
デ
カ
ル
ト
の
合
理
主
義
に
つ
い
て
　
⇔

ー
ー
理
性
の
意
義
と
役
割
一

山

田

弘

明

第
二
章
　
理
性
の
主
知
・
王
義
的
側
颪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
理
性
と
方
法
。
自
然
学
i

　
　
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
形
而
上
学
が
表
立
っ
て
呼
買
と
さ
れ
な
い
場
合
、
デ
カ
ル
ト
は
理
性
の
信
野
性
に
素
朴
な
確
儒
を
抱
き
、
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
を
合
理
的
な
仕
方
で
知
的
要
素
に
還
元
で
き
る
と
信
じ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
仮
に
主
知
主
義
と
呼
ぶ
な

　
　
ら
ば
、
こ
の
恩
義
は
デ
カ
ル
ト
の
方
法
と
自
然
学
と
に
最
も
明
確
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
見
当
を
立
て
な
が
ら
、
わ

　
　
れ
わ
れ
は
方
法
や
自
然
学
に
お
け
る
理
性
の
役
割
を
検
討
し
、
以
て
そ
の
主
知
主
義
的
側
面
を
解
明
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
一
、
理
性
と
方
法

　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
方
法
の
輿
的
は
ス
コ
ラ
論
理
学
の
観
究
で
は
な
く
「
未
知
の
真
理
を
発
見
す
べ
く
理
性
を
よ
く
導
く
こ
と
を
習
得
す
る
た

　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
め
の
論
理
学
」
の
研
究
で
あ
っ
た
。
こ
の
緕
究
は
「
理
論
よ
り
も
実
践
に
存
す
る
」
ゆ
え
に
「
方
法
は
そ
の
使
用
に
大
き
く
依
存
」
し
、

　
　
理
性
は
必
然
的
に
極
め
て
実
践
的
な
性
格
を
帯
び
て
く
る
。
人
間
は
神
に
よ
っ
て
理
性
を
与
え
ら
れ
た
が
、
岡
聴
に
「
そ
れ
を
使
う
よ
う

194　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
合
理
主
義
に
つ
い
て
　
隔
冒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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賜
八

　
　
（
5
）

強
い
ら
れ
て
」
も
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
方
法
に
お
い
て
理
性
の
無
為
（
O
掃
ω
一
く
①
け
㊦
）
は
許
さ
れ
な
い
。
弁
証
家
た
ち
（
O
芭
①
o
亭

。
謬
コ
。
。
）
は
三
段
論
法
を
組
み
立
て
て
人
好
理
性
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
場
合
、
か
れ
ら
は
形
式
の
力
を
警
ん
で
推
論
の
内
容
を
軽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

視
す
る
余
り
、
し
ぼ
し
ぽ
誤
ま
る
。
だ
が
デ
カ
ル
ト
は
三
段
論
法
を
、
理
性
を
無
為
に
さ
せ
る
も
の
と
し
て
拒
否
す
る
。
彼
の
方
法
は
推

論
に
お
い
て
そ
の
内
容
を
検
証
す
る
た
め
に
、
後
に
述
べ
る
よ
う
な
理
性
の
絶
え
ざ
る
注
意
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

方
法
に
お
け
る
理
性
の
使
用
は
必
須
で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
自
身
は
最
大
限
に
そ
れ
を
使
っ
た
こ
と
で
満
足
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
で
は
、
デ
カ
ル
ト
は
真
理
発
見
の
た
め
に
理
性
を
ど
の
よ
う
に
導
い
た
か
。
彼
に
よ
れ
ば
確
実
に
し
て
明
証
的
な
認
識
た
る
学
問
に
誤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

ま
り
な
く
達
す
る
道
は
「
明
証
的
な
直
観
と
必
然
的
な
演
繹
」
と
い
う
理
性
の
工
つ
の
働
き
を
措
い
て
他
に
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
働

き
は
「
序
説
」
第
二
部
に
示
さ
れ
た
周
知
の
四
つ
の
規
則
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
彼
は
蓋
然
的
認
識
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

く
明
証
的
認
識
の
み
を
真
と
す
る
よ
う
厳
し
い
要
請
を
理
性
に
諜
す
る
。
次
に
理
性
は
複
雑
な
命
題
を
そ
れ
以
上
分
割
で
き
な
い
単
純
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

質
に
ま
で
薩
観
に
よ
っ
て
分
析
す
る
。
次
に
、
こ
の
本
質
の
直
観
か
ら
出
発
し
て
演
繹
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
命
題
を
新
た
に
綜
禽
的
に
再
構

　
　
（
1
4
）

成
す
る
。
最
後
に
、
こ
の
演
繹
が
長
す
ぎ
て
そ
の
全
体
を
捕
捉
で
き
な
い
場
含
に
は
、
理
性
は
思
考
の
間
断
な
き
運
動
に
よ
っ
て
全
体
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

枚
挙
し
検
証
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
の
デ
カ
ル
ト
の
方
法
は
周
知
の
よ
う
に
数
学
に
そ
の
範
を
取
っ
た
明
晰
さ
の
ゆ
え
に
合
理
主
義

の
核
心
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
は
若
干
の
問
題
が
あ
る
こ
と
が
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ぽ
、
第
一
の
明
証
性
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

規
則
に
つ
い
て
、
ラ
イ
プ
ユ
ッ
ツ
は
明
証
性
の
指
標
が
十
分
に
示
さ
れ
な
い
限
り
そ
の
規
則
は
論
理
的
に
無
意
味
で
あ
る
と
批
判
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

こ
の
批
判
は
正
当
な
も
の
で
あ
り
、
ロ
デ
ィ
ス
・
レ
ヴ
ィ
ス
の
雷
う
よ
う
に
、
そ
こ
に
デ
カ
ル
ト
の
合
理
的
方
法
の
限
界
を
認
め
る
べ
き

か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
デ
カ
ル
ト
の
意
図
は
そ
れ
と
は
別
の
所
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
要
求
は
ス
コ

ラ
の
形
式
論
理
の
要
求
と
同
じ
で
あ
っ
て
、
も
し
そ
れ
に
徹
す
る
な
ら
ぽ
明
証
性
の
指
標
の
指
標
に
も
新
た
な
指
標
、
が
必
要
で
あ
り
、
か

く
し
て
聞
題
は
無
限
に
遡
行
す
る
で
あ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
は
こ
う
し
た
論
理
を
採
っ
て
い
な
い
。
彼
は
明
証
性
を
論
理
的
に
分
析
す
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

り
も
（
実
際
そ
れ
は
こ
れ
以
上
分
析
不
可
能
で
あ
る
の
だ
が
）
、
そ
れ
自
体
と
し
て
明
ら
か
な
直
観
的
真
理
と
し
て
認
め
る
立
場
に
立
ち
、
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実
際
問
題
と
し
て
は
理
性
が
何
が
甥
証
的
で
何
が
そ
う
で
な
い
か
を
見
分
け
る
直
観
的
能
力
を
闘
慣
の
中
に
定
着
さ
せ
る
こ
と
を
む
し
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

重
視
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
直
観
や
演
繹
に
お
い
て
理
性
は
自
ら
が
無
為
に
陥
ら
ぬ
よ
う
常
に
注
意
し
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
を
明
証
性
の
問
題
に
移
し
て
言
う
な
ら
、
理
性
は
明
証
性
の
論
理
的
形
式
だ
け
で
な
く
、
そ
の
具
体
的
内
容
に

ま
で
浸
透
し
、
明
証
的
な
る
も
の
を
自
ら
直
観
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ひ
と
え
に
理
性
使
用
者
の
実
践
に
か
か
っ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、

の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
努
力
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
直
観
に
「
習
熟
」
す
べ
き
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
が
し
ぼ
し
ぽ
方
法
を
実
際
に
「
練

　
　
　
　
（
2
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

習
し
て
み
よ
」
と
か
、
そ
れ
を
「
習
慣
づ
け
よ
」
と
か
強
調
し
て
い
る
理
由
は
正
に
そ
の
点
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
デ
カ
ル
ト
の
意
図
は

方
法
に
お
け
る
合
理
性
の
限
界
を
認
め
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
理
性
の
積
極
的
使
用
の
主
張
に
あ
り
、
少
く
と
も
こ
の
意
図
の
下
で
は
全
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
雛
）

と
し
て
こ
の
規
期
の
知
的
性
格
は
損
わ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
方
法
を
以
て
す
れ
ぽ
「
い
か
に
遠
く
離
れ
た
も
の
に
で
も
最
後
に
は
達
す
る
こ
と
が
出
来
、
い
か
に
陰
微
な
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

で
も
最
後
に
は
発
見
で
き
る
」
と
デ
カ
ル
ト
は
確
信
し
て
い
る
。
し
か
し
、
無
制
限
に
す
べ
て
が
知
り
え
る
の
で
は
な
い
。
彼
は
他
方
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

人
間
理
性
の
賑
界
を
認
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
規
劉
論
」
の
主
要
な
自
的
の
一
つ
は
「
精
神
の
限
界
を
聴
す
る
砿
こ
と
で
あ
っ
た
。

と
い
う
の
は
、
精
神
の
徒
労
を
省
く
た
め
事
物
の
認
識
に
先
立
っ
て
予
め
「
人
間
理
性
は
如
何
な
る
認
識
を
獲
得
で
き
る
か
を
一
生
に
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、

度
は
丹
念
に
調
べ
る
べ
き
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
デ
カ
ル
ト
は
ま
ず
知
る
も
の
と
知
ら
れ
る
も
の
と
の
ホ
性
を
認
識
論
的
に
分
析

（
3
8
）

し
、
前
者
に
悟
性
、
想
像
、
感
覚
、
記
億
を
配
し
、
後
者
に
単
純
本
質
と
複
合
本
質
と
を
認
め
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
相
互
関
係
か
ら

認
識
が
構
成
さ
れ
る
の
だ
が
、
と
り
わ
け
悟
性
が
単
純
本
質
を
知
る
所
に
純
粋
認
識
が
成
立
す
る
と
考
え
る
。
こ
う
し
た
認
識
論
が
上
記

の
方
法
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
方
法
を
最
大
限
に
行
使
し
た
後
で
も
問
題
が
解
き
え
な
い
場
舎
は
、
方
法
の
歩
み
を
そ
こ
で

停
止
さ
せ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
停
止
は
「
精
神
の
欠
陥
に
よ
る
の
で
は
な
く
問
題
の
性
質
そ
の
も
の
又
は
人
間
の
置

　
　
　
　
（
2
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

か
れ
た
状
態
」
が
そ
う
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
認
識
は
他
の
認
識
に
劣
ら
ぬ
立
派
な
知
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
間
理
性
の
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

界
を
越
え
て
さ
ら
に
歩
み
を
進
め
よ
う
と
い
う
人
は
「
正
常
な
精
神
の
持
ち
主
と
は
思
わ
れ
な
い
し
。
た
と
え
ば
「
多
士
の
神
秘
や
朱
来

　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
・
貧
理
主
義
に
つ
い
て
　
⇔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
照
九



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
三
十
五
弩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

鵬
　
　
　
　
　
　
　
　
（
詑
）

　
　
の
延
言
に
つ
い
て
大
胆
に
も
議
論
」
す
る
人
の
如
く
。
理
性
の
限
界
を
画
す
る
と
い
う
イ
デ
ー
は
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
だ

　
　
け
で
な
く
、
実
は
大
変
大
胆
な
こ
と
で
も
あ
る
。
重
要
だ
と
い
う
わ
け
は
、
そ
れ
が
単
に
方
法
や
認
識
に
関
す
る
の
み
な
ら
ず
デ
カ
ル
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
　
哲
学
全
体
の
姿
勢
に
関
す
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
理
性
の
限
界
を
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
そ
の
時
代
の
「
悪
し
き
教
説
」
を
方
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
　
論
的
に
一
擁
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
彼
は
、
錬
金
術
師
や
占
星
術
師
や
魔
術
師
の
ペ
テ
ン
に
は
も
う
だ
ま
さ
れ
ま
い
と
雷
っ
て

　
　
い
る
。
彼
ら
は
理
性
的
探
求
の
次
元
を
越
え
た
所
で
無
意
味
な
命
題
を
語
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
デ
カ
ル
ト
は
早
く
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

　
　
ら
、
い
わ
ば
カ
オ
ス
か
ら
ロ
ゴ
ス
へ
と
い
う
移
行
、
つ
ま
り
神
秘
主
義
的
傾
向
を
克
服
し
て
合
理
的
暫
学
を
志
向
す
る
と
い
う
決
意
を
方

　
　
法
論
の
側
か
ら
す
で
に
経
験
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
極
め
て
大
胆
な
こ
と
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
理
性
の
限
界
を
画
す
る
と
い
う

　
　
こ
と
は
理
性
の
弱
さ
を
示
す
の
で
は
な
く
、
反
対
に
理
性
の
拡
張
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
神
の
本
性
と
比
べ
れ
ば
「
私
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

　
　
本
性
は
極
め
て
弱
く
限
ら
れ
た
」
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
理
性
は
神
を
理
解
は
で
き
ぬ
ま
で
も
少
く
と
も
知
る
こ
と
が
で
き
、
神
以
外
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

　
　
も
の
に
関
し
て
は
合
理
的
方
法
で
以
て
「
す
べ
て
の
事
物
の
認
識
に
懸
る
」
こ
と
が
で
き
る
。
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
は
、
「
宇
宙
に
禽
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

　
　
れ
る
す
べ
て
の
も
の
を
思
考
に
よ
っ
て
取
り
込
も
う
と
す
る
こ
と
は
無
限
に
大
き
い
仕
事
」
で
は
な
い
。
こ
う
し
て
、
彼
は
理
性
の
限
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

　
　
を
語
り
な
が
ら
実
は
す
べ
て
の
も
の
が
合
理
的
な
仕
方
で
理
解
さ
れ
る
限
り
理
性
に
限
界
は
な
く
、
む
し
ろ
無
際
限
に
拡
張
さ
れ
る
と
い

