
的
に
対
象
た
る
三
角
形

の
相
違
を
招
来
し
、
そ
の
た
め
、
そ
こ
か
ら
「
二
鷹
角
よ
り
大
き
い
」
と

い
う
異
っ
た
言
納
規
定
が
見
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
、
「
三

角
形
」
と
い
う
主
辞
に
、
こ
の
肖
角
の
和
の
量
的
規
定
を
付
加
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
門
三
角
形
の
内
角
の
和
は
二
面
角
よ
り
大
き
い
」
と
い
う
命

題
が
必
然
的
な
判
断
と
し
て
是
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ロ
バ
チ
ェ
フ
ス
キ
ー
の
幾
何
学
に
お
い
て
も
ま
た
同
じ
理
・
田
で
、
「
王
角

形
の
内
角
の
和
は
二
直
角
よ
り
小
さ
い
し
と
い
・
）
命
題
が
、
綜
合
判
断
と

し
て
成
立
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

三

五
〇

　
さ
て
、
以
上
の
考
察
に
も
と
づ
い
て
カ
ン
ト
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
よ
う
。

カ
ン
ト
は
幾
何
学
的
判
断
を
必
然
的
な
綜
合
判
断
で
あ
る
と
規
定
し
た
が
、

こ
の
こ
と
は
、
幾
何
学
を
そ
の
構
成
的
性
格
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
て

い
る
跨
下
の
と
こ
ろ
で
は
、
正
当
な
も
の
と
し
て
是
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
小
論
の
主
題
で
あ
る
、
カ
ン
ト
の
理
説
と
非
ユ
ー

ク
ジ
ッ
ド
幾
何
学
の
関
係
を
吟
味
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ

て
、
カ
ン
ト
の
数
学
に
対
す
る
根
本
的
規
定
に
眼
を
向
け
る
必
要
が
あ
ろ

5
。
カ
ン
ト
が
数
学
的
判
断
を
綜
合
判
断
と
い
う
と
き
、
そ
の
綜
合
を
爆

撃
に
す
る
も
の
と
し
て
「
純
粋
直
観
」
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
こ

と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
カ
ン
ト
の
純
粋
直
観
の
吟
味
こ
そ
、
カ

ン
ト
の
数
学
に
対
す
る
理
解
の
根
本
的
規
定
の
吟
味
に
な
る
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
純
粋
直
観
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
規
定
を
見
て
み
よ

う
。
　
「
数
学
的
認
識
は
概
念
の
構
成
に
よ
る
理
性
的
認
識
で
あ
る
。
　
一
の

概
念
を
構
成
す
る
と
は
、
し
か
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
薩
観
を
ア
プ
リ
オ

ジ
に
描
き
出
す
こ
と
を
囲
う
」
（
》
・
　
相
μ
Q
◎
猟
W
■
　
刈
仁
目
）
。
つ
ま
り
、
ヵ
ソ
ト
の

雷
う
純
粋
直
観
と
は
、
「
概
念
に
対
応
す
る
直
観
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
描
き

出
す
』
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
お
い
て
直
観
的
に

描
き
出
さ
る
べ
き
概
念
を
、
カ
ン
ト
は
ど
の
よ
5
に
考
え
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。
カ
ン
ト
は
言
う
。
　
「
私
は
三
角
形
を
構
成
す
る
の
に
、
こ
の
概
念

に
対
応
す
る
対
象
を
、
単
な
る
構
想
に
よ
っ
て
純
粋
直
観
に
お
い
て
…
…

全
く
ア
プ
リ
オ
リ
に
描
き
出
す
」
（
》
「
乱
丁
。
。
”
じ
σ
．
課
目
）
と
。
と
す
れ
ば
、

こ
こ
で
カ
ン
ト
が
純
粋
直
観
に
お
い
て
描
き
出
さ
る
べ
き
概
念
を
、
「
三

角
形
」
と
い
う
概
念
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
に
お

い
て
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
重
大
な
難
点
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
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は
、
少
く
と
も
幾
何
学
的
判
断
の
対
象
と
し
て
の
三
角
形
に
関
す
る
か
ぎ

り
、
単
な
る
コ
曇
篤
形
」
と
い
5
概
念
の
み
か
ら
直
観
的
構
成
が
可
能
に

な
る
の
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
単
な
る
「
三
角
形
」
と
い
う
概
念
の

中
に
は
、
そ
の
三
角
形
を
ど
の
よ
う
な
性
質
の
直
線
で
構
成
す
べ
き
か
、

と
い
う
規
定
が
何
ら
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
か
ぎ
り
、
三
つ
の
幾
何
学

の
直
線
規
定
の
う
ち
ど
の
規
定
の
直
線
で
も
っ
て
そ
の
三
角
形
を
構
成
す

べ
き
か
が
、
全
く
不
明
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
単
な
る
「
三

角
形
」
と
い
う
概
念
の
み
か
ら
は
、
幾
何
学
的
判
断
の
対
象
と
し
て
の
三

角
形
は
構
成
さ
れ
得
な
い
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
さ
き
の
考
察
を
思
い
お
こ
し
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
明
ら

か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
幾
何
学
的
判
断
の
対
象
と
し
て
の
三
角
形
を
、
そ

れ
ぞ
れ
の
特
質
あ
る
も
の
と
し
て
構
成
す
る
原
理
は
、
主
と
し
て
そ
れ
ぞ

れ
の
体
系
の
第
五
公
準
（
公
理
）
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
無
線
規
定

