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デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
永
遠
真
理
創
造
説
に
つ
い
て

平
松
希
伊
子

序

　
デ
カ
ル
ト
は
、
そ
の
偉
大
な
才
能
ゆ
え
に
、
人
に
様
々
な
相
貌
を
見
せ

て
き
た
。
あ
る
い
は
近
世
哲
学
の
父
、
す
な
わ
ち
コ
ギ
ト
の
形
而
上
学

者
、
あ
る
い
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
系
譜
を
ひ
く
モ
ラ
リ
ス
ト
、
あ
る
い
は

解
析
幾
何
学
や
代
数
学
等
の
領
域
に
お
け
る
数
学
の
輩
立
者
等
々
。
こ
れ

ら
す
べ
て
を
過
不
足
な
く
包
ん
だ
デ
カ
ル
ト
の
全
体
像
を
描
く
用
意
は
、

現
在
の
私
に
は
な
い
。
拙
論
に
お
い
て
特
に
重
ん
じ
た
視
点
、
そ
れ
は
「
十

七
世
紀
科
学
革
命
の
渦
中
に
生
き
た
デ
カ
ル
ト
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
を
画
す
も
の
は
種
々
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
中

で
も
近
代
科
学
の
成
立
は
、
特
に
重
要
な
出
来
事
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
自

然
観
が
一
変
し
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
神
を
頂
点
と
し
階
層
的

秩
序
を
保
つ
目
的
論
的
有
機
的
自
然
か
ら
、
力
学
的
機
械
論
的
自
然
へ
。

こ
の
よ
う
な
蒔
代
の
流
れ
の
中
で
、
デ
カ
ル
ト
の
一
一
元
論
は
、
思
惟
と
物

質
と
を
判
然
と
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
赫
自
然
学
す
な
わ
ち
機
械
論
的

自
然
学
に
、
理
論
的
根
拠
を
与
え
る
役
劉
を
果
た
し
た
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
も
ち
ろ
ん
、
デ
カ
ル
ト
の
仕
事
が
「
科
学
の
塞
礎
づ
け
」
に
の
み
あ
っ

た
の
で
は
な
い
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
彼
は
自
ら
の
手
で
、
中
世

の
目
的
論
的
自
然
学
や
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
秘
教
的
自
然
学
に
代
わ
る
「
新

自
然
灘
笛
の
榔
桑
に
心
血
を
注
い
だ
の
で
あ
る
。
ケ
プ
ラ
ー
や
ガ
リ
レ
イ

の
努
力
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
当
時
の
新
科
学
は
ま
だ
ま
だ
未
完
成
の
状

態
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
偉
業
の
陰
に
隠
れ
て
見
落
と
さ

れ
が
ち
で
は
あ
る
が
、
光
の
属
折
法
高
や
、
直
線
上
の
慣
性
運
動
の
定
式

化
等
、
科
学
革
命
の
当
事
老
、
推
進
港
と
し
て
の
デ
カ
ル
ト
の
貢
献
度

は
、
決
し
て
小
さ
く
は
な
い
。

　
と
は
言
う
も
の
の
や
は
り
、
デ
カ
ル
ト
の
独
自
性
、
デ
カ
ル
ト
の
デ
カ

ル
ト
た
る
所
以
は
、
科
学
者
と
し
て
自
然
現
象
そ
れ
自
体
を
孤
立
的
に
探

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

資
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
哲
学
者
と
し
て
自
然
学
の
成
立
根
拠
を
問
う
た

と
こ
ろ
に
存
す
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
た
め
で
も
あ
ろ
う
、
科
学
者
と
し
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て
同
じ
課
題
一
…
自
然
学
の
数
学
的
取
扱
い
一
に
取
組
ん
で
い
た
、
い

わ
ば
同
僚
と
も
言
う
べ
き
ガ
リ
レ
イ
に
対
す
る
デ
カ
ル
ト
の
評
は
、
思
い

の
ほ
か
冷
淡
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
彼
（
1
ー
ガ
リ
レ
イ
）
は
、
自
然
の
第

一
原
因
を
考
察
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
個
々
の
結
果
の
理
由
の
み
を
探
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
註
紀
〕

た
。
し
た
が
っ
て
彼
は
基
礎
な
し
に
建
て
た
」
（
轡
雪
H
H
H
．
ω
c
。
O
）
と
い

う
よ
う
に
。
こ
の
言
葉
に
は
、
い
か
に
断
片
的
な
真
実
を
含
も
う
と
確
固

と
し
た
土
台
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
、
真
の
学
問
は
あ
り
え
ず
、
進
歩
も
な

い
、
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
一
貫
し
た
主
張
が
う
か
が
え
る
。
（
『
方
法
序

説
』
第
一
部
の
古
代
人
の
道
徳
に
対
す
る
評
を
思
い
起
こ
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
）

　
し
か
し
、
か
く
酷
評
す
る
デ
カ
ル
ト
自
身
に
も
、
基
礎
な
し
の
暗
代
、

試
行
錨
誤
の
時
代
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
六
一
八
年
の
べ
ー
ク
マ
ソ
と

の
遅
遁
以
来
、
デ
カ
ル
ト
は
、
自
然
の
数
学
的
研
究
と
い
う
時
代
の
潮
流

に
自
覚
的
に
加
わ
り
は
す
る
が
、
そ
れ
ら
初
期
の
自
然
研
究
（
幾
何
光
学

や
弦
の
振
動
等
の
問
題
）
は
、
後
年
の
基
礎
づ
け
ら
れ
た
自
然
学
の
立
場

か
ら
振
り
返
れ
ば
、
甚
だ
不
満
足
な
も
の
で
し
か
な
い
。
次
の
引
用
文
な

ど
は
、
後
年
の
デ
カ
ル
ト
が
初
期
の
研
究
に
対
し
て
、
「
自
然
」
研
究
と

し
て
の
積
極
的
評
価
よ
り
は
む
し
ろ
、
方
法
習
熟
の
た
め
の
応
用
数
学
の

問
題
と
し
て
、
消
極
的
評
価
し
か
与
え
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
「
私
は
、
自
分
の
思
考
全
体
を
一
般
的
に
方
法
の
諸
規
…
則
に
従