　
　
う
大
胆
な
合
理
主
義
的
確
信
を
逆
説
的
に
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
理
性
の
拡
張
は
、
岡
時
に
合
理
的
方
法
の
射
程
距
離
の
拡
大
で
あ
り
、
そ
の
対
象
た
る
学
問
の
無
際
限
な
拡
張
を
も
意
味

　
　
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
理
性
、
方
法
、
学
問
の
三
者
の
間
に
は
、
岡
質
性
と
い
う
観
点
で
対
応
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
前
章
で
見
た
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

　
　
理
性
は
雌
よ
に
し
て
普
遍
的
で
あ
る
。
そ
れ
を
導
く
べ
き
方
法
も
多
で
な
く
一
で
あ
り
、
ど
ん
な
凡
庸
な
人
に
も
普
遍
的
に
学
ば
れ
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

　
　
さ
ら
に
、
す
べ
て
の
学
問
は
互
に
他
に
依
存
し
内
的
に
結
合
し
た
常
に
同
一
な
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
つ
の
理
性
が
一
つ
の
方
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

　
　
に
よ
り
一
つ
の
学
問
（
た
と
え
ぽ
普
遍
数
学
）
を
創
る
の
で
あ
る
。
こ
の
三
者
の
統
一
は
認
識
の
無
際
限
な
拡
が
り
を
約
束
し
、
そ
の
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

　
　
束
の
上
に
、
す
べ
て
の
も
の
は
原
理
的
に
可
知
的
で
あ
る
と
い
う
十
七
世
紀
の
形
．
禰
上
学
的
合
理
主
義
に
特
徴
的
な
確
儒
が
成
立
す
る
の



で
あ
る
Q

　
以
上
の
こ
と
か
ら
し
て
、
方
法
に
お
け
る
理
性
の
役
割
は
明
ら
か
に
実
践
的
か
つ
主
知
主
義
的
で
あ
る
。
理
性
へ
の
仁
心
と
事
物
の
普

遍
的
可
知
性
へ
の
確
信
に
基
づ
い
た
デ
カ
ル
ト
の
方
法
論
的
思
想
は
、
所
謂
合
理
主
義
と
呼
ば
れ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

二
、
理
性
と
自
然
学

423

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

　
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
青
年
デ
カ
ル
ト
は
＝
ハ
一
八
年
べ
ー
ク
マ
ソ
を
識
っ
て
以
来
、
自
然
学
の
数
学
化
を
志
し
、
ガ
リ
レ
イ
ら
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

肩
を
並
べ
て
自
然
学
上
の
諸
問
題
の
解
明
に
熱
意
を
示
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
時
代
、
デ
カ
ル
ト
は
機
械
論
的
自
然

学
の
体
系
を
ま
だ
持
っ
て
お
ら
ず
、
逆
に
い
く
ら
か
の
生
気
論
的
概
念
を
保
存
し
て
い
た
形
跡
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
お
そ
ら
く
ル
ネ
サ
ン

ス
劃
然
哲
学
の
影
響
の
下
に
彼
は
思
想
の
表
明
に
際
し
て
一
種
の
象
徴
主
義
を
採
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
思
潮
ニ
○
年
頃
の
断
片
「
思

索
私
記
」
に
は
「
想
像
が
物
体
を
理
解
す
る
の
に
鍵
形
を
使
う
の
と
同
じ
よ
う
に
、
知
性
は
霊
的
事
物
を
想
い
描
く
の
に
風
や
光
な
ど
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

あ
る
感
寛
的
物
体
を
使
う
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
詩
を
愛
し
た
と
い
う
若
い
デ
カ
ル
ト
が
哲
学
的
理
性
よ
り
も
詩
的
想
像
に
「
深
い
思

　
　
　
　
　
（
4
9
）

想
」
を
認
め
た
の
は
、
こ
う
し
た
象
徴
主
義
を
背
景
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
一
六
一
九
年
の
零
感
に
満
た
さ
れ
た
夜
の
出
来

（
5
0
）

事
に
お
い
て
決
定
的
に
具
体
化
さ
れ
、
ま
た
そ
の
階
期
に
お
け
る
バ
ラ
十
字
会
へ
の
接
近
に
も
、
こ
う
し
た
傾
向
が
表
わ
れ
て
い
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
理
性
は
消
概
的
な
役
割
し
か
持
た
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
デ
カ
ル
ト
は
こ
の
詩
的
象
微
主
義
を

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

間
も
な
く
捨
て
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
す
ぐ
あ
と
で
理
性
的
推
論
の
方
が
詩
的
象
微
よ
り
も
強
い
説
得
力
が
あ
る
と
気
付
き
、
バ
ラ
牽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

字
会
に
つ
い
て
は
「
数
年
後
に
は
そ
れ
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
と
雷
明
す
る
に
吝
か
で
は
な
か
っ
た
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
「
規
則

論
」
や
「
世
界
論
」
を
如
い
た
一
六
二
九
年
頃
に
翌
っ
て
は
象
徴
的
思
想
は
全
く
払
拭
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
詩
的
想
像
へ
の
信
仰
が
、

舎
理
的
認
識
論
や
機
械
論
的
自
然
学
と
は
相
容
れ
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
Q

　
理
性
的
推
論
へ
の
確
信
は
、
数
学
や
密
然
学
の
個
別
的
研
究
か
ら
そ
れ
ら
を
す
べ
て
含
め
た
一
つ
の
普
農
学
の
構
想
へ
と
デ
カ
ル
ト
を

　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
合
理
虫
毅
に
つ
い
て
　
¢
⇒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
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哲
学
研
究
　
第
五
百
三
十
五
弩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

導
い
た
。
そ
れ
が
所
謂
普
遍
数
学
（
竃
帥
侍
び
①
ω
凶
ω
　
¢
⇒
叩
く
①
層
ω
鋤
一
一
〇
〇
）
で
あ
り
、
こ
の
学
は
「
人
聞
理
性
の
第
一
の
基
本
を
含
む
」
と
い
う
。

そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
普
遍
数
学
と
は
特
殊
な
数
学
で
は
な
く
「
願
序
と
尺
度
」
と
い
う
比
例
関
係
か
ら
す
べ
て
を
説
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

す
る
一
般
的
学
問
で
あ
る
。
そ
の
ね
ら
い
は
、
そ
の
中
に
お
い
て
大
き
さ
と
関
係
の
み
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
学
を
数
学
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

量
化
、
均
一
化
し
、
一
つ
の
学
問
に
統
一
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
プ
ラ
ン
は
理
性
の
性
格
と
完
全
に
符
合
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
普

遍
数
学
は
純
粋
な
量
関
係
の
み
を
考
察
す
る
が
、
そ
う
い
う
関
係
を
諸
鮒
象
か
ら
抽
象
す
る
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ
数
学
的
理
性
の
働
き
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

る
。
理
性
の
原
義
が
「
計
舞
」
な
い
し
「
比
例
関
係
の
把
握
能
力
偏
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
こ
と
は
十
分
嚇
せ
ら
れ
る
。
さ
ら
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

理
性
の
普
遍
的
拡
張
と
い
う
先
述
の
イ
デ
ー
は
、
「
こ
の
学
問
が
如
何
な
る
事
象
か
ら
で
も
真
理
を
取
り
繊
し
え
る
ま
で
に
成
長
す
べ
き
」

こ
と
を
約
束
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
普
遍
数
学
は
理
性
の
内
的
外
的
性
格
と
深
く
か
か
わ
る
点
で
理
性
の
第
一
の
春
本
を
含
む
と
解
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
デ
カ
ル
ト
は
こ
の
学
問
の
構
想
に
長
く
か
か
ず
ら
わ
ず
に
、
む
し
ろ
「
よ
り
高
度
な
学
聞
」
に
着
手
し
た
い
と
い
っ

て
い
る
。
実
際
、
彼
は
そ
の
後
こ
の
構
想
に
つ
い
て
は
一
言
も
し
て
い
な
い
。
だ
が
、
異
な
る
対
象
の
量
的
関
係
を
抽
象
す
る
と
い
う
こ

こ
に
提
出
さ
れ
た
イ
デ
ー
は
後
の
自
然
学
の
体
系
化
を
用
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
デ
カ
ル
ト
は
感
覚
へ
の
素
朴
な
信
頼
の
上
に
立
つ
旧
来
の
自
然
学
を
捨
て
、
新
た
な
自
然
学
を
設
立
し
よ
う
と
し
た
人
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

あ
る
。
た
と
え
ば
彼
は
、
虹
は
た
し
か
に
肖
然
の
驚
異
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
驚
異
は
そ
の
原
因
を
知
ら
な
い
こ
と
に
起
因
し
、
実
際
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

は
自
然
界
に
は
そ
の
理
性
的
説
明
が
で
き
な
い
ほ
ど
隠
さ
れ
た
珍
奇
な
現
象
は
存
在
し
な
い
、
ζ
蕎
っ
て
い
る
Q
で
は
彼
は
い
か
に
し
て

伝
統
的
な
麹
然
学
を
克
服
し
、
自
然
を
い
か
に
説
明
し
て
い
る
の
か
。
周
知
の
よ
う
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
ロ
ス
コ
ラ
の
自
然
学
は
実
体
的

形
相
の
理
論
の
下
に
、
自
然
界
の
感
覚
的
性
質
を
可
能
態
、
現
実
態
と
い
う
原
理
で
説
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
自
然
学
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

デ
カ
ル
ト
は
若
い
時
代
か
ら
批
判
し
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
「
規
則
論
」
や
「
世
界
法
」
で
は
運
動
の
伝
統
的
定
義
を
曖
昧
で
魔
術
的
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

と
称
し
、
そ
れ
に
幾
何
学
的
説
明
を
与
え
て
い
る
。
ま
た
燃
焼
と
い
う
現
象
に
つ
い
て
は
火
の
形
相
や
熱
と
い
う
性
質
を
考
慮
せ
ず
に
粒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

子
の
大
き
さ
と
速
度
と
の
関
係
で
説
明
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
彼
は
自
然
を
数
学
的
、
機
械
的
に
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
な



　
ぜ
デ
カ
ル
ト
は
こ
の
よ
う
に
実
体
的
形
相
に
批
覇
的
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
単
に
こ
の
理
論
が
明
断
さ
を
欠
く
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ

　
が
数
学
的
目
然
学
の
理
念
と
堀
容
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
お
よ
そ
、
両
者
は
そ
の
臨
発
点
か
ら
し
て
大
き
く
霜
違
し
て
い
る
。
伝
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

　
的
自
然
学
は
「
悟
性
の
内
に
あ
る
も
の
で
、
ま
ず
感
覚
の
内
に
な
か
っ
た
も
の
は
何
も
な
い
し
と
い
う
感
覚
的
原
理
か
ら
繊
発
し
、
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

　
　
て
の
運
動
の
起
源
で
あ
る
「
第
一
聖
者
」
の
発
見
に
至
っ
て
そ
の
体
系
を
閉
じ
る
。
こ
れ
に
嚇
し
て
デ
カ
ル
ト
の
自
然
学
は
「
，
悟
性
以
蒲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

　
　
に
は
何
も
知
ら
れ
え
な
い
」
と
い
う
原
理
か
ら
出
発
し
、
感
覚
的
世
界
を
越
え
た
知
的
世
界
の
発
冤
に
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
主
知
主
義

　
は
数
学
的
方
法
と
緊
密
に
連
絡
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
と
は
元
来
相
容
れ
ぬ
質
的
自
然
を
最
的
に
取
り
扱
う
こ
と
に
成
功
す
る
の
で

　
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
旧
来
の
自
然
学
を
克
服
し
て
い
る
。
領
掌
、
彼
は
自
然
を
何
か
生
き
た
も
の
で
な
く
序
章
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

　
見
た
如
く
「
一
つ
の
機
械
」
と
霧
倣
し
、
そ
の
説
明
原
理
と
し
て
は
粒
子
の
形
と
運
動
以
外
の
も
の
を
認
め
な
い
Q
そ
し
て
自
然
が
数
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

　
　
の
対
象
と
な
る
よ
う
、
ま
た
そ
の
研
究
が
数
学
と
同
じ
確
実
性
を
持
つ
よ
う
、
自
然
を
全
く
機
械
的
に
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

　
　
自
然
学
は
理
性
の
数
学
的
機
能
と
容
易
に
結
合
す
る
。
な
ぜ
な
ら
自
然
を
量
的
に
「
数
え
る
」
こ
と
が
で
き
る
の
は
感
覚
で
は
な
く
理
性

　
　
で
あ
る
か
ら
。

　
　
も
っ
と
も
、
自
然
学
方
法
論
の
側
か
ら
言
え
ば
、
以
上
の
よ
う
な
理
性
的
（
理
論
的
）
推
論
の
み
が
そ
の
方
法
で
は
な
い
。
あ
る
場
合

　
　
に
は
実
験
（
の
×
℃
ω
醜
一
Φ
回
回
O
①
）
の
重
要
性
を
デ
カ
ル
ト
は
無
視
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
あ
る
物
質
が
ど
れ
だ
け
の
数
に
分
割
さ

　
　
れ
る
か
、
ま
た
そ
れ
ら
が
ど
れ
だ
け
の
速
度
で
運
動
す
る
か
は
「
推
論
の
力
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
た
だ
実
験
の
み
に
よ
っ
て
知
ら
れ

　
　
（
7
0
）

　
　
る
篇
。
こ
の
よ
う
に
「
一
つ
の
真
理
を
説
得
す
る
た
め
に
は
常
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
論
拠
が
必
要
で
は
な
く
篇
、
そ
の
結
果
が
実
験
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

　
　
て
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
検
証
さ
れ
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
結
果
が
原
爾
を
逆
熟
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
は
デ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

　
　
カ
ル
ト
に
彼
の
自
然
学
を
「
一
つ
の
仮
説
」
と
し
て
み
る
余
裕
を
与
え
た
。
だ
が
「
も
し
仮
説
だ
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
演
輝
さ
れ
る
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
簿
）

　
　
べ
て
の
も
の
が
実
験
と
完
金
に
合
致
す
る
な
ら
ぽ
」
そ
れ
は
も
は
や
仮
説
で
は
な
く
真
理
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
実
験
に
よ
る
仮
説
の
検