で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
規
定
の
直
線
で
三
角
形
を
構
成
す
べ
き
か
と
い
う

こ
と
が
前
提
的
に
確
立
し
て
い
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
「
三
角
形
」
と
い
う

概
念
に
も
と
つ
く
直
観
釣
構
成
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

見
て
く
る
と
、
幾
何
学
的
判
断
を
可
能
に
す
る
直
観
を
「
概
念
に
対
応
す

る
直
観
」
と
規
定
す
る
と
き
、
そ
の
概
念
を
カ
ン
ト
の
よ
う
に
例
え
ば

「
三
角
形
」
と
い
う
よ
う
な
図
形
の
概
念
と
す
べ
き
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ

の
図
形
の
特
質
を
決
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
体
系
の
直
線
規
定
と
す
べ
き
で

あ
る
、
と
断
書
で
き
よ
う
。
カ
ン
ト
の
眼
が
こ
こ
ま
で
行
き
と
ど
か
な
か

っ
た
の
は
、
、
何
よ
り
も
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
、
無
線
と
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド

的
直
線
以
外
で
は
な
い
、
と
い
う
無
意
識
的
前
提
が
と
ら
れ
て
い
た
か
ら

に
他
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
と
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学

　
と
こ
ろ
で
、
幾
何
学
的
直
観
に
お
い
て
描
き
出
さ
る
べ
き
概
念
を
、
こ

の
よ
う
に
よ
り
根
本
的
に
正
し
く
規
定
し
た
と
き
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何

学
の
み
を
直
観
的
横
…
成
の
可
能
な
唯
一
の
幾
何
学
だ
と
す
る
見
解
…
は
維
持

さ
れ
な
く
な
っ
て
く
る
。
何
と
な
れ
ば
、
三
つ
の
幾
何
学
は
そ
れ
ぞ
れ
独

自
の
直
線
規
定
を
も
ち
、
そ
れ
ら
に
も
と
つ
く
直
線
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ

独
自
の
理
念
的
空
間
図
形
を
構
成
す
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
ユ

ー
ク
リ
ッ
ド
的
直
線
規
定
を
構
成
の
原
理
と
し
て
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
三
角

形
が
構
成
さ
れ
得
る
の
と
全
く
同
様
に
、
り
ー
マ
ソ
的
直
線
規
定
に
も
と

づ
い
て
り
ー
マ
ソ
的
三
角
形
が
、
ロ
パ
チ
ェ
フ
ス
キ
ー
的
直
線
規
定
に
も

と
づ
い
て
ロ
バ
チ
ェ
フ
ス
キ
ー
的
三
密
一
撃
が
構
成
さ
れ
得
る
こ
と
は
明
ら

か
な
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
事
実
幾
何
学
に
お
い
て
実
際
に
行
な
わ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
三
通
り
の
性
格
を

も
つ
理
念
的
空
間
図
形
の
構
成
に
も
と
づ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
網
異
な
る
幾

何
学
的
判
断
の
体
系
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
も
、
疑
い
を
容
れ
な
い
事
実

だ
と
い
え
よ
う
。

　
こ
こ
に
い
た
っ
て
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
も
マ
ル
チ
ン
の
カ
ン
ト
擁
護
に

と
っ
て
も
根
本
的
な
難
点
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
以

上
の
吟
味
か
ら
ひ
る
が
え
っ
て
カ
ン
ト
の
理
説
を
見
て
み
る
と
き
、
カ
ン

ト
の
理
説
が
非
訟
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
成
立
の
可
能
性
を
全
く
排
除
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
明
ら
か
に
見
と
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
つ

ぎ
の
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
は
「
二
直
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
図

形
」
を
、
直
観
的
に
構
成
さ
れ
な
い
と
い
う
理
由
で
、
幾
何
学
の
対
象
と

し
て
認
め
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
図
形
は
リ
ー
マ
ン
的
薩
線

規
定
に
も
と
づ
い
て
明
ら
か
に
構
成
可
能
で
あ
り
、
直
観
可
能
で
あ
る
。

五
一
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し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
が
コ
一
直
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
図
形
」
の
存
在

を
否
定
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
カ
ン
ト
が
り
ー
マ
ソ
的
直
線
規
定
の
可
能

性
に
紺
し
て
無
知
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
、

ヵ
ソ
ト
が
　
般
に
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
に
対
す
る
知
識
を
も
た
な
か

っ
た
こ
と
を
、
明
ら
か
に
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
マ
ル
チ
ン
は
第
二
の
論
証
に
お
い
て
、
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何

学
の
構
成
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
断
定
的
な
結
論
を
下
し
て
は
い
な
い
。

マ
ル
チ
ン
は
ユ
ー
ク
ヲ
ッ
ド
幾
何
学
の
み
が
直
観
的
構
成
の
可
能
な
唯
　

の
幾
何
学
で
あ
り
、
非
工
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
は
単
な
る
思
惟
の
産
物
に

す
ぎ
な
い
と
い
う
の
が
カ
ン
ト
の
晃
解
で
あ
る
と
理
解
し
、
大
体
に
お
い

て
こ
の
理
解
を
ま
た
自
己
自
身
も
と
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
マ
ル
チ
ン
は
現
代
的
な
忍
野
か
ら
、
ま
た
「
葬
ユ
ー
ク
ジ
ッ
ド
幾