っ
て
導
こ
う
と
心
が
け
た
ば
か
り
で
な
く
、
蒔
々
は
い
く
ら
か
の
逸
聞
を

と
っ
て
お
い
て
、
そ
の
時
間
を
特
に
、
数
学
の
問
題
に
お
い
て
、
あ
る
い

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

は
ま
た
数
学
の
問
題
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
形
に
直
す
こ
と
の
で
き
た
他
の
い

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

く
つ
か
の
間
題
に
お
い
て
、
方
法
を
練
習
す
る
こ
と
に
用
い
た
。
数
学
以

デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
永
遠
真
理
創
造
説
に
つ
い
て

外
の
問
題
を
数
学
の
間
々
に
直
す
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
を
、

私
に
は
十
分
に
確
実
だ
と
は
思
わ
れ
な
か
っ
た
他
の
学
問
の
原
理
か
ら
引

き
離
す
こ
と
に
よ
っ
て
行
な
っ
た
…
…
。
」
（
U
●
ζ
◎
ρ
〈
H
沁
り
傍
点
筆
者
）

デ
カ
ル
ト
は
、
若
い
頃
大
き
な
情
熱
を
も
っ
て
取
組
ん
だ
数
学
に
対
す
る

興
味
を
、
或
る
時
期
か
ら
急
速
に
失
っ
て
い
く
。
ま
る
で
数
学
は
、
方
法

の
習
練
の
場
と
し
て
、
他
の
学
問
に
向
か
う
前
の
準
備
期
間
に
は
大
い
に

役
に
立
つ
が
、
｝
旦
方
法
を
習
得
し
た
後
は
、
も
は
や
用
は
な
い
と
で
も

　
　
　
（
1
）

い
う
よ
う
に
。

　
さ
て
、
デ
カ
ル
ト
が
本
格
的
に
自
然
学
の
塞
礎
に
思
い
を
致
す
の
は
、

一
六
二
八
年
秋
あ
る
い
は
一
六
二
九
年
春
の
オ
ラ
ン
ダ
隠
棲
後
で
あ
る
。

彼
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
移
住
後
九
ヵ
月
間
は
形
而
上
学
の
思
索
に
専
心
し

て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
（
鉢
U
〔
ω
〕
噸
ご
衰
）
こ
の
集
中
的
な
思
索
の
直
後

と
思
わ
れ
る
頃
の
書
簡
で
は
、
光
学
、
落
下
運
動
、
気
象
学
、
音
楽
、
言

語
論
等
、
種
々
の
問
題
が
扱
わ
れ
、
一
六
二
九
年
秋
か
ら
一
六
三
〇
年
春

に
か
け
て
の
時
期
が
、
デ
カ
ル
ト
の
学
問
的
生
涯
の
う
ち
で
も
最
も
実
り

豊
か
な
時
期
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
期
に
デ
カ

ル
ト
は
、
自
然
の
掴
々
の
現
象
に
拘
泥
す
る
の
で
は
な
く
、
自
然
全
体
を

研
究
対
象
に
し
ょ
う
と
い
う
大
い
な
る
決
意
を
な
す
の
で
あ
る
。
一
六
二

九
年
晩
秋
、
メ
ル
セ
ン
ヌ
に
宛
て
て
彼
は
自
ら
の
抱
負
を
次
の
よ
う
に
語

っ
て
い
る
。
「
単
な
る
一
現
象
の
説
明
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
然
の
全
現
象

を
、
す
な
わ
ち
自
然
学
全
体
δ
9
①
ド
喜
誘
置
二
①
を
説
明
し
よ
う
と

決
心
し
た
」
（
轡
雷
〕
》
囲
袖
O
）
と
。

　
そ
の
後
ま
る
四
年
に
及
ぶ
研
究
の
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
が
、
彼
の
処

女
作
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
《
い
Φ
ζ
o
口
氏
①
》
（
『
世
界
論
』
）
で
あ
る
。

九
一
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折
R
学
研
四
究
　
　
第
五
百
四
十
六
口
万

デ
カ
ル
ト
が
こ
の
書
に
か
け
た
意
気
ご
み
は
凄
ま
じ
く
、
一
時
は
生
涯
を

そ
の
完
成
に
捧
げ
る
心
づ
も
り
ま
で
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。
（
。
h
■
黒
①
〕
”

H
μ
刈
㊤
）
し
か
し
な
が
ら
、
周
知
の
如
く
、
こ
の
計
画
に
は
横
槍
が
入
る
。

ガ
リ
レ
イ
裁
判
、
す
な
わ
ち
法
皇
庁
に
よ
る
地
動
説
断
罪
の
啄
を
伝
え
聞

い
た
デ
カ
ル
ト
は
、
ほ
ぼ
出
来
上
り
印
刷
に
付
さ
れ
る
ば
か
り
に
な
っ
て

い
た
《
い
①
客
。
昌
飢
。
》
の
出
版
を
断
念
し
、
こ
の
書
は
彼
の
生
前
、
日
の

目
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
拙
論
に
お
い
て
取
上
げ
た
「
永
遠
真
理
創
造
説
」
は
、
《
い
Φ
竃
。
づ
伽
。
》

の
構
想
が
最
初
に
述
べ
ら
れ
て
か
ら
数
ヵ
月
後
の
、
一
六
三
〇
年
四
月
お

よ
び
五
月
の
メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
書
簡
の
中
で
、
集
中
的
に
、
か
つ
熱
っ
ぽ
く

語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
理
論
は
、
基
礎
な
し
の
自
然
研
究
か
ら
確
固
と
し

た
土
台
の
上
に
建
つ
自
然
学
構
築
へ
の
移
行
を
可
能
に
し
た
も
の
と
し

て
、
す
な
わ
ち
学
問
上
一
つ
の
大
き
な
転
機
を
な
す
も
の
と
し
て
、
デ
カ

ル
ト
の
生
涯
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
、
と
私
は
考
え
る
。
以
下
に
お
い