　
　
証
と
い
う
仕
方
で
当
蒔
．
の
神
学
や
自
然
学
の
側
か
ら
の
批
判
を
懲
し
、
科
学
的
研
究
の
自
由
を
獲
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

鰯　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
倉
理
主
義
に
つ
い
て
　
◎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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五
四

ア
・
プ
リ
オ
リ
な
論
証
が
不
可
能
と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
理
論
的
推
論
は
実
験
に
席
を
譲
り
、
立
て
ら
れ
た
仮
説
を
実
験
に
よ
っ
て
確
か

め
る
と
い
う
方
法
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
何
も
デ
カ
ル
ト
の
窟
然
学
の
非
合
理
性
を
意
味
し
な
い
Q
な
ぜ
な
ら
、
実

験
は
恣
意
的
で
は
な
く
秩
序
立
っ
た
理
性
の
手
続
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
推
論
と
実
験
と
は
互
に
補
い
合
っ
て
自
然
学
を
確

実
な
も
の
と
し
て
い
る
。

　
自
然
学
に
お
い
て
は
、
理
性
の
数
学
的
、
主
知
主
義
的
性
格
が
存
分
に
発
揮
さ
れ
た
。
つ
ま
り
デ
カ
ル
ト
的
理
性
は
、
象
徴
主
義
や
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
質
的
自
然
学
を
嫌
い
、
普
遍
学
の
理
念
を
経
て
感
覚
的
散
界
を
越
え
た
知
的
地
平
に
機
難
論
的
自
然
学
を
樹
立
し
た
の

で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
デ
カ
ル
ト
の
自
然
学
は
十
分
合
理
主
義
的
だ
と
奮
え
よ
う
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
し
て
、
形
而
上
学
が
承
接
問
題
と
さ
れ
な
い
方
法
や
自
然
学
に
お
い
て
は
、
理
性
は
専
ら
霊
知
主
義
の
枠
の
中
で
働

き
、
そ
の
働
き
そ
の
も
の
に
は
絶
大
な
確
信
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
の
学
問
は
、
す
べ
て
が
合

理
的
仕
方
で
説
明
で
き
る
と
い
う
端
的
な
金
理
主
義
の
体
系
を
志
向
し
て
い
る
こ
と
に
は
疑
い
の
余
地
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
限
り

に
お
い
て
、
デ
カ
ル
ト
を
所
謂
合
理
主
義
者
と
着
嫁
す
従
来
の
哲
学
史
上
の
見
解
は
妥
当
し
て
い
る
ζ
言
っ
て
よ
い
。

（
1
）
　
主
知
主
義
（
汐
俘
亀
①
0
2
鉱
貯
影
①
）
と
は
、
殻
も
一
般
的
な
意
昧
で
は
「
存
在
す
る
全
て
の
も
の
は
、
少
く
と
も
原
理
上
、

　
さ
れ
る
と
す
る
説
」
と
さ
れ
る
（
》
●
り
巴
七
二
Φ
』
8
ら
琴
ミ
犠
、
越
萄
簿
ミ
ゆ
ミ
ミ
ら
、
．
ミ
心
ミ
へ
㌃
貯
、
ミ
奪
き
ミ
帽
包
◎

知
的
要
素
に
還
元

（
2
）
　
、
ミ
N
9
鷺
3
憎
誌
貯
8
」
〉
…
↓
．
ヌ
凸
9
一
。
。
占
餅

（
3
）
謡
ミ
鴨
昏
奪
≧
ミ
ミ
》
奪
9
脱
ω
δ
巽
㍗
曲
●
囲
■
。
。
幽
ρ

（
4
）
　
箏
，
㌧
ミ
竜
塁
℃
み
賦
8
・
〉
…
↓
’
ヌ
る
9
罫

（
5
）
ト
ミ
・
、
鴨
昏
ミ
態
蓬
ミ
ミ
弘
㎝
ム
山
①
。
。
9
＞
愚
・
H
㌫
濠
¶

（
6
）
　
沁
鳥
奮
×
●
》
一
β
×
ゆ
溢
8
ム
8
。

（
7
）
　
b
㌃
ら
‘
圃
7
》
一
8
・
謀
幽
碁
。
ピ
理
性
使
用
と
い
う
イ
デ
ー
は
後
の
モ
ラ
ル
に
お
い
て
も
重
要
で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
は
エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
宛
て
に
「
灘

　
性
使
絹
を
炎
う
く
ら
い
な
ら
生
命
を
失
っ
た
ほ
う
が
ま
し
で
あ
り
ま
す
」
と
、
惜
熱
的
な
欝
葉
を
残
し
て
い
る
○
無
謎
菟
昏
麹
、
鶏
守
ミ
、
～
“
サ
？
一
⑦
蒔
鮮
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諺
i
↓
．
気
・
卜
⊃
G
Q
卜
⊃
鯨

（
8
）
　
「
真
理
の
探
求
に
は
方
法
が
必
要
で
あ
る
」
（
沁
、
喚
畢
匿
。
》
1
↓
．
×
．
。
。
謡
）
。
だ
が
、
そ
れ
は
「
理
性
を
よ
く
導
く
た
め
の
方
法
」
（
b
ン
ら
二
片
津
吋
Φ
・

　
諺
1
↓
G
≦
●
掃
）
で
も
あ
る
。
偶
然
や
無
方
法
に
お
い
て
も
真
理
は
し
ば
し
ば
発
見
さ
れ
る
（
完
笥
恥
こ
　
×
．
》
1
8
．
　
×
・
駆
O
q
）
。
だ
が
、
無
秩
序
な
研
究

　
は
翼
然
の
光
を
乱
し
、
精
神
を
黛
繍
に
す
る
（
肉
面
こ
固
く
・
〉
一
8
・
×
。
G
◎
“
一
）
。
そ
れ
ゆ
え
理
性
を
驚
く
に
は
方
法
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

（
9
）
寒
㍗
ヂ
》
も
●
×
●
ω
①
・
。
”
《
○
ヨ
継
目
。
野
望
①
ω
け
8
α
q
昌
憲
。
8
障
帥
俸
。
＜
憲
窪
。
。
》
・

（
1
0
）
　
肉
恥
瞬
－
姦
。
》
一
6
’
×
．
爵
伊

（
1
1
）
　
肉
免
斡
“
繭
・
》
…
8
．
×
’
。
。
①
。
。
陣
。
。
刈
ρ
理
性
の
光
の
み
か
ら
生
ま
れ
た
直
観
は
、
い
わ
ば
鐡
観
的
理
性
の
働
き
で
あ
り
、
必
然
的
推
論
た
る
演
繹

　
は
推
論
的
理
性
の
働
き
で
あ
る
。

（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

（
1
5
）

（
1
6
）

b
鋳
£
閣
●
》
一
↓
。
謀
．
同
G
◎
鴇
肉
鮎
瞬
》
麟
・
諺
…
6
り
×
。
ω
①
昏
3
．

b
馬
逡
●
‘
坤
ぼ
9
℃
肉
偽
隣
こ
く
◎
》
i
↓
囑
×
●
ω
刈
O
’
沁
馬
鮫
り
蔭
・
》
1
6
。
×
。
画
一
Q
◎
●

肉
鴨
験
’
圏
・
》
1
6
．
×
．
戯
G
Q
．
O
鋳
£
跨
答
●

b
シ
ら
↓
閣
◎
諺
－
目
・
類
・
δ
・
肉
恥
頓
こ
く
悶
・
》
1
↓
●
×
。
ω
c
◎
S

「
私
が
盟
蜥
判
明
に
認
知
す
る
も
の
は
全
て
真
と
い
う
こ
の
原
理
は
、
囲
晦
…
判
閉
さ
の
指
標
（
ぎ
蝕
O
冨
）
が
十
分
に
示
さ
れ
な
い
間
は
、
わ
れ

　
わ
れ
に
と
っ
て
は
殆
ど
前
進
し
な
い
し
（
b
賠
辱
、
N
畿
象
魯
ミ
有
因
§
恥
ら
款
、
ミ
§
妊
。
鳶
Q
．
虫
訴
即
辱
ミ
憩
℃
働
鳥
O
Φ
噌
び
p
⊃
触
毛
許
嫁
零
や
ω
卜
a
G
Q
）
o

（
1
7
）
　
「
こ
の
第
一
規
矧
は
読
者
の
懇
願
裁
燈
を
要
求
す
る
。
つ
ま
り
明
塚
…
判
明
さ
の
程
度
は
彼
の
注
意
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

　
こ
に
そ
の
規
則
の
限
界
が
あ
る
」
（
ρ
圃
。
象
？
冨
三
ρ
b
偽
逡
ミ
咄
塁
ミ
N
こ
、
ミ
§
§
蓼
ミ
3
℃
．
は
）
o

（
1
8
）
　
た
と
え
ぽ
単
純
本
質
の
明
証
性
は
、
定
義
上
、
そ
れ
以
上
の
分
析
は
許
さ
れ
な
い
。
ア
ム
ラ
ソ
は
そ
れ
を
「
闘
証
性
の
ア
ト
ム
扁
と
正
豪
に
解

　
し
て
い
る
（
O
●
ぼ
p
・
ヨ
Φ
犀
P
即
遷
累
贈
ミ
眠
笥
b
象
ら
§
．
、
題
や
。
◎
①
）
Q

（
1
9
）
　
た
と
え
ば
「
存
在
」
や
「
思
惟
」
と
い
う
概
念
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
知
ら
れ
る
明
証
的
概
念
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
人
は
そ
れ
ら
を
精
神
に

　
よ
っ
て
覆
観
す
る
こ
と
が
出
来
る
（
沁
轟
’
圏
●
》
1
↓
．
×
。
ω
①
c
Q
毛
彫
象
ン
ミ
，
ら
、
罵
り
》
…
↓
。
×
噛
α
怒
φ
戯
）
。
ま
た
「
運
動
」
は
、
論
理
的
定
義
を
す
る
ま
で

　
も
な
く
、
そ
れ
自
身
で
十
分
よ
く
知
ら
れ
る
単
純
本
質
で
あ
り
、
各
人
が
淫
意
深
く
浅
ら
の
精
神
の
光
に
よ
っ
て
竃
観
す
べ
き
も
の
で
あ
る
（
沁
薦
‘

　
藁
．
》
1
↓
●
×
．
幽
N
？
蒔
b
σ
①
）
o

（
2
0
）
　
「
注
意
」
と
い
う
概
念
は
、
「
直
観
」
や
「
明
晦
」
の
定
義
に
す
で
に
含
ま
れ
て
い
る
（
肉
薦
‘
霞
・
諺
－
同
．
×
．
G
。
⑦
。
。
℃
》
，
貯
q
磁
回
田
・
蕊
●
）
。

デ
カ
ル
ト
の
食
理
主
義
に
つ
い
て
　
〔
9

五
五
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（
2
1
）
　
既
製
鱗
，
・
叉
・
》
1
6
・
×
・
高
O
ピ
沁
偽
堕
・
×
・
》
一
↓
・
×
・
膳
O
q
・
直
観
力
（
唱
Φ
諺
営
。
鋤
。
津
9
ω
）
は
、
「
最
も
単
純
な
容
易
な
も
の
の
考
察
に
轡
酌
に
全
思

　
惟
を
弔
い
る
し
よ
う
習
慣
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
天
的
に
そ
の
カ
を
伸
ば
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（
肉
馬
鮫
↓
　
ヌ
・
　
》
1
遍
’
　
〉
ハ
。
　
戯
O
O
一
薩
O
回
）
。

（
2
2
）
　
沁
笥
塾
響
×
．
》
一
臼
．
×
●
昏
0
9

（
2
3
）
　
N
ぐ
攣
’
臨
．
＞
1
8
．
×
。
戯
O
ρ

（
2
4
）
　
「
注
意
」
や
門
，
直
観
」
を
こ
の
よ
う
に
重
視
す
る
所
か
ら
、
デ
カ
ル
ト
の
方
法
は
心
理
主
義
的
に
す
ぎ
る
と
入
は
需
う
か
も
し
れ
な
い
。
実
際

　
そ
れ
ら
は
論
理
よ
り
も
心
理
に
依
存
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
も
の
を
知
り
う
る
の
は
、
も
の
に
比
興
が
向
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
限

　
る
の
で
あ
っ
て
「
ど
ん
な
小
さ
な
こ
と
で
も
注
意
を
払
わ
れ
な
い
な
ら
、
結
論
の
必
然
性
は
失
わ
れ
る
」
（
恥
舞
§
駄
ミ
三
下
、
o
、
～
更
◎
ミ
♂
》
一
↓
・
譲
・

　
顧
①
）
。
だ
が
、
注
意
や
紅
観
は
無
秩
序
に
働
く
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
対
象
は
、
確
実
に
認
識
で
き
る
も
の
（
た
と
え
ば
単
純
本
質
）
に
限
ら
れ
、

　
そ
の
働
き
は
純
漁
倍
性
に
よ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
は
常
に
厳
格
な
知
的
操
作
を
伴
う
の
で
あ
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
的
直
観
と
は
、
神
秘
酌
綴
観
の
類

　
い
と
は
縁
遠
い
知
的
直
観
で
あ
る
○
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
、
心
理
的
面
を
残
し
な
が
ら
も
、
同
時
に
濃
厚
な
知
的
掌
篇
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
次
に
「
習
慣
づ
け
」
と
か
「
練
習
」
と
い
う
イ
デ
ー
は
、
明
ら
か
に
緩
験
憲
義
的
で
あ
り
、
後
に
モ
ラ
ル
の
問
題
に
お
い
て
見
る
よ
う
に
、
所
謂

　
食
理
主
義
の
一
角
を
携
す
重
要
な
概
念
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
イ
デ
ー
は
方
法
の
非
合
理
性
を
示
す
よ
り
も
、
そ
の
実
践
的
性
格
を
添

　
す
た
め
に
提
示
さ
れ
て
お
り
、
前
考
を
あ
ま
り
強
調
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
2
5
）