何
学
も
、
あ
る
仕
方
で
は
構
成
さ
れ
る
よ
5
に
思
わ
れ
る
」
（
ψ
ω
ω
｛
・
）
と

も
述
べ
て
お
り
、
こ
の
点
に
関
す
る
マ
ル
チ
ン
の
見
解
は
非
常
な
あ
い
ま

い
さ
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
マ
ル
チ
ン
に
対
し

で
は
、
以
上
の
考
察
か
ら
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
提
言
す
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
非
ユ
ー
ク
ジ
ッ
ド
幾
何
学
は
ユ
ー
ク
リ
ヅ
ド
幾
何
学
と
全
く
同
等
の

構
成
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
マ
ル
チ
ン
は
、
カ
ン
ト
の
理
説
か
ら
す
れ
灘

ば
非
ユ
ー
ク
ジ
ッ
ド
幾
何
学
は
単
な
る
思
惟
の
産
物
に
す
ぎ
ず
、
ユ
ー
ク

ジ
ッ
ド
幾
何
学
の
み
が
直
観
的
構
成
可
能
な
唯
一
の
幾
何
学
で
あ
る
、
と

し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
の
理
説
を
理
解
す
る
か
ぎ
り
、
マ
ル

チ
ン
は
ど
の
よ
う
な
仕
方
に
お
い
て
も
、
幾
何
学
の
構
成
的
性
格
に
関
す

る
こ
の
闘
題
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
を
擁
護
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
。

さ
ら
に
、
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
が
ユ
…
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
と
全
く
同

五
二

等
の
構
成
的
性
格
を
も
っ
て
事
実
成
立
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
カ
ン
ト
が
非

ユ
ー
ク
リ
ッ
デ
幾
何
学
の
構
成
的
性
格
を
認
め
え
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら

ば
、
こ
の
こ
と
は
何
よ
り
も
、
ヵ
ソ
ト
の
理
説
が
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何

学
成
立
の
可
能
性
を
含
み
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
示
唆
す
る
の
で

は
な
い
か
、
と
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
示
唆
は
、
カ
ン
ト
が
純
粋
直
観
を
「
ア
ヅ
ジ
ナ
リ
な

直
観
漏
と
規
定
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
決
定
的
と
な
る
。
カ
ン
ト
に
お
け

る
「
ア
プ
リ
オ
リ
偏
の
表
徴
の
根
本
的
な
一
つ
は
、
「
あ
る
こ
と
が
ら
が
、

そ
れ
以
外
で
あ
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
」
（
b
d
’
ω
）
と
い
う
必
然
性
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
幾
何
学
的
判
断
を
可
能
に
す
る
純
粋

直
観
は
、
唯
｝
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
「
感
性
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
与
え
う
る
唯
一
の

純
粋
直
観
」
（
〉
．
　
帥
μ
り
M
W
●
ω
①
）
で
あ
り
、
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
慣
ひ
と
は

唯
一
つ
の
空
間
を
表
象
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
」
（
〉
。
　
邸
O
》
じ
ご
．
G
Q
㊤
）
と
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ト
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
を
範

例
と
し
て
思
考
法
の
転
換
を
試
み
、
つ
ね
に
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
命
題
を
例

示
し
て
幾
何
学
を
論
じ
、
し
か
も
、
純
粋
直
観
に
も
と
づ
い
て
成
立
す
る

幾
何
学
的
判
断
を
、
「
そ
れ
以
外
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
厳
密
な
必

然
性
を
も
つ
ア
プ
リ
オ
リ
な
判
断
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

カ
ン
ト
は
幾
何
学
体
系
の
最
根
本
の
前
提
で
あ
る
公
理
を
も
、
ア
プ
リ
オ

リ
な
純
粋
直
観
｝
に
も
と
つ
く
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
判
断
…
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
　
「
ア
プ
リ
ナ
リ
な
綜
合
原
劉
は
、
そ
れ
が
直
接
に
確
実
で
あ
る
か

ぎ
り
に
お
い
て
公
理
で
あ
る
。
…
…
数
学
は
概
念
の
構
成
に
よ
り
対
象
を

直
観
し
て
、
対
象
の
述
語
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
結
び
つ
け
う
る
故
に
、
公
理
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を
有
し
5
る
の
で
あ
る
。
」
（
》
．
お
ト
っ
“
¢
♂
O
）
か
く
し
て
、
カ
ン
ト
に
と

っ
て
幾
何
学
的
体
系
は
、
徹
頭
徹
尾
唯
一
絶
対
の
体
系
で
し
か
あ
り
え
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
さ
き
に
晃
て
き
た
よ
う
に
、
リ
…
マ

ソ
幾
何
学
に
お
い
て
は
明
ら
か
に
構
成
可
能
な
コ
一
金
線
に
よ
っ
て
臨
ま

れ
た
図
形
」
の
数
学
的
存
在
を
、
否
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

こ
と
か
ら
し
て
、
脇
ら
か
に
カ
ン
ト
が
純
粋
直
観
を
、
ユ
…
ク
リ
ッ
ジ
的

な
も
の
以
外
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
、
カ
ン
ト
が
単
な
る
コ
ニ
角
形
篇
の
概
念
の
み
か
ら
、
幾
何
学

的
判
断
を
成
立
せ
し
め
る
三
角
形
の
復
観
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
と
き
、

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
一
一
一
角
形
の
み
が
意
味
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
一
方
、
さ
き
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
現
代
の
数
学
は
三
通
り
の
直
観