て
、
こ
の
点
を
つ
ま
び
ら
か
に
し
た
い
。
叙
述
の
順
序
と
内
容
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

　
一
　
永
遠
真
理
創
造
説
一
一
六
三
〇
年
の
書
簡
を
頼
り
に
、
理
論
の

　
　
内
容
を
検
討
す
る
。

　
二
　
永
遠
真
理
創
造
説
以
前
－
初
期
の
自
然
研
究
の
位
置
づ
け
、
評

　
　
価
を
試
み
る
。

　
三
　
永
遠
真
理
創
造
説
と
自
然
学
一
《
ピ
Φ
竃
。
註
①
》
の
叙
述
の
分

　
　
析
を
通
じ
て
、
自
然
学
樹
立
へ
の
永
遠
真
理
創
造
説
の
影
響
を
探

　
　
る
。

　
四
　
永
遠
真
理
創
造
説
と
『
省
察
』
1
最
後
に
デ
カ
ル
ト
形
而
上
学

の
完
成
し
た
姿
で
あ
る

（
2
）

う
。

九
二

『
省
察
』
と
の
簡
単
な
比
較
検
討
を
行
な

永
遠
真
理
創
造
説

　
永
遠
真
理
創
造
説
は
、
　
ニ
ハ
三
〇
年
四
月
一
五
日
付
の
メ
ル
セ
ン
ヌ
宛

書
簡
に
初
め
て
登
場
す
る
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
前
置
き
一
「
私
は

自
然
学
の
中
で
、
い
く
つ
か
の
形
而
上
学
的
問
題
に
触
れ
な
い
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
特
に
次
の
問
題
に
。
」
（
門
〔
。
。
〕
”
H
μ
畠
）
一
の
直
後
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
本
節
で
は
、
主
と
し
て
こ
の
書
簡
に
依
拠
し
つ
つ
、
必
要

に
応
じ
て
他
の
書
簡
も
参
照
し
な
が
ら
、
そ
の
内
容
を
吟
味
し
て
い
く

が
、
そ
の
際
、
次
の
二
つ
の
側
面
に
分
け
て
考
察
を
す
す
め
る
の
が
便
利

で
あ
ろ
う
。
そ
の
第
一
は
、
主
と
し
て
永
遠
真
理
と
神
と
の
関
係
で
あ

る
。
他
の
被
造
物
同
様
、
永
遠
真
理
も
ま
た
、
神
の
自
由
な
意
志
の
産
物

で
あ
る
、
と
主
張
さ
れ
る
。
第
二
は
、
永
遠
真
理
と
人
間
と
の
関
係
、
す

な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
真
理
に
関
す
る
知
識
が
、
人
間
の
知
性
に
生
得
的
に

宿
っ
て
い
る
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

　
ま
ず
第
一
の
側
薗
、
永
遠
真
理
と
神
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
デ
カ
ル
ト

の
言
葉
を
引
こ
う
。

　
㈹
「
あ
な
た
が
た
が
永
遠
真
理
と
名
づ
け
て
い
る
数
学
的
真
理
は
、
他

　
　
の
す
べ
て
の
被
造
物
同
様
、
神
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ

　
　
り
、
神
に
全
面
的
に
依
存
し
て
い
る
。
ざ
ω
〈
巧
遅
訟
　
ヨ
舞
ま
ヨ
甲

　
　
江
ρ
器
。
。
”
一
Φ
。
。
ρ
器
一
一
〇
。
・
〈
o
億
ω
ぎ
ヨ
ヨ
①
N
働
①
毎
①
一
一
鐸
。
馨
Φ
幕

　
　
騨
p
び
一
一
①
。
・
伍
o
O
長
窪
薄
窪
ま
喝
①
巳
①
葺
美
堀
騨
。
ヨ
薯
戸
艶
。
。
㎝
…
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び
凶
窪
ρ
器
8
g
『
冨
。
。
8
山
Φ
ω
o
泳
三
婆
。
ω
．
」
（
卿
甑
偶
●
）

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
神
は
、
万
物
の
創
造
者
、
作
者
で
あ
る
。
永
遠
真
理
と
い
え
ど
も
、
神

の
創
造
行
為
を
免
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
デ
カ
ル
ト
は
続
け
て
言

う
。　

⑧
「
実
際
、
こ
れ
ら
の
真
理
が
神
か
ら
独
立
し
て
い
る
と
書
う
こ
と

　
　
は
、
神
に
つ
い
て
、
あ
た
か
も
ユ
ピ
テ
ル
や
サ
テ
ユ
ル
ヌ
ス
に
つ
い

　
　
て
語
る
よ
う
に
語
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
神
を
地
獄
の
州
O
o
蔓
客

　
　
や
運
命
に
隷
属
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
神
が
こ
れ
ら
の
法
則
ζ
ω

　
　
を
、
国
王
が
窃
ら
の
王
国
に
法
律
を
制
定
す
る
よ
う
に
、
自
然
の
う

　
　
ち
に
定
め
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
ど
う
か
恐
れ
ず
に
、
あ
ら

　
　
ゆ
る
と
こ
ろ
で
公
表
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
」
（
一
窪
α
．
）

　
神
に
よ
る
永
遠
真
理
の
創
造
が
、
国
王
に
よ
る
法
律
の
制
定
に
た
と
え

ら
れ
て
い
る
。
当
時
は
十
七
世
紀
初
頭
、
絶
対
王
政
の
時
代
で
あ
る
。
フ

ラ
ン
ス
は
、
ル
イ
十
三
世
と
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
の
治
下
に
あ
っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
比
喩
が
、
絶
対
君
主
に
よ
る
賀
意
的
立
法
を
意
味
す
る
こ
と

は
、
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
神
の
自
由
は
、
無
制
限
の
絶
対
的
な
も
の

で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
神
は
円
の
中
心
か
ら
円
周
ま
で
の
距
離
を
、
等