（
2
6
）

（
2
7
）

（
2
8
）

（
2
9
）

（
3
0
）

（
3
1
）

（
3
2
）

（
3
3
）

（
3
4
）

b
、
亀
ご
臨
●
》
一
↓
の
‘
“
一
ρ

肉
免
喚
冒
慈
・
》
i
↓
●
×
．
も
◎
ゆ
。
◎
●

ミ
、
へ
～
」
Q
◎
り
Φ
一
ω
④
メ

以
下
の
議
論
は
、
沁
恥
肇
増
藁
「
跨
i
8
．
×
．
麟
嵩
～
戯
ト
こ
O
’
に
よ
る
◎

肉
へ
、
喰
ご
話
■
》
…
穆
り
×
ゆ
ω
ゆ
ω
．

、
ミ
へ
～
二
心
O
O
’

ミ
ミ
ニ
◇
。
リ
ハ
W
亀

、．

G
詩
～
二
ω
鱒
G
O
。

じ
㌃
へ
；
則
◆
〉
一
日
．
！
申
嘗

一
六
一
九
年
頃
の
断
ル
集
「
思
索
私
認
」
に
は
、
神
秘
窯
義
的
文
章
が
見
え
、
ま
た
こ
の
時
期
に
、
宗
教
結
祉
バ
ラ
十
字
会
に
興
味
を
示
し
た
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こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
戴
く
と
も
一
六
二
九
年
「
規
劇
論
」
執
．
筆
時
に
ほ
、
そ
う
し
た
神
秘
主
義
的
傾
向
は
全
て
捨
て
ら
れ
て
い
る
。

（
3
5
）
　
》
へ
鳳
叙
勘
寝
篭
。
、
詳
》
一
月
●
黛
一
一
堕
亟
画
■
こ
こ
に
理
性
の
心
眼
性
の
意
識
に
基
づ
く
眼
界
の
｛
仔
在
論
的
銀
槻
｛
が
あ
る
。

（
3
6
）
　
た
と
え
ぽ
、
神
が
無
限
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
o
o
ヨ
質
Φ
調
⑦
露
日
興
Φ
で
き
な
い
が
、
貯
酔
Φ
密
ひ
q
興
Φ
は
で
き
る
。
か
く
し
て
、
そ
の
こ
と
懲
体

　
は
、
明
晰
判
明
に
知
り
え
る
（
禿
“
、
O
、
～
勉
へ
妬
§
へ
嬉
隠
、
§
～
轟
、
，
箋
O
ミ
飛
欺
◎
、
詳
》
一
肩
’
ヌ
ー
一
。
c
◎
ゆ
）
○

（
3
7
）

（
3
8
）

（
3
9
）

（
4
0
）

（
4
1
）

（
4
2
）

　
学
を
モ
デ
ル
と
し
た
方
法
や
、
数
学
と
同
程
度
の
確
実
さ
を
持
つ
理
性
は
、

（
4
3
）

　
℃
．
外
⊃
お
参
照
。

（
4
4
）

（
4
5
）

（
4
6
）

（
4
7
）

（
4
8
）

（
4
9
）

（
5
0
）

肉
免
攣
轡
賢
・
》
一
8
’
×
◆
ω
刈
聾

沁
馬
斡
ゆ
謀
騨
〉
一
8
．
×
曾
ω
り
。
。
．

無
限
（
圃
無
ぎ
瞳
）
と
無
際
眼
（
蒙
塾
頭
）
と
の
区
燐
に
つ
い
て
は
、
等
ぎ
首
o
ρ
7
繋
を
参
照
の
こ
と
。

沁
笥
鮫
◆
曽
姦
轡
》
…
8
’
×
．
G
ゆ
㊤
り
乱
お
9

沁
馬
頓
；
圃
幽
》
一
↓
．
×
・
ω
0
齊

普
遍
数
学
（
］
≦
簿
7
Φ
ω
『
O
鳴
く
。
門
ω
9
欺
ω
）
と
は
、
す
べ
て
の
癖
物
を
顧
序
と
尺
度
と
い
う
角
度
．
か
ら
量
化
す
る
統
一
的
な
普
遍
学
で
あ
る
Q
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ず
れ
も
こ
の
学
問
の
形
成
に
不
可
欠
の
エ
レ
メ
ン
ト
で
あ
る
。

理
性
、
方
法
、
学
閣
の
同
質
性
に
つ
い
て
は
、
諺
．
国
鋤
謎
障
Φ
ぬ
質
量
℃
趨
、
ミ
な
偽
へ
N
．
ミ
蓬
ミ
、
，
鳥
へ
～
箋
耳
隠
、
～
寒
窃
ミ
駄
、
、
～
、
瓢
ミ
、
，
魁
へ
驚
ミ
、
、
ミ
。
旨
辱
ミ
♪

o
轡
O
．
踏
O
巳
。
。
一
轡
Φ
≦
δ
り
b
塁
ら
§
，
、
籠
ミ
勘
、
，
ミ
、
ミ
～
ミ
身
ミ
き
マ
G
o
．

そ
れ
は
べ
…
ク
マ
ソ
の
日
記
に
糊
確
に
記
さ
れ
て
い
る
（
》
！
8
■
×
．
紹
）
Q

た
と
え
ば
、
物
体
落
下
の
法
雛
、
角
の
三
等
分
の
問
題
等
。
な
お
、
こ
の
時
代
に
「
音
楽
提
要
捻
が
べ
；
ク
マ
ソ
に
献
じ
ら
れ
て
い
る
。

ハ
ご
讐
ミ
欺
§
麩
辱
、
、
尋
ミ
ミ
ゆ
跨
…
8
「
×
◎
鍵
メ

N
）
身
ら
二
同
．
〉
一
↓
阜
謀
■
圃
一
盗
、
簿
鉱
ω
ゆ
ヨ
O
毎
、
の
蕉
×
鳥
㊦
貯
．
℃
O
伽
ω
冨
》

6
0
ぴ
q
閂
δ
甑
。
協
Φ
ω
鶯
鳳
く
箕
鋤
倉
》
－
－
目
．
×
◆
紬
笏
噂
》
・
じ
d
鉱
綴
簿
噂
卜
自
二
日
へ
～
免
〉
へ
ヘ
ミ
蔑
、
ミ
，
＼
）
箋
眺
匙
こ
隻
”
剛
．
や
O
G
・
｛

そ
の
夜
の
こ
埋
の
夢
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
風
や
光
は
霊
的
な
轡
心
味
を
も
ち
、
　
一
陽
編
の
詩
句
は
デ
カ
ル
ト
の
生
を
導
く
重
い
意
味
を
．
も
っ
て
い

　
た
（
沁
O
象
甲
り
Φ
喫
ジ
》
ト
ご
ミ
ミ
、
、
偽
へ
鑓
鳶
塁
ら
ミ
・
誉
語
℃
・
①
ε
o

（
5
1
）
　
㌶
鍵
8
一
U
Φ
O
o
貰
ρ
卜
蹟
ミ
ミ
ミ
心
ミ
、
さ
無
ミ
N
箋
へ
㌃
b
偽
象
§
，
誉
8
（
〉
講
賦
く
①
。
。
無
¢
鳩
窯
一
〇
。
。
8
鑓
。
お
爾
）
は
、
象
微
勢
門
を
デ
カ
ル
ト
は

　
生
灘
捨
て
な
か
っ
た
と
講
じ
る
が
、
筆
麟
は
こ
の
論
文
を
詳
細
に
検
討
す
る
暇
が
な
か
っ
た
。

　
　
デ
カ
ル
ト
の
合
理
童
義
に
つ
い
て
　
◎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
も
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誓
学
研
究
　
第
五
百
三
十
五
脅

五
八

（
5
2
）
b
㌃
♪
ツ
｝
1
↓
・
≦
●
メ

（
5
3
）
》
．
ゆ
鉱
目
Φ
ρ
卜
黛
黛
馬
駄
嚇
さ
弟
鴫
貯
ミ
，
b
箆
ミ
、
，
ミ
卸
圃
．
や
⑩
ゲ

（
5
4
）
　
沁
笥
斡
Ψ
賓
．
》
一
6
●
×
「
ω
刈
野
～
・
P
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
箇
所
の
「
学
」
を
「
方
法
」
と
解
し
て
い
る
（
㎏
●
℃
．
≦
Φ
ぴ
Φ
び
ト
犠
ら
。
謹
ミ
黛
、
㌧
§

叙
黛
慰
聴
ミ
叙
宇
瓦
霜
磯
ミ
籍
”
唱
．
刈
）
。
し
か
し
、
緊
ン
テ
キ
ス
ト
の
上
か
ら
匂
え
ば
、
「
学
扁
と
は
明
ら
か
に
普
遜
数
学
の
こ
と
で
あ
る
。
o
粋
｝
だ
三
少

○
ミ
尊
，
へ
曙
辱
ミ
～
9
召
辱
ミ
槍
ミ
鰯
気
恥
b
箋
ら
§
，
鷺
3
H
●
や
⑫
声
轟
◎
8
磨

（
5
5
）
肉
鴨
瞬
曽
賓
・
》
－
↓
●
×
。
し
ゅ
刈
c
Q
の
肉
譲
4
×
一
く
．
跨
一
↓
．
×
噂
心
⊂
n
一
吟

（
5
6
）
　
一
六
｛
九
年
、
デ
カ
ル
ト
は
一
つ
の
量
的
一
号
問
を
考
え
て
い
る
（
ト
ミ
尋
，
昏
昏
靴
墨
ら
ミ
㌶
ミ
～
”
悼
①
i
も
φ
1
一
①
一
〇
）
o
こ
の
田
心
湘
心
は
、
諸
学
の
方
法
的
儲
就

　
～
と
い
う
「
規
則
論
」
に
示
さ
れ
た
イ
デ
…
と
呼
応
す
る
o

A62
v

A　　A　　A　　A
61　60　59　58
v　　v　　v　　v

A57
v
9
．
》
●
い
巴
。
鵠
伍
ρ
＜
驚
斜
ミ
N
ミ
、
・
鳴
鷺
ら
、
ミ
心
ミ
ミ
ミ
、
ミ
ミ
畿
駄
鴨
貯
、
ミ
ミ
乙
蔑
～
、
四

海
磯
4
緊
●
〉
…
↓
．
×
θ
ω
凝
．

馬
黛
駄
こ
G
◎
刈
り
．

卜
義
蒸
織
。
、
題
闇
》
…
8
・
謀
の
ト
っ
も
ウ
一
噂
ら
◇
楠
9

N
ず
賊
ミ
魯
霧
”
緊
．
日
G
Q
メ

肉
免
鮫
”
姦
ゆ
》
一
8
●
×
●
駆
ト
∂
①
．
運
動
は
「
可
能
態
に
お
け
る
限
り
の
可
能
的
存
在
の
現
実
態
で
あ
る
」
と
定
義
さ
れ
て
い
た
。
o
h
冒
》
急
馨
。
、
、
浬
ギ

亀
ら
3
b
⊃
O
一
鋤
冒

（
6
3
）
織
寒
ミ
ぎ
調
》
懸
．
ζ
。
。
り
ム
9
㌻
，
ミ
導
鼻
H
H
．
卜
。
傘
込
。
9

（
6
4
）
卜
鞘
さ
ミ
叙
乾
臨
．
》
一
↓
・
蒸
角
二
二
さ
、
酎
へ
～
3
＜
●
》
1
↓
●
察
辱
b
◎
G
◎
…
G
◎
轡

　
れ
て
い
る
（
、
、
，
匙
鳥
、
翁
》
堵
．
H
り
。
。
I
b
っ
O
ω
）
o

（
6
5
）

（
6
6
）

（
6
7
）

（
6
8
）

（
6
9
）

b
㌃
£
宅
’
》
1
↓
．
嵩
．
G
Q
メ

隷
§
、
ミ
斜
鼠
●
》
；
↓
●
臨
尋
一
ト
◇
’

肉
馬
喚
冒
姦
．
諺
一
↓
．
×
．
G
◎
り
9

箏
、
～
ミ
鳶
覇
u
受
．
掃
G
Q
O
Q
●

宇
斡
ミ
愚
題
り
閏
。
鐙
．

こ
の
粒
子
説
は
、
後
の
「
哲
学
多
事
し
に
お
い
て
体
系
的
に
説
明
さ



（
7
0
）
　
箏
，
㌧
ミ
号
塗
篶
．
臨
●

（
7
1
）
　
い
ミ
、
≧
昏
一
ミ
甑
ミ
，
》
器
山
…
一
8
G
。
曾
キ
白
．
圃
．
鱗
O
ω
ふ
黛
・

（
7
2
）
　
N
）
ン
ら
こ
謀
「
》
一
8
．
類
■
蕊
●
原
爾
は
結
果
を
説
明
（
①
図
嘘
類
盤
曾
）
し
、
結
果
は
原
國
を
証
明
（
箕
。
償
く
¢
、
）
す
る
。
⑦
×
一
二
ρ
餌
興
と
箕
9
モ
賃

　
と
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
ピ
O
掌
お
勲
竃
O
識
9
欝
i
↓
点
①
ら
Q
c
。
巳
》
一
β
麗
●
お
刈
山
O
G
。
を
参
照
の
こ
と
。

（
7
3
）
　
》
・
篤
ミ
磁
塁
〉
逼
●
甑
竃
◎

（
7
4
）
　
o
瞥
勺
謁
、
～
鼠
㌧
飾
チ
篇
∵
一
①
「
そ
こ
か
ら
演
繹
さ
れ
る
も
の
が
実
験
と
完
全
に
含
致
し
さ
え
ず
れ
ば
、
今
わ
れ
わ
れ
の
仕
方
を
自
由
に
想
定
で
き

　
る
㌔

第
三
章
　
理
性
の
形
而
上
学
的
側
面

一
理
性
と
形
而
上
学
－

　
　
　
方
法
や
自
然
学
に
お
い
て
は
理
性
の
在
り
方
は
主
知
主
義
的
で
あ
り
、
理
性
は
穿
く
疑
い
の
余
地
な
き
透
明
な
概
念
で
あ
っ
た
。
で
は
、

　
　
形
而
上
学
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
序
章
の
終
わ
り
で
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
理
性
の
機
能
そ
の
も
の
の
、
よ
り
立
ち

　
　
入
っ
た
存
在
論
的
反
省
が
行
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
懐
疑
、
コ
ギ
ト
、
神
、
循
環
論
、
誤
謬
、
感
覚
の
復
権
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
形
而