的
構
成
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ン

ト
は
ユ
…
ク
リ
ッ
ド
的
直
観
構
成
の
み
を
唯
一
の
も
の
と
し
た
の
で
あ
る

が
、
カ
ン
ト
は
そ
の
理
由
を
何
ら
示
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え

て
く
る
と
、
幾
何
学
的
直
観
が
三
通
り
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ン
ト

が
純
粋
直
観
を
唯
一
絶
対
の
も
の
と
考
え
た
の
は
、
実
は
彼
が
ユ
ー
ク
リ

ッ
ド
的
直
線
規
定
の
み
を
唯
一
の
も
の
と
す
る
無
意
識
的
前
提
に
立
ち
、

そ
れ
に
束
縛
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
ヵ
ソ
ト
は
こ
の
よ
う
な
自
ら
の
無
意

識
前
提
か
ら
く
る
束
縛
に
気
付
か
な
か
っ
た
も
の
と
推
察
す
る
以
外
に
は

　
　
　
　
ア
　

な
か
ろ
う
。
そ
の
故
に
こ
そ
、
ま
た
単
な
る
「
三
角
形
」
と
い
う
概
念
の

み
か
ら
、
幾
何
学
的
判
断
の
対
象
と
し
て
の
三
角
形
が
構
成
さ
れ
る
も
の

と
、
思
い
誤
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
結
論
が
確
実
な
も
の
と
し

て
導
き
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
の
純
粋
直
観
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的

カ
ン
ト
と
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学

直
線
規
定
に
束
縛
さ
れ
た
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
直
観
構
成
以
外
の
何
も
の
で

も
な
く
、
そ
の
か
ぎ
り
葬
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
直
観
構
成
の
可
能
性
を
、
ひ

い
て
は
、
さ
ら
に
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
成
立
の
可
能
性
を
原
理
的
に

排
除
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が

「
カ
ン
ト
は
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
非
直
観
的
諸
空
間
に
つ
い
て
何

　
　
　
　
　
　
な
ノ

も
知
ら
な
か
っ
た
偏
と
端
的
に
述
べ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
妥
当
な
見
方

で
あ
ろ
う
1
但
し
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
空
間
を
非
直
観
的
と
い
う
こ
と

は
是
認
さ
れ
な
い
け
れ
ど
も
・
・
一
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
再
び
マ
ル
チ
ン
の
カ
ン
ト
擁
護
の
論
述

を
ふ
り
か
え
っ
て
み
よ
う
。
マ
ル
チ
ン
は
第
一
の
論
証
に
お
い
て
、
主
語

「
三
角
形
」
に
対
し
て
内
角
の
和
に
関
す
る
三
通
り
の
述
語
づ
け
が
な
さ

れ
る
こ
と
を
「
公
理
的
思
樵
の
自
由
」
と
し
て
述
べ
・
i
三
角
形
に
関
す

る
こ
の
命
題
は
定
理
で
あ
り
、
こ
れ
を
公
理
の
実
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と

の
誤
り
は
註
（
4
）
に
示
し
た
－
一
、
そ
れ
を
カ
ン
ト
の
幾
何
学
的
綜
合

の
基
本
的
な
一
性
格
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
マ
ル
チ
ン
は
カ
ン
ト
の
理
説
か
ら
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
成
立

を
理
由
づ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ま
見
て
き
た
よ
う
に
、
カ

ン
ト
は
幾
何
学
体
系
の
最
根
本
の
前
提
で
あ
る
公
理
か
ら
し
て
、
ア
プ
リ

オ
リ
な
純
粋
覆
観
に
も
と
つ
く
綜
合
判
断
、
そ
れ
以
外
で
は
あ
り
え
な
い

必
然
的
な
綜
合
判
断
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と

は
カ
ン
ト
が
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
直
観
構
成
を
唯
一
絶
対
の
も
の
と
誤
認
し

て
い
た
こ
と
に
由
来
し
、
こ
こ
に
こ
そ
カ
ン
ト
の
根
本
的
な
難
点
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
、
公
理
は
ユ
ー
ク
リ

ッ
ド
酌
公
理
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、
さ
ら
に
、
三
角
形
の
内
角
の
和

五
三
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は
二
直
角
以
外
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
綜
合
は
、

少
く
と
も
数
学
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
徹
頭
徹
尾
ア
プ
リ
オ
リ
な
純
粋
直
観

に
も
と
つ
く
必
然
的
な
綜
合
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
カ
ン
ト
の
綜
合

を
思
惟
に
よ
る
自
由
な
概
念
結
合
と
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト

の
理
説
か
ら
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
成
立
を
理
由
づ
け
よ
う
と
し
た

マ
ル
チ
ン
の
第
一
の
払
鐸
乱
は
、
誤
っ
た
カ
γ
ト
偲
川
釈
の
上
に
立
つ
カ
ン
ト

擁
護
と
し
て
、
そ
の
挫
折
を
宣
告
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

マ
ル
チ
ン
は
、
第
二
の
論
証
に
お
い
て
は
、
カ
ン
ト
の
綜
合
を
臨
観
に
も

と
つ
く
必
然
的
綜
合
と
し
て
正
し
く
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
同
じ