し
く
も
不
等
に
も
意
の
ま
ま
に
で
き
た
で
あ
ろ
う
、
と
ま
で
言
う
。
（
。
h
．

ピ
〔
呂
”
H
μ
㎝
卜
。
）
こ
の
よ
う
に
、
い
さ
さ
か
極
論
じ
み
て
見
え
る
ほ
ど
の

神
の
絶
対
的
自
由
の
強
調
の
背
景
に
は
、
そ
の
論
敵
と
し
て
、
永
遠
真
理

を
、
創
造
行
為
に
先
立
っ
て
神
の
知
性
の
う
ち
に
存
す
る
永
遠
の
イ
デ
ア

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
ス
コ
ラ
的
考
え
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。
次
の
発
言
は
、
「
永
遠
真
理
艮
イ
デ
ア
論
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き

こ
の
種
の
説
に
対
す
る
反
駁
で
あ
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
。
「
永
遠
真
理
は
、

デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
永
遠
真
理
創
造
説
に
つ
い
て

神
が
そ
れ
ら
を
真
で
あ
る
、
あ
る
い
は
可
能
で
あ
る
と
認
識
す
る
が
ゆ
え

に
こ
そ
、
真
あ
る
い
は
可
能
な
の
で
あ
り
、
決
し
て
逆
に
、
神
と
は
独
立

に
真
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
神
に
よ
っ
て
真
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
の
で

は
な
い
。
」
（
ピ
〔
出
”
H
’
置
り
）

　
暗
事
的
に
で
あ
れ
、
論
理
的
に
で
あ
れ
、
神
の
意
志
的
創
造
に
先
行
す

る
永
遠
の
イ
デ
ア
の
よ
う
な
も
の
を
是
認
す
る
こ
と
は
、
神
の
無
限
性
を

損
う
こ
と
に
つ
な
が
る
。
た
と
え
神
の
思
惟
内
容
と
し
て
、
も
と
も
と
神

に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
を
真
と
し
て
認
め
ざ
る
を
え
な
い

と
い
う
こ
と
は
、
神
が
或
る
種
の
強
制
に
服
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ

の
よ
う
な
こ
と
は
、
デ
カ
ル
ト
の
目
に
は
、
あ
り
う
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
と

映
っ
た
で
あ
ろ
う
、
後
述
の
如
く
、
神
の
無
限
の
完
全
性
は
、
デ
カ
ル
ト

が
強
調
し
て
や
ま
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
。
神
の
創
造
行
為
は
す
べ

て
に
及
び
、
い
か
な
る
も
の
に
も
、
そ
れ
を
免
れ
る
な
ど
と
い
う
特
権
的

地
位
は
許
さ
れ
な
い
。
永
遠
真
理
に
も
、
他
の
す
べ
て
の
事
物
同
様
、

「
被
造
物
」
と
い
う
烙
印
が
押
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
永
遠
真
理
の
被
造
物
性
と
と
も
に
、
も
う
一
つ

注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
神
が
こ
れ
ら
の
永

遠
真
理
（
デ
カ
ル
ト
は
、
法
則
互
。
・
と
雷
い
換
え
て
い
る
）
を
、
自
然

の
う
ち
に
①
口
『
器
ε
お
定
め
た
、
と
い
う
発
言
で
あ
る
。
こ
こ
か

ら
、
彼
の
永
遠
真
理
創
造
説
で
は
、
法
則
は
単
な
る
思
惟
法
則
で
は
な

く
、
思
惟
の
外
な
る
自
然
の
う
ち
に
働
く
と
こ
ろ
の
自
然
法
則
で
も
あ

る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
神
が
自
然
の
う
ち
に
法
則
を

定
め
た
、
と
い
う
こ
と
を
裏
か
ら
読
め
ば
、
自
然
は
神
に
よ
っ
て
定
め
ら

れ
た
法
則
に
則
っ
て
振
舞
わ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
永

九
三
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折
乱
塾
研
究
　
　
第
〃
五
百
四
門
十
六
号

遠
真
理
創
造
説
が
、
自
然
学
の
中
で
触
れ
ざ
る
を
え
な
い
形
而
上
学
の
問

題
と
し
て
位
蟹
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
起
こ
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
永
遠
真
理
創
造
説
の
第
二
の
側
面
、
永
遠
真
理
と
人
間
と
の
関

係
の
考
察
に
移
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
臆
、
先
の
引
絹
文
⑧
に
引
き
続
い
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
◎
「
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
（
の
法
則
）
の
う
ち
に
は
、
精
神
を
そ
の
考

　
　
察
へ
と
向
け
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
理
解
し
え
な
い
よ
う
な
も
の

　
　
は
何
も
な
く
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
に
生
得
的

　
　
ヨ
Φ
纂
ぴ
霧
宕
ω
霞
尻
冒
σ
q
窪
一
母
①
に
あ
る
。
あ
た
か
も
国
王
が
、
も

　
　
し
も
そ
う
で
き
る
だ
け
の
力
が
あ
れ
ば
、
彼
の
臣
民
す
べ
て
の
心
の

　
　
中
に
、
彼
の
法
を
刻
み
つ
け
る
で
あ
ろ
う
よ
う
に
。
」
（
い
〔
ω
〕
博
H

　
　
H
＆
）

　
神
に
よ
っ
て
、
自
然
の
う
ち
に
自
由
に
定
め
ら
れ
た
永
遠
真
理
、
あ
る

い
は
諸
法
則
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
精
神
に
、
い
わ
ば
生
ま
れ
な
が
ら
に

刻
印
さ
れ
て
い
る
。
真
理
は
神
に
よ
っ
て
決
定
論
で
あ
り
、
上
か
ら
与
、
兄

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
人
間
に
真
理
を
左
右
す
る
力
は
な
い
。

人
間
は
、
そ
れ
ら
の
真
理
を
発
見
し
た
り
、
そ
れ
ら
に
同
意
を
与
え
た
り

す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
必
然
的
な
真
理
と
し
て
、

そ
れ
に
向
か
い
あ
う
度
に
つ
ね
に
同
意
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
風
に
、

い
わ
ば
強
制
さ
れ
た
も
の
と
し
て
見
出
す
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば

永
遠
不
変
の
真
理
と
は
い
え
ぬ
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
以
上
の
永
遠
真
理
創
造
説
の
構
鐵
を
理
解
す
る
上
で
、
王
国
の