　
　
上
学
に
お
け
る
主
要
な
テ
ー
マ
と
理
性
と
の
関
係
を
考
察
し
て
理
性
の
形
而
上
学
的
側
面
を
解
明
し
て
み
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
彼

　
　
の
形
面
上
学
的
思
想
を
単
純
に
合
理
主
義
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
吟
味
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
一
、
懐
疑
と
理
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
　
懐
疑
は
形
而
上
学
の
出
発
点
で
あ
り
、
偏
見
の
除
去
と
感
覚
か
ら
の
離
脱
を
期
し
て
形
而
上
学
の
必
要
と
す
る
透
明
な
知
的
世
界
を
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
意
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
で
は
、
デ
カ
ル
ト
は
い
か
に
疑
っ
た
か
。
周
知
の
よ
う
に
、
懐
疑
の
逆
馬
は
感
覚
的
事
物
と
数
学
の
論
証
と
い

姻　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
合
理
主
義
に
つ
い
て
　
⇔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九



　
　
　
　
　
折
研
学
研
究
　
　
鑓
五
｝
曝
鶯
一
∴
1
五
口
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

魏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
）

　
　
う
二
つ
の
事
柄
に
向
け
ら
れ
た
。
　
「
そ
れ
ら
の
上
に
私
の
す
べ
て
の
幸
い
夢
見
が
支
え
ら
れ
て
い
た
」
か
ら
で
あ
る
。
感
覚
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
外
的
感
覚
の
み
な
ら
ず
内
的
感
覚
も
「
多
く
の
場
合
わ
れ
わ
れ
を
欺
い
た
こ
と
を
経
験
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
知
っ
て
い
る
」
。
た
と
え

　
　
ば
四
角
い
塔
を
円
い
塔
と
見
誤
ま
っ
た
り
、
夢
と
現
実
と
の
区
燐
が
付
け
ら
れ
な
か
っ
た
り
す
る
如
く
。
そ
し
て
二
度
で
も
わ
れ
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
を
欺
い
た
こ
と
の
あ
る
も
の
に
は
決
し
て
金
幅
の
信
頼
を
概
か
な
い
の
が
賢
慮
」
な
の
で
あ
る
Q
次
に
数
学
の
論
証
に
つ
い
て
は
、
幾
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
学
の
単
純
な
問
題
に
つ
い
て
さ
え
も
誤
謬
推
理
を
す
る
入
が
い
る
し
、
さ
ら
に
決
定
的
な
こ
と
に
は
「
わ
れ
わ
れ
を
攣
っ
た
神
．
は
、
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
＞

　
　
わ
れ
わ
れ
が
最
も
よ
く
知
っ
て
い
る
つ
も
り
の
こ
と
に
対
し
て
さ
え
も
常
に
わ
れ
わ
れ
が
誤
ま
る
よ
う
に
し
て
い
る
」
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
こ
う
し
て
デ
カ
ル
ト
は
感
覚
も
数
学
も
疑
い
、
最
後
に
嫡
悪
霊
を
想
定
す
る
と
い
う
、
か
の
誇
張
的
懐
疑
に
至
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
さ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
問
題
は
、
こ
こ
で
理
性
そ
の
も
の
が
疑
わ
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
感
覚
的
事
物
の
糞
理
が
疑
わ

　
　
れ
た
時
、
疑
わ
れ
て
い
る
当
の
も
の
は
感
覚
や
想
像
の
働
き
で
あ
っ
て
、
理
性
の
そ
れ
で
は
な
い
。
　
「
な
ぜ
な
ら
、
結
審
わ
れ
わ
れ
が
醒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
め
て
い
よ
う
と
眠
っ
て
い
よ
う
と
理
性
の
明
証
性
に
よ
っ
て
の
み
も
の
ご
と
を
儒
じ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
㌔
実
際
、
疑
わ
し
き
を
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
ず
べ
か
ら
ず
と
命
じ
た
の
は
理
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
理
性
は
明
ら
か
に
疑
い
の
外
に
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
だ

　
　
が
、
数
学
の
論
証
の
真
理
が
疑
わ
れ
た
時
、
理
性
の
働
き
そ
の
も
の
に
も
嫌
疑
が
か
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、

　
　
デ
カ
ル
ト
は
幾
何
学
的
推
論
に
お
け
る
理
性
の
誤
ま
り
の
可
能
性
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
は
悪
霊
の
狡
智
の
萌
に
は
、
理
牲
の
機
能
そ
の
も

　
　
の
が
根
本
的
に
誤
ま
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
根
拠
を
挙
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
Q
た
と
え
ぽ
、
わ
れ
わ
れ
は
数
学
的
真

　
　
理
を
睾
丸
に
理
解
し
て
い
る
つ
も
り
だ
が
、
「
三
角
形
の
内
角
の
和
は
二
藏
角
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
真
理
で
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
神
に
と
っ
て
は
自
由
で
あ
っ
た
」
。
な
ぜ
な
ら
「
永
遠
だ
と
い
わ
れ
る
数
学
的
真
理
は
神
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
、
神
に
全
く
依
存
し
」
、
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
の
カ
は
無
窮
に
し
て
わ
れ
わ
れ
に
は
不
可
侵
の
も
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
紳
が
、
わ
れ
わ
れ
に
は
矛
浴
し
て
い
る
と
見
え
る
も
の
を
も
真

　
　
理
と
し
え
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
あ
る
神
が
い
て
、
私
に
は
最
も
明
白
と
想
わ
れ
る
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
も
私
が
誤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
王
）

　
　
ま
る
よ
う
な
本
性
を
私
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
」
の
で
あ
る
か
ら
、
ロ
デ
ィ
ス
担
レ
ヴ
ィ
ス
の
言
う
よ
う
に
「
理
性
の
本
性
そ
の
も
の



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

が
、
そ
の
正
常
な
機
能
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
疑
い
を
持
た
れ
る
し
と
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
「
規
則
論
」
に
お
け

る
よ
う
な
真
理
の
主
知
主
義
的
支
柱
で
あ
っ
た
数
学
的
理
性
の
明
証
性
が
懐
疑
と
い
う
批
判
に
よ
っ
て
瓦
解
し
、
「
省
察
」
に
お
け
る
よ

う
に
そ
の
支
柱
そ
の
も
の
の
存
在
論
的
基
礎
が
形
而
上
学
の
側
か
ら
問
い
直
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、
具
体
的
に

は
「
雀
察
扁
第
二
答
弁
で
、
無
神
論
者
は
数
学
的
真
理
を
知
り
え
て
も
真
な
る
神
を
知
ら
ぬ
以
上
、
懐
疑
か
ら
脱
し
え
ず
、
「
真
に
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

確
実
な
学
問
」
を
持
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
需
明
は
、
も
は
や
数
学
的
自

然
学
者
デ
カ
ル
ト
の
言
明
で
は
な
く
、
形
蒲
上
学
者
デ
カ
ル
ト
の
そ
れ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
理
性
へ
の
主
知
主
義
的
確
信
よ
り

も
、
そ
の
確
信
の
形
而
上
学
的
基
礎
づ
け
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
そ
こ
に
は
困
難
な
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
デ
カ
ル
ト
は
ま
さ
に
そ
の
基
礎
づ
け
の
作
業
そ
の
も
の
に
お
い

て
、
序
章
で
触
れ
た
如
く
、
理
性
（
自
然
の
光
）
の
明
証
性
を
不
可
疑
の
真
理
基
準
と
し
て
実
際
に
使
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
神
の
存
在
証
明
の
途
上
で
、
デ
カ
ル
ト
は
「
無
か
ら
は
何
も
の
も
生
じ
な
い
」
と
い
う
論
理
的
命
題
を
自
然
の
光
に
よ
っ
て
明
白
な

（
1
7
）

り
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
光
の
莫
理
性
の
存
在
論
約
根
拠
は
不
問
に
付
さ
れ
て
い
る
。
　
「
私
は
疑
う
た
め
に
し
か
疑
わ
な
い
懐
疑
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

者
を
真
似
し
た
の
で
は
な
い
」
と
デ
カ
ル
ト
は
こ
こ
で
濯
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
彼
が
雷
う
と
こ
ろ
の
悪
霊
の
力
を
以
て
す
れ
ぽ
、

そ
の
命
題
を
覆
す
こ
と
は
赤
子
の
手
を
捻
る
に
等
し
い
こ
と
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
デ
カ
ル
ト
は
、
一
方
で
理
性
の
機
能
を

根
本
か
ら
疑
う
と
い
う
形
而
上
学
の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
他
方
で
理
性
へ
の
主
知
主
義
的
確
儒
を
温
存
す
る
と
い
う
不
徹
底
な
面
を
残
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

二
、
コ
ギ
ト
と
理
性

　
　
　
理
性
の
形
而
上
学
的
基
礎
づ
け
は
、
ま
ず
コ
ギ
ト
の
発
見
に
お
い
て
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
は
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
点
を
探
す

　
　
べ
く
懐
疑
の
道
を
進
み
、
最
後
に
は
「
わ
れ
思
う
故
に
わ
れ
在
り
」
と
い
う
命
題
を
必
然
的
な
真
理
と
し
て
自
覚
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
私

334　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
含
理
霊
義
に
つ
い
て
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
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ハ
ニ
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@
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
1
）

4　
　
が
み
ず
か
ら
を
何
も
の
か
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
そ
の
時
に
私
が
実
際
存
在
し
な
い
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
不
合
理
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
　
し
て
、
そ
う
い
う
私
と
は
何
で
あ
る
か
を
尋
ね
、
思
惟
こ
そ
が
私
か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
究
極
の
必
要
条
件
的
本
質
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
（
2
1
）

　
　
知
る
。
結
局
、
「
私
と
は
厳
密
に
雷
え
ば
ま
さ
に
思
惟
す
る
も
の
、
つ
ま
り
精
神
で
あ
り
悟
性
で
あ
り
理
性
で
あ
る
」
。
そ
れ
ゆ
え
コ
ギ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
発
見
は
私
の
本
質
と
し
て
の
理
性
の
形
而
上
学
的
発
見
だ
と
雷
え
よ
う
。
形
而
上
学
的
と
需
う
理
由
は
、
理
性
の
存
在
が
あ
ら
φ
る
懐

　
　
疑
を
以
て
し
て
も
抗
い
え
な
い
コ
ギ
ト
に
よ
り
存
在
論
的
に
発
見
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
序
説
」
第
五
部
で
は
、
人
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
本
質
と
し
て
の
理
性
の
存
在
が
単
な
る
経
験
的
事
実
と
し
て
確
認
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
コ
ギ
ト
の
発
見
に
お
い
て
理
性
の
存

　
　
在
は
私
の
本
質
と
し
て
形
面
上
学
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
だ
が
、
そ
れ
は
理
性
の
存
在
で
あ
っ
て
、
そ
の
真
理
性
の
基
礎
づ
け
は
未
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
コ
ギ
ト
は
神
の
誠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
　
実
を
援
用
せ
ず
に
発
冤
さ
れ
た
特
権
的
真
理
で
あ
る
。
こ
の
特
権
ゆ
え
に
コ
ギ
ト
は
「
哲
学
の
第
一
原
理
」
と
悪
縁
さ
れ
た
。
し
か
し
、

　
　
こ
の
原
理
は
理
性
に
対
す
る
優
先
権
を
持
つ
程
の
特
権
を
有
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
コ
ギ
ト
の
発
見
さ
れ
た
状
況
を
も
う
一
度
調
べ
薩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
騒
）

　
　
し
て
み
る
と
、
そ
れ
は
「
三
段
論
法
の
力
」
に
よ
っ
て
演
繹
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
門
精
神
の
単
純
な
直
観
し
す
な
わ
ち
「
自
然
の
光
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
　
よ
っ
て
真
と
着
倣
さ
れ
た
」
も
の
だ
と
書
う
。
換
雷
す
れ
ぽ
、
自
然
の
光
の
真
理
性
へ
の
確
信
な
し
に
は
コ
ギ
ト
の
発
見
に
至
る
こ
と
は

　
　
で
き
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
、
第
一
原
理
は
、
論
理
的
に
は
コ
ギ
ト
よ
り
も
自
然
の
光
（
理
性
）
だ
と
い
う
不
合
理
な
こ
と
に
な
る

　
　
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
デ
カ
ル
ト
は
そ
こ
で
理
性
が
真
と
示
す
こ
と
が
何
に
よ
っ
て
そ
の
通
り
に
真
だ
と
保
証
さ
れ
る
か
と
い
う
形
而

　
　
上
学
的
根
拠
を
示
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
「
規
則
論
」
の
よ
う
な
主
知
主
義
的
立
場
で
は
、
直
観
が
そ
れ
を
保
証
す
る
と
雷
う
だ
け

　
　
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
直
観
の
真
理
性
そ
の
も
の
が
根
本
か
ら
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
従
っ
て
、
理
性
の
存
在
は
コ
ギ
ト
に
よ
り
発
見
さ
れ
な
が
ら
、
コ
ギ
ト
は
未
だ
形
而
上
学
的
検
証
を
受
け
て
い
な
い
理
性
の
真
理
性
へ

　
　
の
確
儒
に
よ
っ
て
膚
覚
さ
れ
る
と
い
う
一
種
の
循
環
が
こ
こ
に
潜
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。



三
、
神
と
理
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
　
理
性
の
真
理
性
は
最
終
的
に
神
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
永
遠
真
理
創
造
鉱
油
か
ら
十
分
察
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

　
　
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
そ
の
神
が
誠
実
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
神
を
語
る
に
先
立
っ
て
、
欺
く
神
と
理
性

　
　
と
の
間
に
一
種
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
が
存
在
す
る
こ
と
を
象
微
的
に
述
べ
て
い
る
。
欺
く
神
の
こ
と
を
考
え
る
と
理
性
の
閉
証
性
も
疑
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
　
が
、
理
性
の
こ
と
を
考
え
る
と
そ
れ
は
決
し
て
疑
え
ぬ
と
「
説
得
」
さ
れ
て
し
ま
う
、
と
。
こ
の
言
明
は
、
理
性
の
問
題
の
難
し
さ
を
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
理
的
側
面
か
ら
シ
ャ
ー
プ
に
と
ら
え
た
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
が
、
デ
カ
ル
ト
は
こ
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
永
く
か
か
ず
ら
う
こ
と
な