く
カ
ン
ト
に
お
け
る
幾
何
学
的
判
断
の
「
綜
合
偏
を
理
廻
す
る
の
に
、
第

一
の
論
証
で
は
公
理
主
義
の
立
場
か
ら
思
惟
の
「
自
由
な
る
綜
合
」
を
と

り
、
第
二
の
論
証
で
は
直
観
に
も
と
つ
く
「
必
然
的
綜
合
」
を
と
っ
て
い

る
。
全
く
同
じ
「
綜
合
」
を
理
解
す
る
の
に
、
密
由
と
必
然
と
い
う
全
く

相
矛
盾
す
る
理
解
が
、
マ
ル
チ
ン
自
身
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
調
和
、
統

一
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
か
く
し
て
、
以
上
の
批
判
的
考
察
は
、
「
カ
ン
ト
的
前
提
の
も
と
で
非

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
単
に
珂
能
で
あ
る
の
み
な

ら
ず
、
必
然
的
で
さ
え
あ
る
篇
（
O
o
■
b
。
刈
）
と
い
う
マ
ル
チ
ン
の
カ
ン
ト
擁

護
を
、
全
面
的
に
否
認
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に

カ
ン
ト
的
前
提
の
も
と
で
は
お
こ
り
う
る
は
ず
の
な
い
非
ユ
ー
ク
ジ
ッ
ド

幾
何
学
が
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
と
同
等
の
権
利
を
も
っ
て
、
箏
実
幾

何
学
と
し
て
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
だ
け
で
、
　
ユ
ー
ク
ヲ

ッ
ド
幾
何
学
の
み
を
唯
一
の
幾
何
学
と
前
提
し
、
そ
れ
を
範
例
と
し
て
展

開
さ
れ
た
カ
ン
ト
の
先
験
的
理
説
そ
の
も
の
に
、
重
大
な
動
揺
を
も
た
ら

五
四

す
の
に
充
分
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
ヵ
ソ
ト
の
先
験
的
理
説
は
、

そ
れ
以
外
で
あ
る
こ
と
の
で
き
な
い
絶
対
の
必
然
樵
を
も
つ
ア
プ
リ
オ
リ

な
綜
合
判
断
の
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ア

プ
リ
オ
リ
な
綜
合
判
断
の
重
要
な
実
例
と
し
て
カ
ン
ト
が
あ
げ
た
幾
何
学

に
、
そ
の
成
立
の
基
盤
を
異
に
す
る
～
二
つ
の
体
系
が
問
等
の
権
利
を
も
っ

て
な
ら
び
立
つ
の
を
見
る
と
き
、
幾
何
学
的
判
断
を
「
ア
プ
リ
オ
リ
」
な

綜
合
判
断
と
す
る
こ
と
自
体
に
疑
惑
の
臨
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
は
轟
然
で

は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
意
味
で
、
公
理
の
性
格
づ
け
に
関
す
る
ボ
ア
ソ
カ

レ
の
つ
ぎ
の
よ
5
な
叙
述
は
、
ヵ
ソ
ト
の
「
ア
プ
リ
オ
リ
」
の
核
心
を
明

確
に
捉
え
た
上
で
の
全
く
至
当
な
問
題
提
起
だ
と
い
え
よ
う
。
　
「
こ
れ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
プ
リ
オ
リ

の
公
理
は
カ
ン
ト
の
掛
っ
た
よ
う
に
先
天
的
綜
合
判
断
で
あ
ろ
う
か
。
そ

う
だ
と
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
公
理
は
非
常
に
強
い
力
で
我
々
を
束
縛
す
る

か
ら
、
我
々
は
こ
れ
に
反
す
る
命
題
を
考
え
る
こ
と
も
、
ま
た
そ
う
い
う

命
題
に
も
と
づ
い
て
理
論
的
な
建
築
を
作
り
上
げ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

非
ユ
…
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
と
い
う
よ
5
な
も
の
は
存
在
し
な
い
筈
で
あ

ハ
　
　

る
◎
」

　
し
か
し
な
が
ら
、
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
成
立
が
、
カ
ン
ト
の
先

験
的
理
説
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
と
い
う
問
題
は
、
さ

ら
に
進
ん
で
幾
何
学
の
客
観
的
妥
心
性
の
問
題
を
も
含
め
て
論
ず
る
必
要

が
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
は
当
然
現
代
物
理
学
の
成
果
と
も
関
連
し
て
く
る
。

マ
ル
チ
ン
自
身
こ
の
観
点
か
ら
も
カ
ン
ト
擁
護
の
論
述
を
展
開
し
て
お
り
、

ま
た
他
に
も
こ
の
点
か
ら
カ
ン
ト
を
擁
護
し
よ
う
と
い
う
見
解
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
、
そ
れ
ら
と
の
関
連
に
お
い
て
、
他
緊
密
を
改
め
て
こ

の
問
題
を
論
じ
て
み
た
い
。
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（
i
）
　
轡
密
艮
“
囚
簿
涛
伍
興
鼠
溌
霞
〈
①
量
§
窒
以
下
引
用
文
に
〉
．

　
掃
黛
φ
卜
⊃
O
等
と
し
て
A
版
、
B
版
の
ベ
ー
ジ
を
示
す
。

（
2
）
○
。
廷
噌
互
竃
星
…
三
野
臼
毒
§
蓬
室
簿
（
お
黛
）
．
に
よ
る
。
以

　
下
ω
。
b
。
O
等
と
べ
～
ジ
数
の
み
を
示
す
の
は
、
こ
の
著
書
か
ら
の
引

　
規
文
。

（
3
）
冒
〈
残
頸
｝
げ
Φ
3
¢
§
〔
豪
σ
q
窪
＾
ζ
0
8
羅
魯
…
ρ
α
・
〉
亀
入
お
邸

　
卜
⊃
）
ω
◎
b
。
’