比
喩
は
な
か
な
か
有
効
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
神
主
国
王
、
自
然
1
1

王
園
、
人
聞
1
1
臣
民
、
永
遠
真
理
H
法
律
と
観
き
換
え
て
み
る
が
よ
い
。

九
四

王
は
王
国
を
、
自
ら
が
制
定
し
た
法
律
に
よ
っ
て
統
治
す
る
、
そ
の
法
律

は
、
臣
下
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
べ
く
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
こ
の
全
能
の
統
治
者
は
、
そ
の
法
を
臣
民
一
人
一
人
の
心
に
刻
み
つ

け
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
そ
れ
で
は
神
は
、
王
が
そ
の
法
律
を
変
え
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
真
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

を
変
更
す
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
「
永
遠
真
理
の
自
由
な

創
造
」
と
い
う
一
見
栢
矛
盾
す
る
主
張
に
対
し
、
当
然
生
じ
る
べ
き
疑
問

で
あ
る
。
神
が
真
理
を
変
更
す
る
な
ど
と
い
う
事
態
が
あ
り
う
る
な
ら

ば
、
す
な
わ
ち
神
意
の
変
化
と
と
も
に
真
理
の
内
容
が
変
わ
る
の
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
ら
は
永
遠
不
変
の
真
理
と
い
う
呼
称
を
返
上
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
王
は
、
専
制
齎
主
は
、
時
に
よ
っ
て
そ
の
意
志
を

変
え
、
法
を
変
え
る
こ
と
が
あ
る
。
王
に
と
っ
て
は
、
法
を
変
更
し
う
る

こ
と
、
実
際
に
変
更
し
て
み
せ
る
こ
と
は
、
そ
の
力
を
誇
示
す
る
こ
と
に

つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。
神
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
問
い
に
餐
え
る
た
め
に
は
、
永
遠
真
理
創
造
説
当
蒋
、
デ
カ
ル
ト

が
「
神
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
言
及
を
し
て
い
る
か
を
探
る
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。
本
節
が
主
と
し
て
依
拠
し
て
い
る
…
六
三
〇
年
四
月
㎝
五
日

付
の
書
簡
に
次
の
よ
う
な
文
章
が
見
繊
さ
れ
る
。
「
と
こ
ろ
で
、
神
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

っ
て
理
性
の
使
用
を
授
け
ら
れ
た
人
々
は
、
と
り
わ
け
、
神
お
よ
び
自
己

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

自
身
を
知
ろ
う
と
す
る
た
め
に
、
理
性
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

私
は
思
う
。
私
が
自
分
の
研
究
を
始
め
よ
う
と
努
め
た
の
も
、
そ
こ
か
ら

唱
霞
ぴ
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
こ
の
道
に
よ
っ
て
探
究
し
た
の

で
な
け
れ
ば
、
私
は
自
然
学
の
基
礎
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
こ
そ
が
、
私
が
す
べ
て
の
う
ち
で
最
も
よ
く
研
究
．
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し
た
主
題
な
の
で
あ
り
、
神
の
お
か
げ
で
、
私
は
そ
こ
に
お
い
て
幾
許
か

の
満
足
を
得
て
い
る
。
」
（
一
玄
島
．
謹
詮
傍
点
筆
者
）
こ
の
言
葉
は
、
永
遠

真
理
創
造
説
、
す
な
わ
ち
引
用
文
㈹
、
⑧
、
◎
よ
り
少
し
前
に
現
わ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
神
の
認
識
と
自
己
の
認
識
と
が
、

自
然
学
の
基
礎
確
立
に
先
行
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の

如
く
、
永
遠
真
理
創
造
説
は
、
自
然
学
の
中
で
触
れ
ざ
る
を
え
な
い
形
而

上
学
の
問
題
と
い
う
肩
書
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
神
お
よ

び
自
己
に
つ
い
て
の
認
識
は
、
永
遠
真
理
創
造
説
の
前
提
で
も
あ
る
、
と

考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
果
た
し
て
デ
カ
ル
ト
は
、
神
に
つ
い
て
ど
う
考
え

て
い
た
か
。

　
ま
ず
、
先
に
確
認
し
た
如
く
、
神
は
万
物
の
創
造
者
、
作
者
で
あ
り
、

い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
神
に
依
存
し
な
い
も
の
は
あ
り
え
な
い
。
数
学

的
真
理
も
、
事
物
の
本
質
も
、
そ
れ
が
何
も
の
か
ρ
¢
o
δ
器
0
7
0
。
・
①
で

あ
る
以
上
、
や
は
り
神
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
私
は
知
っ

て
い
る
1
神
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
δ
痺
①
昏
。
器
の
作
者
で
あ
る
こ
と
、

こ
れ
ら
の
真
理
（
藷
永
遠
真
理
）
が
何
も
の
か
ρ
信
①
5
二
〇
警
。
。
・
o
で
あ

る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
神
は
そ
れ
ら
の
真
理
の
作
言
で
あ
る
こ
と
一

を
。
」
（
い
B
〕
”
H
．
一
掴
）

　
こ
の
よ
う
に
神
の
創
造
行
為
は
す
べ
て
に
及
ぶ
の
で
あ
る
が
、
デ
カ
ル

ト
に
よ
れ
ば
、
神
に
お
い
て
は
、
創
造
す
る
こ
と
臼
ひ
臼
は
、
理
解
す

る
こ
と
窪
8
コ
酔
Φ
や
意
志
す
る
こ
と
く
。
巳
。
岸
と
何
ら
異
な
ら
な
い
。

そ
れ
ら
三
者
は
、
不
可
分
の
同
一
の
行
為
で
あ
る
。
（
o
戸
　
一
ぴ
一
侮
　
　
H
．
H
α
Q
◎
）

こ
の
立
場
を
採
れ
ば
、
神
の
知
性
の
う
ち
に
、
意
志
的
創
造
に
先
立
つ
永

遠
の
イ
デ
ア
を
認
め
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
不
可
能
に
な
つ

デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
永
遠
真
理
創
造
説
に
つ
い
て

て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
、
知
る
と
い
う
こ
と
と
、
真
で
あ
る
こ
と
を
欲
す
る