　
　
く
そ
れ
を
誠
実
な
る
神
の
存
在
証
明
に
よ
っ
て
一
挙
に
切
り
崩
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
証
明
は
ど
う
い
う
形
で
な
さ
れ
た

　
　
か
。
周
知
の
よ
う
に
神
は
私
の
内
な
る
神
の
観
念
の
実
在
的
原
因
と
し
て
、
私
の
存
在
を
絶
え
ず
保
存
す
る
原
因
と
し
て
、
そ
し
て
そ
の

　
　
本
質
の
内
に
存
在
を
必
然
的
に
有
す
る
完
全
者
と
し
て
現
実
に
存
在
す
る
と
結
論
さ
れ
た
。
こ
の
認
識
に
立
っ
て
デ
カ
ル
ト
は
神
が
誠
実

　
　
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
「
す
べ
て
の
偽
り
や
欺
き
の
う
ち
に
は
何
ら
か
の
不
完
全
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
そ
し
て
た
と
え
欺
き
う
る
と
い
う
こ
と
は
明
敏
さ
や
力
強
さ
の
証
拠
だ
と
見
え
て
も
、
し
か
し
な
が
ら
欺
こ
う
と
欲
す
る
こ
と
は
疑
い
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
な
く
弱
さ
や
悪
意
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
ゆ
え
に
そ
れ
は
神
の
内
に
は
見
出
さ
れ
な
い
し
。

　
　
　
こ
こ
に
発
見
さ
れ
た
善
な
る
神
は
、
欺
く
神
や
悪
霊
と
い
う
仮
説
を
排
去
し
、
先
述
し
た
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
無
効
に
す
る
Q
な
ぜ
な
ら
、

　
　
そ
の
神
は
理
性
の
輿
理
性
を
完
全
に
保
証
し
、
合
理
主
義
的
認
識
一
般
を
存
在
論
的
に
基
礎
づ
け
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
「
神

　
　
は
最
善
に
し
て
あ
ら
ゆ
る
真
理
の
源
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
を
創
っ
た
の
は
神
で
あ
っ
て
み
れ
ぽ
、
神
が
わ
れ
わ
れ
に
与
え
た
真
偽
を
区
別

　
　
す
る
力
あ
る
い
は
能
力
は
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
う
ま
く
使
う
場
合
、
決
し
て
誤
ま
ら
ず
、
あ
る
も
の
が
真
理
で
あ
る
こ
と
を
明
証
的
に
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
　
す
、
と
い
う
こ
と
は
確
実
で
あ
る
」
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
「
神
は
欺
賢
者
と
延
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
」
。
さ
ら
に
明
晰
判

　
　
明
な
認
識
が
常
に
真
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
ま
さ
に
神
が
存
在
し
、
完
全
な
存
在
者
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
内
に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
が

354　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
含
理
霊
義
に
つ
い
て
　
⇔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三



436

　
　
　
　
哲
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研
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瓢
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山
ハ
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

神
に
由
来
す
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
の
み
保
証
さ
れ
る
し
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
～
般
に
「
す
べ
て
の
学
問
の
確
実
性
と
真
理
性
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

は
ひ
と
り
真
な
る
神
の
認
識
に
の
み
依
存
す
る
」
と
言
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
理
性
の
最
終
的
根
拠
付
け
に
お
い
て
も
難
問
が
鎌
首
を
擾
げ
て
く
る
の
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
と

い
う
の
は
、
デ
カ
ル
ト
は
神
の
存
在
証
明
に
お
い
て
未
だ
検
証
さ
れ
て
い
な
い
公
理
や
規
則
を
使
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
吏
ば
因

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

果
律
は
「
自
然
の
光
に
よ
っ
て
明
白
な
も
の
」
だ
と
い
う
が
、
そ
れ
を
今
こ
こ
で
使
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
自

然
の
光
は
神
の
誠
実
が
証
さ
れ
な
い
う
ち
は
疑
い
の
余
地
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
明
晰
判
明
知
の
恒
常
的
真
理
性
を
デ
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

ル
ト
は
「
一
般
的
規
則
」
と
し
て
神
の
存
在
証
明
の
中
で
駆
使
し
て
い
る
が
、
そ
の
規
則
は
、
い
ま
し
が
た
引
用
し
た
よ
う
に
、
神
の
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

在
に
先
立
っ
て
は
証
明
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
デ
カ
ル
ト
の
循
環
は
明
ら
か
で
あ
り
、
む
か
し
ア
ル
ノ
ー
が
表
明
し
た
疑
催
の
念

を
わ
れ
わ
れ
も
禁
じ
え
な
い
。

　
結
局
、
わ
れ
わ
れ
は
理
性
と
懐
疑
、
コ
ギ
ト
、
神
と
の
関
係
を
吟
味
し
て
来
て
、
そ
こ
に
一
貫
し
た
循
環
論
の
鉱
脈
が
埋
蔵
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
見
出
し
た
こ
と
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
デ
カ
ル
ト
の
形
蒲
上
学
の
歩
み
を
一
応
止
め
て
、
そ
の
鉱
脈
の
全
体
を
発
掘

し
て
お
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

四
、
デ
カ
ル
ト
的
循
環

　
三
つ
の
問
題
を
通
し
て
析
出
さ
れ
た
循
環
論
は
、
三
者
に
共
通
す
る
同
じ
一
つ
の
問
を
提
鵡
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
Q
そ
れ
は
、
理
性

へ
の
主
知
主
義
的
確
信
が
あ
る
条
件
の
下
で
は
神
の
誠
実
を
倹
た
ず
と
も
絶
対
的
に
真
と
い
え
る
か
と
い
う
問
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
問

題
の
核
心
は
、
理
性
が
神
の
保
証
を
受
け
る
以
前
に
、
懐
疑
を
免
れ
、
翼
ギ
ト
の
発
見
を
動
機
づ
け
、
公
理
群
の
諸
規
則
を
基
礎
づ
け
る

に
足
る
明
証
性
な
い
し
真
理
性
を
有
す
る
か
否
か
に
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
デ
カ
ル
ト
は
こ
の
間
に
肯
定
的
に
答
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ぽ
神
の
存
在
証
明
に
未
公
認
の
公
理
を
使
っ
た
こ
と
に
関
し
て



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

　
　
は
、
「
神
の
存
在
を
証
明
す
る
諸
論
拠
（
た
と
え
ば
公
理
）
に
注
意
（
無
富
翼
δ
謎
）
を
払
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
」
公
理
は
誤
ま
ら
ず
そ
の

　
　
証
明
は
有
効
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
公
理
が
十
分
な
注
意
を
以
て
「
明
噺
覇
明
に
理
解
さ
れ
る
限
り
は
」
公
理
は
そ
れ
麟
体
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

　
　
し
て
開
証
的
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
い
う
曙
弾
性
に
は
不
可
抗
的
に
同
意
せ
ざ
る
を
え
な
い
本
性
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

　
　
は
わ
れ
わ
れ
は
同
じ
一
つ
の
も
の
に
常
に
精
神
を
引
き
つ
け
て
お
く
こ
と
が
で
き
な
い
本
性
を
も
持
っ
て
い
る
。
た
と
え
ぽ
、
前
提
そ
の

　
　
も
の
に
注
意
せ
ず
に
そ
こ
か
ら
導
出
さ
れ
た
結
論
だ
け
を
想
起
（
ω
①
ω
o
離
く
鶏
ε
す
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
が
、
そ
の
場
合
そ
の
導
出
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

　
　
い
か
に
明
晰
判
明
で
あ
っ
た
か
を
想
起
し
た
つ
も
り
で
も
「
神
の
認
識
な
し
に
は
結
論
が
不
確
実
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
㌔
す
な

　
　
わ
ち
、
あ
る
推
論
が
現
前
の
注
意
で
は
な
く
明
証
性
の
記
憶
に
頼
る
場
合
に
は
、
そ
し
て
そ
の
場
合
に
お
い
て
の
み
神
の
認
識
が
そ
の
記

　
　
憶
を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
要
請
さ
れ
る
、
と
デ
カ
ル
ト
は
考
え
て
い
る
。
そ
の
認
識
な
し
に
は
「
真
な
る
学
閥
し
は
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

　
　
え
ず
、
「
単
な
る
説
得
」
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。
だ
が
、
人
が
明
晰
判
明
に
理
解
す
る
も
の
に
つ
い
て
現
在
十
分
な
注
意
を
払
っ
て
い
る

　
　
と
い
う
条
件
の
下
で
は
、
理
性
の
光
の
教
え
は
、
神
の
誠
実
を
俊
た
ず
と
も
常
に
真
で
あ
る
と
い
え
る
。
デ
カ
ル
ト
は
こ
う
い
う
仕
方
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

　
　
循
環
を
回
避
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
こ
に
注
意
と
い
う
条
件
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
前
の
明
証
性
を
保
つ
た
め
に
不
可
欠
で
あ
り
、
も
し
そ
の
明
証
性
が

　
　
デ
カ
ル
ト
の
雷
葉
通
り
に
誇
張
的
懐
疑
を
免
れ
て
い
る
な
ら
ぽ
、
実
際
循
環
は
消
え
留
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
懐
疑
は
注

　
　
意
を
伴
っ
た
現
前
の
明
証
性
に
も
及
ぶ
こ
と
を
示
唆
す
る
雷
明
を
残
し
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
は
些
か
当
惑
の
感
を
禁
じ
え
な
い
。
た
と
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

　
　
ば
「
弟
一
省
察
し
に
「
欺
く
神
は
私
が
2
＋
3
と
い
う
加
算
を
す
る
た
び
ご
と
に
私
を
誤
ま
ら
せ
る
よ
う
に
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」

　
　
と
あ
る
。
私
の
理
性
が
本
性
的
に
誤
ま
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ぬ
と
想
う
に
い
た
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
2
＋
3
錘
5
を
私
が
明
蜥
判
事
に
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

　
　
て
い
る
そ
の
蒋
で
は
な
か
っ
た
か
。
た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
は
明
証
性
に
は
心
理
的
に
同
意
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
欺
く
神
を
考
え
れ
ば
注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

　
　
意
し
た
明
証
性
も
疑
え
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
無
神
論
者
は
い
く
ら
注
意
し
て
数
学
的
命
題
を
認
識
し
て
も
そ
こ
か
ら
真
な
る
学
問

　
　
　
　
　
　
（
9
喚
）

　
　
は
出
て
こ
な
い
と
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
ゆ
え
、
デ
カ
ル
ト
の
抗
弁
に
も
拘
ら
ず
、
た
と
え
注
意
と
い
う
条
件
が
あ
っ
て
も

374　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
合
理
主
義
に
つ
い
て
　
筒
冒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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研
癩
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第
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｛
ハ
轟
ハ

384　
　
神
の
誠
実
を
知
ら
搬
う
ち
は
理
性
の
明
証
性
は
誤
謬
の
可
能
性
を
残
し
、
し
た
が
っ
て
理
性
へ
の
主
知
主
義
的
確
信
は
そ
の
根
拠
を
失
う

　
　
と
君
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
の
議
論
を
論
理
的
に
徹
底
さ
せ
れ
ぽ
そ
の
循
環
は
一
層
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
循
環
の
ゆ
え
を
以
て
デ

　
　
カ
ル
ト
の
禽
理
主
義
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
合
理
主
義
の
隠
れ
た
一
面
を
逆
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
か
ら

　
　
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
デ
カ
ル
ト
自
身
は
議
論
を
舞
え
て
そ
こ
ま
で
徹
底
さ
せ
ず
に
、
一
応
誇
張
的
懐
疑
を
括
弧
に
入
れ
理
性
の
注
意

　
　
せ
る
明
証
性
を
心
理
的
に
不
可
抗
な
説
得
と
し
て
真
と
認
め
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
た
と
え
ぽ
、
山
立
ト
は
欺
く
神
の
仮
説
を
潰
滅
さ

　
　
せ
る
特
権
的
真
理
と
し
て
理
性
の
直
観
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
が
、
そ
の
直
観
を
支
え
る
も
の
は
、
論
理
的
必
然
性
よ
り
も
懐
疑
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

　
　
形
而
上
学
的
体
験
に
基
づ
く
心
理
的
説
得
で
あ
り
、
こ
の
説
得
は
「
極
め
て
完
全
な
確
実
性
と
全
く
同
じ
こ
と
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

　
　
際
、
コ
ギ
ト
は
最
も
単
純
で
そ
れ
陶
体
で
知
ら
れ
る
真
理
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
は
そ
れ
以
上
の
論
理
的
分
析
を
敢
え
て
し
な
か

　
　
つ
た
し
、
ま
た
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
神
の
存
在
証
明
に
使
わ
れ
た
因
果
律
等
の
公
理
が
疑
い
え
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、

　
　
デ
カ
ル
ト
は
そ
こ
に
歎
く
神
を
出
現
さ
せ
ず
、
公
理
の
明
証
性
を
注
意
す
る
限
り
だ
れ
も
が
真
と
説
得
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
人
間
認
識
の

　
　
心
理
的
事
実
と
し
て
認
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
か
Q
デ
カ
ル
ト
は
理
性
へ
の
主
知
主
義
的
確
信
に
形
而
上
学
的
根

　
　
拠
を
与
え
ん
と
し
た
が
、
そ
こ
に
お
け
る
議
論
は
循
環
と
い
う
論
理
的
混
乱
に
陥
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
癬
身
は
循
環
を
認
め
ず
、

　
　
心
理
的
説
得
と
い
う
新
た
な
イ
デ
ー
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
混
乱
を
救
お
う
と
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
循
環
と
い
う
問
題
が
純
論
理

　
　
的
な
枠
内
で
は
解
き
え
な
い
こ
と
を
デ
カ
ル
ト
鐵
ら
が
示
し
た
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
ま
で
専
ら
主
知
主
義
的
で
あ