（
4
）
　
こ
の
よ
う
に
マ
ル
チ
ン
が
、
三
角
形
の
内
角
の
和
に
関
す
る
命

　
題
を
公
理
と
し
て
取
扱
う
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
こ
の
命
題
は
ユ

　
；
ク
リ
ッ
ド
の
体
系
に
お
い
て
は
明
ら
か
に
定
理
で
あ
る
し
、
ま
た

　
ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
『
幾
何
学
基
礎
陰
雨
に
お
い
て
も
、
平
行
の
公
理
と

　
合
同
の
公
理
か
ら
導
か
れ
る
定
理
（
望
齢
N
ト
ニ
μ
）
と
し
て
扱
わ
れ
て
い

　
る
（
一
ぴ
一
儒
．
ω
’
卜
⊃
日
）
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ル
チ
ン
が
こ
の
命
題
の
成
立

　
を
公
理
措
定
の
実
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
、
明
ら
か
に
誤
っ
て

　
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
こ
の
命
題
と
平
行
の
公
理
と

　
の
等
値
性
が
よ
く
言
わ
れ
る
が
、
特
に
公
理
そ
の
も
の
の
措
定
を
問

　
題
に
す
る
と
き
に
、
体
系
の
根
本
的
な
前
提
と
し
て
証
明
不
町
能
な

　
公
理
と
、
そ
れ
か
ら
蟹
玉
さ
れ
る
定
理
と
の
混
交
は
許
さ
れ
な
い
の

　
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
公
理
主
義
に
お
い
て
は
、
公
理
の
措

　
定
に
対
し
て
、
公
理
系
の
無
矛
庸
性
、
独
立
性
、
完
全
性
と
い
う
厳

　
し
い
条
件
を
つ
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
公
理
の
措
定
を
単
に
忠

　
由
な
も
の
と
の
み
考
え
る
こ
と
は
、
不
充
分
な
理
解
で
は
な
か
ろ
う

　
か
。
こ
の
こ
と
は
、
マ
ル
チ
ン
白
身
に
つ
い
て
端
的
に
批
判
さ
れ
る

　
こ
と
で
あ
る
と
と
も
に
、
あ
る
い
は
公
理
主
義
そ
の
も
の
に
対
し
て

カ
ン
ト
と
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学

　
も
、
禽
己
の
立
場
へ
の
窃
己
反
省
の
契
機
を
蔵
し
て
い
る
か
も
し
れ

　
な
い
。

（
5
）
　
マ
ル
チ
ン
が
註
釈
（
ψ
込
⊃
ω
刈
）
に
お
い
て
、
ナ
ト
ル
プ
の
カ
ソ

　
ト
擁
護
の
論
述
と
し
て
特
に
指
定
し
た
箇
庚
｛
℃
◆
瓢
9
。
ε
壱
“
豊
の
す

　
α
q
蓉
膨
2
0
門
§
魯
鷺
富
鳥
禽
Φ
葛
寒
2
ミ
認
9
口
銑
回
蝕
g
（
6
H
O
y
ド
》
償
題
匿

　
（
ド
リ
b
⊃
H
）
ψ
ω
O
Φ
h
．
｝
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
ナ
ト
ル
プ
の
見
解
が
示
さ

　
れ
て
い
る
。
ナ
ト
ル
プ
は
、
カ
ン
ト
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
空
眠
直
観
は

　
空
間
問
題
の
究
極
的
解
決
で
は
な
い
が
、
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学

　
成
立
の
事
実
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、

　
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
も
し
も
空
説
の
ユ
…
ク
リ
ッ
ド
的

　
饗
宴
が
絶
対
的
な
思
惟
必
然
で
は
な
い
こ
と
の
証
明
が
な
お
必
要
で

　
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
証
腸
は
、
無
矛
麿
な
、
し
た
が
っ
て
思
惟
可
能

　
な
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
窒
間
体
系
の
提
示
と
完
成
に
よ
っ
て
、
も
ち

　
ろ
ん
も
た
ら
さ
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
証
明
は
、
他
の
場
合

　
に
は
い
か
に
重
要
で
あ
ろ
う
と
も
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
必
要
で
は

　
な
い
。
と
い
う
の
は
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
室
問
が
絶
対
的
な
思
推
必

　
然
性
で
は
な
い
と
い
う
命
題
こ
そ
は
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
空
間
が
、

　
人
間
に
と
っ
て
は
本
来
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
…
…
直
観
的
必
然
性
で

　
あ
る
と
い
う
、
彼
の
テ
ー
ゼ
の
本
質
的
前
提
の
一
つ
だ
か
ら
で
あ

　
る
」
と
。
そ
し
て
、
ユ
…
ク
リ
ッ
ド
的
空
間
秩
序
の
み
が
人
岡
に
と

　
っ
て
唯
一
の
鷹
観
可
．
能
な
も
の
で
、
現
代
に
お
い
て
も
、
幾
何
学
の

　
実
状
と
カ
ン
ト
の
テ
…
ゼ
は
充
分
合
致
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

（
6
）
　
幾
何
学
を
本
来
形
式
論
理
と
等
し
く
演
繹
的
分
析
の
体
系
と
す

　
る
立
場
か
ら
で
も
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
解
釈
を
与
え
ら
れ
る
と
綜
合