こ
と
と
、
そ
の
真
理
を
創
る
こ
と
と
が
、
神
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
同
一

の
事
態
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
か
ら
。

　
し
か
し
、
神
に
つ
い
て
の
認
識
の
う
ち
で
、
デ
カ
ル
ト
が
最
も
力
点
を

置
き
、
し
た
が
っ
て
ま
た
最
も
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
神
が
無

声
一
華
凱
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
神
に
は
い
か
な
る
限
界
も
な

甲
全
和
全
能
無
限
の
完
全
者
で
あ
る
・
た
だ
・
人
間
精
神
は
・
有

限
で
あ
る
た
め
に
、
こ
の
無
限
な
神
の
全
体
像
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
デ
カ
ル
ト
の
用
語
法
に
従
え
ば
、
8
コ
8
＜
o
貯
あ
る
い
は
8
ヨ
・

箕
窪
島
④
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
8
コ
8
〈
o
岸
も
8
ヨ
買
Φ
監
冨

も
、
と
も
に
「
理
解
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
そ
の
原
義
は
「
包

み
こ
む
」
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
有
限
な
る
も
の
（
1
1
人
間
）
が

無
限
な
る
神
を
包
み
こ
む
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
広

大
な
山
の
一
端
に
触
れ
て
そ
の
山
の
存
在
を
知
り
、
山
に
つ
い
て
の
幾
許

か
の
知
識
を
得
る
と
い
う
よ
う
な
仕
方
で
、
知
る
（
。
・
巽
。
ぼ
あ
る
い
は

8
コ
自
門
辞
①
）
こ
と
は
可
能
で
あ
る
、
そ
う
デ
カ
ル
ト
は
雷
う
。
「
わ
れ
わ

れ
の
精
神
は
有
限
な
の
で
、
神
を
把
握
す
る
（
8
ヨ
窟
①
コ
峰
①
あ
る
い
は

8
琴
①
〈
9
目
）
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
神
が
無
限
で
全
能
で
あ
る
こ
と
を

知
る
（
o
o
帥
く
O
一
同
）
こ
と
は
で
き
る
。
わ
れ
わ
れ
は
両
手
で
山
に
触
れ
る
こ

と
は
で
き
る
が
、
木
や
そ
の
他
の
何
で
あ
れ
、
わ
れ
わ
れ
の
両
腕
の
大
き

さ
を
越
え
な
い
も
の
を
抱
く
よ
う
に
は
、
山
を
抱
く
こ
と
は
で
き
な
い
の

と
同
様
に
。
」
（
一
一
り
一
層
．
　
H
’
日
切
卜
3
）

　
こ
の
、
神
が
無
限
で
あ
り
、
人
間
精
神
を
倉
め
他
の
一
切
を
超
越
し
て

い
る
と
い
う
認
識
が
、
神
に
つ
い
て
の
他
の
知
識
の
源
泉
あ
る
い
は
拠
り

九
ガ
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所
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
永
遠
真
理
が
神
の
自
由

意
志
に
も
と
つ
く
被
造
物
で
あ
る
と
い
う
言
開
は
、
次
の
よ
う
な
三
段
階

の
推
論
に
よ
っ
て
導
く
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
i
ω
い
か
な
る
も
の

に
せ
よ
、
神
の
力
に
依
存
し
な
い
も
の
を
認
め
る
こ
と
は
、
神
の
力
に
限

界
を
設
け
る
こ
と
で
あ
る
、
㈹
神
の
力
は
無
限
で
あ
る
、
価
の
し
た
が
っ

て
、
永
遠
真
理
も
ま
た
神
の
被
造
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
。
同
様

に
ま
た
、
神
の
意
志
と
知
性
と
創
造
行
為
が
一
つ
で
あ
る
、
と
主
張
さ
れ

た
の
は
、
神
に
部
分
を
認
め
る
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
形
で
合
成
さ
れ
て

い
る
と
認
め
る
こ
と
が
、
神
の
無
限
の
完
全
性
と
相
容
れ
な
か
っ
た
か
ら

だ
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
こ
こ
で
、
神
が
そ
の
意
志
を
変
え
、
真
理
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る

こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
先
ほ
ど
の
問
い
に
戻
れ
ば
、
答
え
は

へ否
、
で
あ
ろ
う
。
気
ま
ぐ
れ
や
変
化
は
、
不
完
全
性
の
証
し
に
こ
そ
な

れ
、
無
限
な
完
全
者
の
属
性
と
し
て
は
認
め
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。
永
遠

真
理
は
ま
さ
し
く
永
遠
不
変
で
あ
る
。

　
た
だ
、
こ
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
も
、
有
限
な
わ
れ
わ
れ
人
問
の
目
か

ら
見
て
、
神
に
お
け
る
全
き
自
由
と
、
永
遠
真
理
の
永
遠
不
変
性
と
の
間

に
感
じ
ら
れ
る
異
和
感
が
、
消
え
去
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
不
協
和
音

は
、
無
限
な
る
神
と
、
有
限
な
る
人
間
と
を
隔
て
る
、
無
限
の
距
離
の
両

端
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
。
こ
の
軋
み
は
、
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
取
る
ほ
か

な
い
と
思
わ
れ
る
。
前
述
の
「
神
を
知
り
、
自
己
を
知
る
」
と
い
う
言
葉

に
は
、
測
り
し
れ
な
い
神
の
無
限
性
を
仰
ぎ
見
、
自
己
の
有
限
性
を
自
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

す
る
、
と
い
う
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
本
節
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、
自
然
学
に
対
す
る
永
遠
真
理
創
造
説
の

九
六

役
割
の
暫
定
的
評
衝
を
試
み
れ
ば
、
こ
の
理
論
は
、
真
の
自
然
認
識
と
し

て
の
自
然
学
の
成
立
可
能
性
を
保
証
す
る
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
神
の
国
の
住
人
、
人
間
は
、
そ
の
王
国
す
な
わ
ち
自
然
界
の
秩
序
を

解
読
す
る
鍵
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
鍵
と
は
、
人
間
が
必

然
的
に
真
で
あ
る
と
し
か
見
出
し
え
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
永