　
　
つ
た
デ
カ
ル
ト
の
理
性
が
、
存
在
論
的
吟
味
を
受
け
て
同
時
に
心
理
的
要
素
を
あ
わ
せ
持
っ
た
形
而
上
学
的
理
性
に
発
展
し
た
こ
と
を
意

　
　
慰
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
理
性
の
真
理
性
は
形
而
上
学
的
体
験
に
基
づ
く
説
得
に
支
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
循
環
の
問

　
　
題
は
論
理
的
に
は
行
き
詰
ま
り
な
が
ら
他
方
で
デ
カ
ル
ト
的
理
性
の
発
展
を
示
し
、
同
時
に
合
理
主
義
に
潜
在
す
る
心
理
的
側
薩
を
照
ら

　
　
し
て
い
る
の
で
あ
る
。



五
、
誤
謬
と
理
性

　
　
　
人
は
み
な
理
性
を
有
し
、
そ
れ
を
与
え
た
神
は
欺
か
ざ
る
神
で
あ
る
こ
と
が
既
に
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
原
理
的
に
は
理
性
が

　
　
含
ま
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
人
は
多
く
の
誤
謬
に
晒
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
経
験
が
示
す
と
こ
ろ
で

　
　
（
5
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・

　
　
あ
る
。
人
は
真
偽
の
判
断
力
を
有
し
な
が
ら
な
ぜ
誤
ま
る
の
か
。
理
性
と
誤
謬
と
の
相
反
を
い
か
に
解
す
べ
き
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

　
　
　
デ
カ
ル
ト
は
誤
謬
に
存
在
論
欝
血
閃
と
認
識
論
的
原
因
の
二
つ
を
認
め
て
い
る
。
入
間
は
「
神
と
無
と
の
中
間
者
」
だ
と
す
る
存
在
論

　
　
的
見
地
か
ら
す
れ
ぽ
、
誤
謬
は
有
限
な
人
聞
に
本
性
的
に
不
可
避
の
も
の
で
あ
っ
て
、
別
に
驚
く
べ
き
現
象
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
神
が

　
　
私
を
詣
っ
た
限
り
に
お
い
て
は
私
の
内
に
誤
謬
へ
の
傾
向
は
あ
り
え
な
い
が
、
私
が
無
に
与
る
謀
り
に
お
い
て
は
私
は
多
く
の
も
の
を
欠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

　
　
き
、
そ
し
て
誤
ま
る
の
で
あ
る
Q
結
局
、
「
私
が
誤
ま
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
の
は
、
神
が
私
に
与
え
た
真
偽
判
断
の
能
力
が
私
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

　
　
い
て
無
限
で
は
な
い
こ
と
か
ら
く
る
篇
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
の
本
性
の
二
元
性
の
自
覚
に
基
づ
く
理
性
の
有
隈
性
が
誤
謬
の
存
在

　
　
論
的
原
麟
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
デ
カ
ル
ト
は
鯛
の
見
地
か
ら
誤
謬
の
認
識
論
的
構
造
を
分
析
し
て
い
る
。
彼
は
そ
こ
に
悟
性
と

　
　
意
志
と
の
競
合
を
認
め
、
意
ぶ
が
悟
性
の
限
界
を
超
え
て
判
断
す
る
場
合
、
つ
ま
り
意
志
が
悟
性
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
明
晰
判
明
な
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

　
　
物
だ
け
で
な
く
そ
れ
以
外
の
不
判
明
な
事
物
に
ま
で
判
断
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
場
合
、
人
は
誤
謬
を
犯
す
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　
さ
て
、
こ
う
し
た
誤
謬
の
原
初
論
に
お
い
て
、
理
性
と
誤
謬
と
の
矛
盾
が
い
か
に
調
停
さ
れ
て
い
る
か
。
認
識
論
的
見
地
か
ら
す
れ
ば
、

　
　
人
が
理
性
を
上
手
に
使
う
限
り
誤
謬
は
可
避
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
悟
性
の
認
識
は
常
に
意
憲
の
決
定
に
先
行
す
べ
し
し
と
い
う
自
然

　
　
　
　
　
　
（
5
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

　
　
の
光
の
教
え
に
従
っ
て
、
明
嚇
に
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
決
し
て
判
断
を
下
さ
ぬ
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
理
性
の

　
　
実
践
的
導
き
に
よ
っ
て
誤
謬
は
事
実
上
避
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
存
在
論
的
見
地
か
ら
は
、
理
性
と
誤
謬
と
の
本
質
的
調
停
は
な

　
　
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
デ
カ
ル
ト
霞
身
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
神
は
私
が
決
し
て
誤
ま
ら
な
い
よ
う
な
も
の
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

　
　
て
創
り
え
た
は
ず
で
あ
り
、
た
と
え
ば
よ
り
大
き
な
自
然
の
光
を
私
に
与
え
る
と
か
、
あ
る
い
は
少
く
と
も
、
不
明
な
も
の
に
は
判
断
を

394　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
A
口
理
主
義
に
つ
い
て
　
晶
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
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六
八

蜘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
5
）

　
　
下
す
べ
か
ら
ず
と
い
う
こ
と
を
私
の
記
憶
の
申
に
し
っ
か
り
刻
み
こ
ん
で
お
く
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
デ
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
テ
や
デ
イ
ぐ
ヨ

　
　
ル
ト
は
一
種
の
弁
神
論
を
以
て
答
え
る
。
す
な
わ
ち
神
は
無
限
に
し
て
不
可
解
（
雛
o
o
ヨ
℃
捲
｝
あ
冥
罰
甑
①
）
で
あ
る
か
ら
「
神
の
力
の
中
に

　
　
は
そ
の
原
困
が
私
の
精
紳
の
籟
閥
を
絶
す
る
多
く
の
も
の
淋
あ
る
」
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
神
の
不
可
測
な
意
図
を
人
聞
が
測
ろ
う
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

　
　
る
こ
と
が
む
し
ろ
無
謀
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
世
界
を
有
機
的
に
考
え
れ
ば
部
分
部
分
の
不
完
全
性
が
全
体
と
し
て
は
宇
島
の
完
全
性
に

　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

　
　
寄
与
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
私
が
誤
ま
る
と
い
う
こ
と
も
神
の
善
き
意
慮
に
は
決
し
て
反
し
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
デ
カ
ル
ト
の

　
　
答
え
は
問
題
の
説
明
な
い
し
麟
避
に
す
ぎ
ず
、
理
性
と
誤
謬
と
の
紛
糾
を
本
質
的
に
解
決
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
誤
謬

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
存
在
が
な
ぜ
宇
宙
の
完
全
性
を
満
た
す
ほ
ど
善
き
も
の
で
あ
る
か
が
わ
れ
わ
れ
に
は
不
明
で
あ
る
し
、
神
の
不
可
解
性
の
中
に
問
題
を

　
　
解
消
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
問
題
の
合
理
酌
解
明
の
道
が
絶
た
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
ゆ
え
、
誤
謬
は
理
性
使
用
に
よ
り
実
際
上
、
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
誤
謬
と
理
性
と
の
燈
標
論
的
矛
爲
は
少
く
と
も
合
理
的

　
　
地
平
で
は
理
論
上
、
解
か
れ
て
い
な
い
と
雷
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
認
識
は
デ
カ
ル
ト
の
合
理
主
義
に
つ
い
て
論
罪
な

　
　
一
つ
の
華
実
を
わ
れ
わ
れ
に
教
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
誤
謬
論
に
お
い
て
神
の
不
可
解
性
と
か
紳
の
測
り
知
れ
な
い
意
図
と
い
う
雰
，
合
理

　
　
な
イ
デ
ー
が
積
極
的
な
形
で
表
出
さ
れ
、
そ
の
イ
デ
ー
の
荊
に
合
理
的
思
考
の
歩
み
が
簿
止
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
デ
カ

　
　
ル
ト
の
合
理
主
義
が
非
含
理
な
も
の
を
単
純
に
切
り
捨
て
ず
、
逆
に
大
き
く
認
め
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
た
と
え
ば
誤
謬
論
で
は
そ
の

　
　
最
終
的
解
贋
は
結
局
合
理
的
地
平
の
彼
岸
に
あ
る
非
合
理
な
イ
デ
ー
の
内
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
Q
デ
カ
ル
ト
の
理
性
は
誤
謬
と
い

　
　
う
観
点
か
ら
存
在
論
叢
吟
味
を
受
け
、
そ
こ
で
合
理
性
の
中
に
還
元
で
き
な
い
も
の
の
存
在
を
許
す
と
い
う
柔
軟
性
を
書
し
て
い
る
の
で

　
　
あ
る
。

六
、
感
覚
的
世
界
の
復
権
と
理
性

周
知
の
よ
う
に
「
第
六
省
察
」
に
お
い
て
は
、
い
わ
ぽ
「
現
象
を
救
う
」
方
向
で
、
今
ま
で
疑
わ
れ
て
き
た
感
覚
が
再
吟
味
さ
れ
感
覚



　
的
世
界
の
復
権
が
欝
欝
ま
れ
た
Q
そ
れ
は
ど
う
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
と
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
復
権
さ
れ
た
感
覚
と
理
性
と
の
閥
に
は

　
　
ど
う
い
う
閤
係
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

　
　
わ
れ
わ
れ
は
既
に
神
の
誠
実
を
確
認
し
て
い
る
ゆ
え
に
、
感
覚
の
す
べ
て
を
疑
う
べ
き
で
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
明
蜥
判
明
に
認
識
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

　
　
も
の
が
す
べ
て
そ
の
通
り
檸
に
よ
っ
て
創
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
デ
カ
ル
ト
は
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
を
触
発
す
る
あ
る
種

　
　
の
能
動
的
な
能
力
に
着
忌
す
る
。
そ
の
能
力
は
わ
れ
わ
れ
の
懲
由
に
た
ら
ぬ
ゆ
え
患
考
の
内
に
は
な
く
、
物
体
的
実
体
の
内
に
あ
る
と
せ

　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

　
　
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
物
体
的
事
物
の
存
在
が
証
明
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
数
学
的
世
罪
の
必
然
的
存
在
を
為
し
て
も
、

　
必
ず
し
も
感
覚
的
世
界
が
見
え
る
通
り
に
存
在
す
る
こ
と
を
示
さ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
感
覚
の
知
覚
は
多
く
の
場
合
極
め
て
不
明
瞭
で

　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

　
混
雑
し
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
神
は
入
に
誤
ま
り
を
「
正
す
こ
と
の
で
き
る
あ
る
能
力
」
を
与
え
て
い
る
の
だ
か
ら
、
人
は
感

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

　
覚
的
世
界
を
確
実
に
知
る
手
段
を
持
っ
て
い
る
と
燃
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
感
覚
的
世
界
は
、
そ
の
知
覚
が
明
蜥
判
明
化
さ
れ
る
限
り
に
お

　
　
い
て
真
な
る
も
の
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
感
覚
的
真
理
は
そ
う
し
た
条
件
付
き
で
復
権
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
一
例
と
し
て
「
自
然
の
教
え
」
を
再
び
こ
こ
で
取
り
あ
げ
よ
う
。

　
第
一
章
で
既
に
考
え
た
よ
う
に
、
膚
然
の
教
え
は
過
信
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、
あ
る
種
の
真
理
を
認
む
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

　
　
そ
の
教
え
は
感
寛
的
知
覚
を
し
て
身
体
の
好
・
不
都
，
合
を
示
す
サ
イ
ン
を
出
さ
し
め
る
Q
こ
の
限
り
で
感
覚
は
明
蠣
判
明
で
あ
っ
て
感
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

　
的
世
界
の
「
極
め
て
確
か
な
準
刷
」
た
り
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
実
際
は
感
覚
は
世
界
を
不
明
瞭
に
し
か
表
象
せ
ず
多
く
の
場
合
、
誤
ま
り

　
　
を
教
え
る
Q
と
こ
ろ
で
、
デ
カ
ル
ト
も
気
滑
い
て
い
る
よ
う
に
こ
の
よ
う
な
感
．
覚
的
自
然
と
合
理
的
要
請
と
の
間
に
は
矛
盾
が
潜
在
す
る
。

　
　
す
な
わ
ち
自
然
が
し
ぼ
し
ぼ
谷
ま
る
と
い
う
事
実
と
懲
然
は
最
善
な
る
神
の
賜
物
で
あ
る
限
り
誤
ま
る
は
ず
は
な
い
と
い
う
当
為
と
を
い

　
　
か
に
結
び
つ
け
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
病
人
が
身
体
に
悪
い
と
分
っ
て
い
る
も
の
を
飲
み
た
が
っ
た
り
食
べ
た
が
つ
た

　
　
り
す
る
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。
自
然
を
目
的
論
的
に
考
え
る
な
ら
、
身
体
が
優
れ
て
い
て
自
然
の
秩
序
に
従
わ
な
い
だ
け
で
あ
る
か
ら
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

　
　
に
そ
の
責
は
な
い
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
自
然
を
機
械
論
的
に
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
「
正
し
く
自
然
の
誤
謬
」
で
あ
る
。

鰯　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
含
理
霊
義
に
つ
い
て
　
⇔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
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七
〇

な
ぜ
な
ら
感
覧
を
生
理
学
的
に
分
析
す
れ
ぽ
、
そ
の
場
合
自
然
は
飲
食
が
健
康
の
た
め
に
必
要
だ
と
教
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
か
ら

で
あ
る
。
結
局
デ
カ
ル
ト
は
「
神
の
最
高
の
善
性
に
も
拘
ら
ず
、
精
神
と
身
体
と
の
合
成
体
と
し
て
の
人
間
の
自
然
（
本
姓
）
は
聴
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

て
誤
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
」
と
矛
盾
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
他
方
彼
は
そ
の
矛
盾
を
「
理
性
的
」
だ
と
考
え
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

欝
然
が
身
体
の
健
康
時
に
つ
ね
に
誤
ま
る
よ
り
も
、
上
記
の
例
の
よ
う
な
場
合
に
誤
ま
る
ほ
う
が
、
は
る
か
に
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

り
、
自
然
の
誤
ま
り
は
た
し
か
に
神
の
善
性
と
理
論
的
に
矛
盾
す
る
が
、
そ
の
不
一
致
は
隣
常
的
生
の
次
元
で
は
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