五
五
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的
言
明
に
な
り
う
る
こ
と
を
、
例
え
ば
ラ
イ
ヘ
ソ
バ
ッ
ハ
は
つ
ぎ
の

　
よ
う
に
繍
凹
潔
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
数
巌
ず
者
の
幾
何
勘
ず
は
し
た
が
っ
て

　
分
析
的
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
含
意
（
雪
讐
。
a
8
ω
）
が
分
裂

　
せ
ら
れ
、
公
理
と
定
理
が
劉
々
に
主
張
さ
れ
る
と
き
に
の
み
、
幾
何

　
学
は
綜
合
的
雷
明
を
導
く
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
公
理
は
対
等
の

　
定
義
に
よ
る
一
つ
の
解
釈
を
必
要
と
し
、
か
く
し
て
そ
れ
は
物
理
的

　
対
象
に
つ
い
て
の
欝
明
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
に
幾

　
何
学
は
物
理
的
世
界
に
つ
い
て
叙
述
す
る
体
系
と
な
る
の
で
あ
る
。
」

　
（
口
竃
し
。
菊
臨
畠
窪
宮
9
…
誤
①
些
。
・
①
o
栴
野
㎞
o
艮
強
。
国
邑
。
し
・
o
℃
ξ
“
c
Q
匪

　
笈
⇔
口
5
σ
q
・
お
禽
・
℃
や
H
G
。
㊤
一
蒔
◎
）
．
こ
の
叙
述
は
も
ち
ろ
ん
純
粋
幾
何

　
学
に
対
し
て
経
験
的
解
釈
を
与
え
た
場
合
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る

　
が
、
直
観
的
解
釈
を
与
え
ら
れ
た
直
観
幾
何
学
に
つ
い
て
も
同
じ
こ

　
と
が
雷
い
得
よ
う
。

（
7
）
こ
の
よ
う
に
、
根
本
的
な
と
こ
ろ
で
、
あ
る
特
定
の
概
念
一

　
疸
線
規
定
ー
ー
に
束
縛
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
棚
約
さ
れ
た
直
観
を
、

　
も
っ
と
も
基
盤
的
に
し
て
唯
一
絶
対
の
も
の
を
意
味
す
る
「
純
粋
直

　
観
」
と
考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
8
）
ヤ
ス
パ
ー
ス
『
カ
ン
ト
』
重
田
英
世
訳
理
想
社
7
q
α
．

（
9
）
　
ポ
ア
ン
カ
レ
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科
学
と
仮
説
』
河
野
俳
三
郎
訳
　
岩
波
文
庫

　
や
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　　Essays　on　the　Law　of　Nature，　written　shortly　after　1660，　to　Two　Treatises

　　o！Civil　Goveプnmenち　1690，　a獄d五πEssay　concernin8・Humanこ乃iderstc～nding，

　　1690．　Locke　deals　with　the　Christian　faith　directly　in　his　later　work，

　　TんθReasonaろlenessげCゐristianitcr，　as　delivered　in　the　ScriPtare，1695．

2．　As　it　has　been　since　his　ESSAYS，　tke　principle　o£　knowledge　ln

　　his　ESSAY，　bk．　1　and　II，　is　the　light　of　nature．　But　in　his　ESSAY，

　　bk．　IV　he　g．　peaks　not　only　of　natural　revelation　but　also　of　direct

　　rez／elαtio鴛。

3・　This　direct　revelation　forms　the　connectlng　link　between　his　earlier

　　works　and　his　later　ones，　The　Reasonableness　of　Christianitbl　and　also

　　ADiscouブseげMiracles．

4．　This　direct　revelation　frorn　God　ls　delivered　through　miracles．　The

　　doctrine　of　miracles　is　found　for　the　first　time　in　his　ESSAY，　bk．　IV，

　　and　has　a　great　significance　in　his　later　religious　works．

5．　The　word　reason‘thleness　in　the　title　T］te　Reasonczbleness　of　Christianity

　　means　that，the　doctrine　of　Christian　religion　is　conformable　to　the

　　reason　of　mankind　given　by　God．　lt　doesnot　mean　the　reasonableness

of　deism．　’，，6．　The　doctrine　of　or圭g呈難al　s三n　i鷺The　Reasonableness　o！Cんブistiani彦ly　does