遠
の
真
理
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
こ
そ
が
、
神
が
そ
れ
に
よ
っ
て

王
国
を
秩
序
づ
け
た
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
自
然
は
数
学

の
言
葉
で
書
か
れ
て
い
る
、
と
は
確
か
ガ
リ
レ
イ
の
言
葉
で
あ
っ
た
ろ
う

（
詑

力

二
　
永
遠
真
理
創
造
説
以
前

　
「
序
」
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
デ
カ
ル
ト
は
べ
！
ク
マ
ソ
と
の
出
会
い

以
来
、
一
六
三
〇
年
以
前
、
す
な
わ
ち
永
遠
真
理
創
造
説
の
登
場
以
前
に

お
い
て
も
、
数
学
的
自
然
学
の
確
立
の
た
め
に
腐
心
し
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
れ
ら
初
期
の
窃
然
研
究
に
は
な
お
形
而
上
学
と
い
う
基
礎
が
欠
け

て
い
る
、
と
私
は
評
し
た
。
本
節
で
は
、
そ
の
判
断
の
根
拠
を
簡
単
に
示

し
た
い
。
依
拠
す
る
テ
ク
ス
ト
は
、
一
六
二
九
年
以
前
に
書
か
れ
た
と
推

定
さ
れ
て
い
る
『
精
神
指
導
の
規
則
』
（
以
下
『
規
則
論
』
と
略
記
）
で

あ
る
。
こ
の
書
は
、
各
々
十
二
の
規
則
か
ら
成
る
三
部
構
成
の
予
定
で
あ

っ
た
が
、
霞
然
学
の
問
題
が
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
第

三
部
が
未
着
手
の
ま
ま
、
純
粋
数
学
を
主
に
取
扱
っ
て
い
る
第
二
部
の
途

中
で
放
棄
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
未
完
の
テ
ク
ス
ト
中
の

幾
つ
か
の
事
例
を
通
じ
て
、
当
時
の
デ
カ
ル
ト
の
宙
然
研
究
の
動
向
を
探
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る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

　
『
規
則
論
』
の
掲
げ
る
大
目
標
は
、
「
普
遍
数
学
」
ζ
簗
ゲ
。
。
。
δ
¢
遍
く
辞
・

。。

b
貯
の
樹
立
で
あ
る
。
普
遍
数
学
は
、
そ
の
名
に
ふ
さ
わ
し
く
、
適
用

対
象
を
選
ば
な
い
。
そ
れ
は
、
幾
何
学
や
数
論
と
い
う
純
粋
数
学
の
み
な

ら
ず
、
天
文
学
、
音
楽
、
光
学
、
機
械
学
等
々
を
も
統
括
す
る
と
こ
ろ
の

「
い
か
な
る
特
殊
な
質
料
に
も
結
合
さ
れ
て
い
な
い
順
序
。
巳
。
と
計
量

的
関
係
臼
窪
窪
篤
と
に
つ
い
て
、
求
め
ら
れ
う
る
す
べ
て
の
こ
と
を
説

明
す
る
或
る
一
般
的
な
学
問
」
（
即
♪
×
■
ω
刈
G
。
）
で
あ
る
。
こ
こ
に
言
う

と
こ
ろ
の
順
序
も
計
量
的
関
係
も
、
盗
る
種
の
連
鎖
、
す
な
わ
ち
系
列
の

こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
系
列
を
構
成
す
る
各
項
が
、
計
量
的
関
係

に
お
い
て
は
単
位
を
媒
介
に
し
て
結
び
つ
く
が
、
順
序
に
お
い
て
は
無
媒

介
で
直
接
結
び
つ
く
、
と
い
う
相
違
が
あ
る
。
（
。
P
筆
荒
曽
×
■
a
H
）
デ
カ

ル
ト
の
「
方
法
」
は
、
こ
の
系
列
を
獲
得
す
る
た
め
の
手
引
き
で
あ
り
、

真
理
を
求
め
る
際
に
遵
守
す
べ
き
一
般
的
注
意
で
あ
る
。

　
「
方
法
全
体
は
、
わ
れ
わ
れ
が
何
ら
か
の
真
理
を
発
見
す
る
た
め
に
、

精
神
の
洞
察
力
を
向
け
る
べ
き
諸
事
物
の
、
そ
の
順
序
と
配
置
と
に
存
す

る
。
そ
こ
で
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
複
雑
で
不
予
瞭
な
命
題
を
、
段
階
を

追
っ
て
、
よ
り
単
純
な
も
の
に
還
元
し
、
し
か
る
後
に
、
す
べ
て
の
う
ち

で
最
も
単
純
な
も
の
の
直
観
か
ら
、
他
の
す
べ
て
の
も
の
の
認
識
へ
と
、

同
じ
段
階
を
経
て
の
ぼ
っ
て
い
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
方
法

を
正
確
に
遵
守
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
」
（
「
規
則
五
」
表
題
×
．
。
。
謬
）

こ
こ
に
、
明
証
的
で
不
可
疑
の
も
の
以
外
に
は
同
意
を
与
え
な
い
と
い
う

明
証
の
規
則
と
、
推
論
の
各
局
面
で
見
落
と
し
が
な
い
か
ど
う
か
を
チ
ェ

ッ
ク
す
る
枚
挙
と
を
つ
け
加
え
れ
ば
、
『
方
法
序
説
』
第
二
部
の
あ
ま
り

デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
永
遠
真
理
創
造
説
に
つ
い
て

に
も
有
名
な
圏
つ
の
規
則
が
得
ら
れ
よ
う
。
数
学
に
お
い
て
も
自
然
学
に

お
い
て
も
、
な
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
「
方
法
」
に
従
っ
て
、
最
単
純
老

か
ら
始
め
当
該
の
複
雑
な
問
題
を
再
構
成
す
る
と
こ
ろ
の
系
列
を
獲
得
す

る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
純
粋
数
学
の
場
合
、
扱
う
対
象
そ
の
も
の
が
、
数