「
最
も
普
通
の
場
合
有
益
で
あ
る
し
と
か
「
ほ
と
ん
ど
常
に
扁
と
い
う
表
現
が
示
す
よ
う
に
、
そ
の
次
元
は
一
種
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム

で
あ
り
、
そ
こ
で
は
理
論
に
お
け
る
絶
対
的
確
実
性
よ
り
も
生
に
お
け
る
最
高
度
の
蓋
然
性
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
感
覚
的
自
然
は
省
察

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

だ
け
で
な
く
行
為
に
か
か
わ
る
ゆ
え
に
、
デ
カ
ル
ト
は
「
真
理
の
観
想
」
と
い
う
非
理
的
次
元
の
ほ
か
に
「
日
常
的
生
」
と
い
う
プ
ラ
グ

マ
テ
ィ
ッ
ク
な
次
元
を
積
礁
的
に
提
示
し
、
そ
の
二
元
性
の
中
で
感
覚
を
復
権
さ
せ
て
懐
疑
を
全
颪
的
に
解
除
し
、
感
覚
と
理
性
の
問
題

を
解
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
こ
の
こ
と
は
、
心
身
論
に
お
い
て
よ
り
明
確
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
は
精
神
が
身
体
か
ら
実
在
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

区
刷
さ
れ
前
者
は
後
者
な
し
に
存
在
し
え
る
と
言
っ
た
す
ぐ
後
で
、
私
は
船
頭
が
舟
に
乗
っ
て
い
る
よ
う
な
聖
業
に
身
体
の
内
に
羅
を
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

め
て
い
る
の
で
は
な
く
、
身
体
と
共
に
一
な
る
も
の
を
構
成
す
る
如
く
身
体
と
密
着
し
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
は
同

一
次
元
で
考
え
る
限
り
全
く
不
含
主
な
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
閲
の
精
神
は
心
身
の
区
別
と
そ
の
結
合
と
い
う
矛
盾
し
た
事
熊
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

同
階
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
そ
の
区
別
は
「
形
而
上
学
的
勘
考
」
の
次
元
に
お
け
る
悟
性
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

合
理
的
認
識
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
結
合
は
「
生
や
B
常
的
会
話
」
の
次
元
に
お
け
る
感
覚
の
擁
め
て
明
断
な
認
識
に
よ

　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

っ
て
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
は
二
つ
の
次
元
を
明
確
に
分
離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
心
身
論
の
矛
盾
を
解
消
し
よ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。

　
結
局
、
デ
カ
ル
ト
は
感
覚
の
復
権
に
ま
つ
わ
る
理
性
と
の
様
々
な
撞
着
を
解
く
に
際
し
て
、
合
理
的
な
思
考
の
次
元
だ
け
で
な
く
プ
ラ



グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
生
の
次
元
を
も
大
豊
に
認
め
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
二
つ
の
次
元
閥
の
関
係
は
依
然
詩
題
で
あ
る
に
し
て

も
、
少
く
と
も
そ
こ
か
ら
デ
カ
ル
ト
の
理
性
が
単
に
純
合
理
的
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
生
と
い
う
経
験
的
、
非
合
理
的
要
素
を
決
し
て
排

除
し
て
い
な
い
こ
と
が
結
論
さ
れ
よ
う
。

七
、
理
性
と
形
而
上
学

　
　
　
以
上
に
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
何
が
帰
結
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
の
考
察
を
以
て
こ
の
章
の
結
論
と
し
た
い
。
デ
カ
ル
ト
的
理
性

　
　
は
形
而
上
学
的
反
省
を
受
け
た
結
果
、
そ
れ
は
主
知
霊
義
的
側
面
の
ほ
か
に
、
説
得
と
い
う
心
理
的
要
素
を
含
み
、
神
の
不
可
解
性
と
い

　
　
う
非
合
理
を
確
認
し
、
生
と
い
う
経
験
的
次
元
を
も
認
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
デ
カ
ル
ト
の
形
而
上
学
は
、

　
　
あ
ら
ゆ
る
認
識
を
合
理
化
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
狭
義
の
合
理
主
義
の
網
の
温
か
ら
漏
れ
る
非
合
理
的
な
る
も
の
の
存
在
を
重
要
な
も

　
　
の
と
し
て
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
は
、
ラ
ポ
ル
ト
の
書
う
よ
う
に
理
性
を
超
え
た
宗
教
を
志
向
す
る
非
合
理

　
　
（
7
7
）

　
　
主
義
で
あ
ろ
う
か
。
　
「
理
性
の
否
認
ほ
ど
理
性
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
は
な
い
」
と
い
う
パ
ス
カ
ル
の
一
句
が
そ
の
ま
ま
デ
カ
ル
ト
の
立
場

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

　
　
を
決
定
し
て
い
る
と
書
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
否
、
デ
カ
ル
ト
は
パ
ス
カ
ル
で
は
な
い
。
彼
は
パ
ス
カ
ル
の
よ
う
に
は
理
性
を
否
認
し
て
お

　
　
ら
ず
、
ま
た
彼
の
哲
学
が
最
終
的
に
宗
教
を
志
向
し
て
い
る
と
い
う
根
拠
は
な
い
。
反
対
に
デ
カ
ル
ト
は
形
而
上
学
に
お
い
て
舎
理
的
な

　
　
る
も
の
と
非
合
理
的
な
る
も
の
と
を
無
関
係
に
並
遣
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
理
性
に
よ
っ
て
後
者
を
決
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
た
と

　
　
え
ば
、
公
理
の
虜
明
性
へ
の
確
信
は
単
な
る
心
理
的
恣
意
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
理
性
の
明
晰
判
明
な
認
識
に
裏
う
ち
さ
れ
た
説
得
に
よ

　
　
る
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
コ
ギ
ト
ば
精
神
の
直
観
に
よ
り
発
見
さ
れ
た
が
、
そ
の
直
観
は
非
合
理
的
な
神
秘
的
直
観
で
は
な
く
、
知
的
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）

　
　
観
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
直
観
と
は
「
悟
性
の
働
き
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
コ
ギ
ト
の
必
然
性
を
焉
得
す
る
の
は
わ
れ
わ
れ
の
悟
性
の
内
な

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

　
　
る
「
大
き
な
明
噺
さ
」
で
あ
る
か
ら
。
さ
ら
に
、
神
は
不
可
解
で
あ
る
に
し
て
も
、
少
く
と
も
神
が
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
自
体
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
1
）

　
　
わ
れ
わ
れ
は
明
噺
判
明
に
知
解
（
馨
Φ
管
σ
q
の
器
）
で
き
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
を
非
合
理
と
知
る
は
た
ら
き
そ
の
も
の
は
合
理
的
な
の
で
あ

鰯　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
合
理
主
義
に
つ
い
て
　
⇔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
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七
二

444　
　
る
。
最
後
に
、
生
の
次
元
を
容
認
し
た
の
も
、
神
の
誠
実
と
い
う
合
理
的
認
識
を
媒
介
に
し
て
は
じ
め
て
感
覚
的
真
理
に
対
す
る
心
頼
を

　
　
取
り
炭
す
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
デ
カ
ル
ト
は
非
合
理
的
な
る
も
の
を
認
め
て
も
そ
れ
を
放
響
す
る
こ
と
な

　
　
く
、
理
性
に
よ
っ
て
裏
う
ち
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
ゲ
ル
ー
の
嘗
う
如
く
「
非
合
理
的
な
要
素
は
理
性
に
よ
っ
て
完

　
　
　
　
　
（
8
2
）

　
　
全
に
決
定
」
さ
れ
て
い
る
と
、
一
応
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
し
か
し
、
実
際
に
デ
カ
ル
ト
は
そ
の
完
全
な
決
定
に
成
功
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
デ
カ
ル
ト
の
形
礪
上
学
は
理
性
に
よ
る
秩
序
立
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
た
一
元
論
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
非
合
理
的
な
る
も
の
を
ゲ
ル
ー
が
考
え
て
い
る
よ
り
も
も
っ
と
積
極
的
に
解
し
た
い
。

　
　
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ぽ
た
し
か
に
生
の
次
元
は
理
性
に
よ
っ
て
動
機
付
け
ら
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
や
は
り
合
理
的

　
　
次
元
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
両
次
元
を
統
一
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
非
合
理
的

　
　
な
る
も
の
は
理
性
の
形
式
的
な
決
定
を
受
け
て
も
、
そ
の
本
質
に
関
し
て
は
完
金
な
決
定
を
許
さ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
　
（
だ
か
ら
こ
そ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
雰
合
理
と
書
う
の
で
あ
る
。
）
事
実
、
デ
カ
ル
ト
は
、
あ
れ
ほ
ど
合
理
的
に
圧
縮
さ
れ
た
形
而
上
学
的
考
察
の
果
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
に
お
い
て
さ
え
「
人
間
の
生
は
個
刷
的
な
も
の
に
お
い
て
極
め
て
し
ば
し
ば
志
ま
ら
ざ
る
を
え
ず
、
結
局
わ
れ
わ
れ
の
本
性
の
弱
さ
を
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認
識
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
と
、
す
こ
ぶ
る
印
象
的
に
告
白
し
て
い
る
。
そ
れ
は
デ
カ
ル
ト
の
形
至
上
学
の
限
界
、
つ
ま
り
生
の
次
元

　
　
と
理
性
の
次
元
と
の
統
一
が
甚
だ
難
し
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こ
と
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
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形
而
上
学
に
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け
る
デ
カ
ル
ト
の
思
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に
合
理
主
義

　
　
と
呼
ぶ
な
ら
、
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れ
は
狭
義
の
含
理
主
義
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た
と
え
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主
知
主
義
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に
終
わ
ら
ず
、
心
理
と
論
理
、
生
の
経
験
と
理
性
的
思
考
、
つ
ま
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非
合
理
と
合
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と
い
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二
元
論
的
聡
立
を
強
く
意
識
し
た
も
の
で
あ
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と
奮
っ
て
よ
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。
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瓢
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述
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。
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の
こ
と
（
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が
真
で
あ
る
こ
と
を
確
信
す
る
。
し
か
し
、
精
神
は
絶
え
ず
そ
れ
ら
に
注
暖
し
て
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
果
し
て
自
分
が

　
最
も
明
証
的
に
思
え
る
こ
と
に
お
い
て
さ
え
、
思
い
違
い
を
す
る
よ
う
な
性
質
に
造
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ど
う
か
未
だ
知
ら
な
い
、
と
い
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こ
と
を
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で
想
い
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と
き
、
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よ
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な
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に
つ
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と
も
当
然
で
あ
り
、
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を
創
造
し
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す
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葉
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許
H
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そ
の
普
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お
い
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を
知
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前
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で
に
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あ
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。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Par　Hiroaki　Yamada

　　A．partir　du　deux圭ξime　chapitre，　nous　avons　examin6　1es　r61es　de　la

ra三son　dans　董a　m6thode，1a　phys圭que，1a　難16taphys三（lue，互a　mora至e　et　la　fo量．

Car　Ia　raison　do圭t　avoir　une　relation　6troite　avec　la　pens6e　cart6s三enne．

　　Dans　le　deuxidime　chapitre，難ous　avons　remarque　le　caractさre　intellectuel

de　la　ra三son　dans　ia　m6thodolog三e　et玉a　phys圭que　de　Descartes．　Par

exemple，1es　quatre　pr6ceptes　de　la　m6thode，　pr6cis6s　dans　le　Discours　de

la　M9彦hode，　sont　bas6s　sur　rid6e　de　l’6vidence　de　Ia　raison　et　sur　ce｝1e　de

bien　couduire　1a　raison．　Autrement　dit，　la　ra圭son　dom圭ne　la　m6thode

cart6＄ienne．　La　possibi至it6　ind6finie　de　son　expansion　nous　fait　cro圭re　que

tout　est　inte！1圭gible，　en　droit，　avec　cette凱6thode．　Dans　la　physique，1’aspect

math6matlque　de　la　raison　est　sou1至gn6．　C’est　cette　ra宝son　qui　permet　a

Descartes　de　rejeter　la　physlque　d’Aristote，　de　math6matiser至a　physique

et　ainsi　de　constru圭re　effect圭vement　la　physique　m6can三que．　De　plus，鍍

tente　de　rationaliser　toutes！es　sciences，　suivant　le　modさie　des　math6mati－

ques　sous　le　nom　du　M紬esis　URiversalis．　Donc，　ii　est　incontestable　que

la　pens6e　cart6sie登ne　dans　la　m｛…thode　et　dans玉a　physique，　avec　｝a　croy－

ance　in宅el玉ectue幽幽e　a　la　raison，　est　orient6e　vers　ce　qu，on　apPelie　le　ratio一

簸a至isme．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．1



　　Ma圭s，　dans　ia　m6taphysique，　qul　es撫otre　sujet　dans　le　troisiさ騰e　chap－

itrel’1e　fonctionnement．．．．．de．．．．．1a・．．．．．．raison．．．elle・meme一．一．est．・．．．．m量s一．eR・．．℃ause　pour　tro－

uver　son　fondement皿6ねphyslque。　Par　cons6quent，　nous　y　avons　tfouv6

au　mo玉ns　tro圭s　problさmes　qui．sont　inexplicab至es　dans　un　cadre　purement

intellectuel，　c’est－a・dire，1e　cercle，1’incompr6hens圭bi1圭t6　de　D圭eu　et　Ia　sph6re

de　la　vle．　Car　ils　contlennent　des　616ments　psychologiques，　pragmatiques

et呈rrationnels．　Donc，1a　pens絶e　m6taphysique，　qui　est　en　pr圭ncipe　rat量on－

Re玉1e，　admet　d，au亡res　d6ments　qu’on　ne　peut　pas　r6du呈re　a　la　raiso簸．　Des－

ca「tes　a　essayεde　lrs　d6㌻e⑱r「、．、pa・le一・a宝・o只・．嘔・mql・・6　cet　effo・t・

1a　dualit6　essentielle　6htr61e　rati6hロd（≦t．1，irrationriel　re島t6　toujours　da鍛s

　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ
la　m6亡aphyslq疑e．（A　Suivre）
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