　　not　repudiate　original　sin，　but　distinguishes　it　from　original　guilt．

　　The　salvation　from　original　sin　is　not　given　by　the　law　of　works，

　　but　by　the　law　of　faith．　Here　lies　the　very　r61e　of　Jesus　Christ．

　　　　　　Ka．　nt　und　die　nicht－euklidischen　Geometrlen

in　Beziehung　auf　Martins　Verteidigung　der　Theorle　Kants

　　　　　　　　　　　　　　　　von　Masataka　Miyaji

　　Die　Frage，　ob　Kants　Erkenntnistheorie　die　nicht－euklidischen　Geome－

trien　zu　begrttnden　verm6ge　oder　nicht，　wttrde　eln　wichtiges　Problem　flir

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3



die　moderAe　Abschatzung　seiner　Tkeorie　bedeuten．　Gottfried　Martin

behauptet，　daB　die　Geometrie　aus　dem　axiomatischen　Charakter　und　aus

de工薮konstruk士圭ven　best¢he，　und　daβKa且重durch　se圭ne　Einsicht，　d圭e　geo－

metrischen　Urteile　seien　synthetisch，　diese　beiden　Charaktere　richtig

erfasse．　Attf　dem　Grunde　solches　Verstehens　betont　Martin　die　moderne

Bedeutung　der　Theorie　von　Kant　folgenderma6en　：　Erstens，　Kants　Theorie

verm6ge　drei　geometrische　Systeme，　also　auch　die　nicht－euklidischen

Geometrien　zu　begrtinden，　weil　“Synthesis”　von　Kant　drei　Arten　von

freien　Setzungen　der　Axiorne　in　der　Axiomatik　enthaite　；　zweitens，　Kants

’Annahrne　der　euklidischen　Geometrie　als　der　einzigen　sei　rlchtig，　weil

die　nicht－euk｝idischen　Geometrien　keinen　konstruktiven　Chahakter　ha’tten

und　bloBe　Gedankending　seien，　wahrend　die　euklidische　Geometrie　allein

in　der　Anschauung　konstruierbar，　al＄o　die　einzig　echte　Geometrie　sei．

　　Dagegen　denke　lch　erstens　folgendermasen　：　Kants　“Synthesis”　in　der

mathematischen　Erkenntnis　ist　keiReswegs　die　frele　Verbindung　der

Begriffe　nur　durch　das　Denken，　sondern　durchaus　die　notwendige　Ver－

bindttng　mittels　der　reinen　Anschauung　a　priori．　Daher　ist　Martins　Ver－

such　mi31ungen，　Kants　Theorie　mit　den　nicht－euk｝idischen　Geometrien

mbereinstimmen　zu　lassen，　indem　er　Kants　“Synthesis”　ftir　die　freie

Setzung　der　Axiorne，　d．　h．　fUr　die　freie　Verbindung　der　Begriffe　nur

durch　das　Denken　halt．

　　・Zweitens　denke　ich　“ber　den　konstruktiven　Charakter　der　Geometrie

folgenderweise　：　ln　diesem　Fall　wlrd　jedes　geometrische　Urteil　mitte｝s

der　Anschauung　der　raumlichen　Figur　gebiidet，　welche　nach　der　Bestim－

mung　der　geraden　Linie，　die　das　Parallelenaxiom　jedes　Systems　darstellt，

im　BewuBtsein　ideal　konstruiert　wird．　Daher　k6nnen　auch　die　nicht－ettkli－

dischen　Geometrien　ebenso　in’der　Anschauung　konstruiert　werden，　wie

dle　euklidlsche．　Um　von　Kant　selbst　zu　sprechen，　handelt　er　in　der　Tat

in　seiner　ersten　Kritil〈　nur　von　der　euklidischen　Geornetrie　und　von

keiner　anderen．　Das一　bedeutet，　daB　Kants　Theorie　die　M6glichkeit　der

Grundlegungder　nicht－euklidis¢hen　Geometrien　durchaus　ausschlleBt，　denn

4
（



Kants　“a　priori”　bedeutet　eine　absolute　Notwendigkeit　〈nicht　anders

sein　zu　k6nnen＞．　Ftir　Kant　kann　die　Geornetrie　nichts　anderes　als　die

euklidi＄che　sein　uRd．　die　geraden　Linien，　mit　denen　Figuren　konstruiert

werden　sollen，　nichts　anderes　als　die　euklidischen．

　　Aus　den　obenerwnhnten　Betrachtungen　folgere　ich，　daB　es　fur　Kants

Tkeorie　unm6glieh　ist，　die　nicht－euklidischen　Geometrien　zu　begrimden．

Max　Webers　politisches　Denken

　　　　　　　Nationa11smus　und　Ratlona｝isrnus Kei　Nishitani

　　Max　Weber　kat　versucht，　die　Politik　von　der　Wlssenschaft　scharf　zu

unterscheiden．　WEhrend　er　von　der　Wissenschaft　die　Wertfreiheit　forderte，

damit　slch　die　wissenschaftliche　Erkenntnis　die　Objektivittit　bewahren

k6nne，　gab　er　doch　Werturteile　ifber　die　al〈tuellen　poiitischen　Probleme，

die　lhm　damals　Deutschland　vorgelegt　hatte．　Denn　ihm　lagen　die　dettts－

che　Natiop　und　ihre　Machtsteilung　in　der　Welt　am　meisten　am　Herzen．

Seiner　Ansicht，　nach　brauchte　Deutschland　die　politisch　reife　Nation　und

die　verantwortungsbewuf｝ten　Politlker，　um　seine　Steliung　als　GroBmacht

zu　behaupteR．　Darum　schlug　er　die　Parlamentsreform　und　die　unmit－

telbare　Wahl　des　Relchsprtisidenteg　vor．　So　hoffte　er，　daes　dadurch　den

Politikern　die　Gelegenheiten　zur　po！itischen　THtigkeiten　gegeben　werden

k6nnten．　Der　Politiker　ist　wie　er　behauptete，　nicht　nur　ftir　dle　Folgen

seiner　eigenen　Tatigkeiten，　sondern　auch　fttr　die　der　Tatigkeiten　seiner

Gefolge　verantwortlich．　ln　der　Wissenschaft　mt｛f｝　sich　jeder　Wissenschaft－

ler　seiner　Werturteile　enthalten．　Darin　ist　die　Haltung　des　Wissen－

scha｛tlers　von　der　des　Politikers　zu　unterschelden．　Die　Haltungenbelder

haben　aber　es　miteinander　gemein，　dats　jeder　in　seiner　Besch5ftiggng

die　Verantwortung　fttr　die　Geschichte　auf　sich　nehmen　muB．
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