あ
る
い
は
図
形
で
あ
り
、
も
と
も
と
相
当
単
純
な
の
で
、
求
め
る
系
列
の

最
単
純
老
の
発
見
も
ま
た
容
易
で
あ
る
が
、
自
然
学
で
は
そ
う
簡
単
に
は

い
か
な
い
。
例
え
ば
、
光
の
屈
折
を
研
究
す
る
揚
幕
、
単
に
一
定
の
条
件

下
で
の
入
射
角
と
屈
折
角
の
比
を
求
め
る
だ
け
な
ら
ば
、
こ
れ
は
完
全
に

限
定
さ
れ
た
問
題
と
し
て
数
学
の
領
域
に
入
る
。
し
か
し
、
こ
の
間
題
は

本
来
自
然
学
に
属
し
、
前
記
の
比
の
値
も
媒
質
に
よ
っ
て
変
化
す
る
。
自

然
学
の
問
題
と
し
て
考
え
た
場
合
、
求
め
る
系
列
の
始
め
に
位
置
す
べ
き

も
の
は
、
光
と
は
何
か
と
い
う
光
の
本
性
竃
信
ヨ
ぎ
蝕
。
巳
ω
コ
鷺
錘
p
。
で

あ
る
。
い
や
そ
れ
以
前
に
、
よ
り
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
、
一
般
に
自
然

力
℃
0
8
三
貯
翌
々
信
邑
尻
と
は
何
か
、
が
知
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
最
後
の
も
の
が
、
系
列
の
連
鎖
の
正
真
正
銘
の
最
初
の
環
、
す
な
わ
ち

最
単
純
老
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
自
然
力
と
は
何
か
を
、
精
神
の
直
観

に
よ
っ
て
、
光
の
本
性
を
他
の
自
然
力
と
の
比
較
か
ら
類
推
葺
討
ユ
。

に
よ
っ
て
理
解
し
、
更
に
ど
の
よ
う
に
し
て
光
が
様
々
の
透
明
体
を
通
過

す
る
か
を
尋
ね
、
最
後
に
屈
折
線
そ
の
も
の
の
認
識
に
至
る
、
と
言
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

い
る
。
（
o
P
　
菊
・
c
o
匂
　
〉
｛
●
ω
り
蒔
～
ω
O
窃
）

　
こ
の
よ
う
に
、
自
然
の
探
究
は
数
学
ほ
ど
簡
単
で
は
な
い
。
し
か
し
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
途
方
に
暮
れ
る
ほ
ど
複
雑
怪
奇
な
わ
け
で
も
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
終
着
点
、
す
な
わ
ち
最
終
的
に
得
ら
れ
る
べ
き
系
列
の
モ
デ
ル

が
す
で
に
予
想
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
「
人
間
の
全
知
識
は
、
こ
れ

九
七
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ら
単
純
本
性
コ
口
写
器
。
・
冒
℃
罫
8
。
。
が
、
い
か
に
し
て
同
時
に
協
力
し
て

他
の
も
の
を
複
合
す
る
か
、
そ
れ
を
判
明
に
見
る
、
と
い
う
一
事
に
の
み

存
す
る
。
こ
の
こ
と
に
注
意
す
る
こ
と
は
大
層
有
益
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
、
何
ら
か
の
吟
味
さ
る
べ
き
困
難
が
示
さ
れ
る
た
び
に
、
ほ
と
ん
ど
す

べ
て
の
人
は
、
い
か
な
る
思
考
に
精
神
を
向
け
る
べ
き
か
、
に
確
僑
が
も

て
ず
、
何
か
未
だ
知
ら
な
い
新
た
な
存
在
の
類
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と

信
じ
こ
ん
で
、
入
り
ロ
の
と
こ
ろ
で
立
ち
ど
ま
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

る
。
例
え
ば
、
磁
石
の
本
性
は
何
か
、
と
尋
ね
ら
れ
た
場
合
、
彼
ら
は
、

そ
れ
が
骨
の
折
れ
る
困
難
な
こ
と
だ
と
予
想
す
る
の
で
、
直
ち
に
精
神

を
、
す
べ
て
の
開
証
的
な
も
の
か
ら
そ
む
け
、
最
も
困
難
な
も
の
な
ら
ど

ん
な
も
の
に
で
も
向
け
る
。
そ
し
て
、
多
数
の
論
拠
。
p
量
器
ヨ
巳
け
器

を
欠
い
て
い
る
虚
し
い
空
間
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
う
ち
に
、
何
か
新
し
い

も
の
が
見
つ
か
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
期
待
し
、
放
浪
す
る
。
け
れ
ど
も
、

磁
石
に
お
い
て
知
ら
れ
う
る
の
は
、
終
る
単
純
で
、
そ
れ
自
身
で
知
ら
れ

る
本
性
か
ら
成
る
と
こ
ろ
の
も
の
の
み
だ
、
と
考
え
る
人
は
、
何
を
な
す

べ
き
か
に
迷
う
こ
と
な
く
、
ま
ず
こ
の
石
に
つ
い
て
も
ち
う
る
す
べ
て
の

経
験
的
事
実
を
注
意
深
く
集
め
、
次
に
そ
こ
か
ら
、
磁
石
に
お
い
て
確
か

め
ら
れ
た
す
べ
て
の
結
果
を
生
む
た
め
に
必
要
な
単
純
本
性
の
混
合
は
い

か
な
る
も
の
か
、
を
演
繹
し
よ
う
と
努
め
る
。
こ
れ
が
ひ
と
た
び
見
出

さ
れ
れ
ば
、
彼
は
、
与
え
ら
れ
た
経
験
か
ら
人
間
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
え

た
か
ぎ
り
の
、
磁
石
の
真
の
本
性
を
認
識
し
た
、
と
大
胆
に
主
張
し
う
る

の
で
あ
る
。
」
（
幻
．
一
N
×
・
島
崎
）

　
要
す
る
に
自
然
学
の
課
題
は
、
単
純
本
挫
の
翻
る
複
合
に
よ
っ
て
自
然

現
象
を
説
明
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
尽
き
よ
う
。
単
純
本
性
と
は
、
「
そ

九
八

の
認
識
が
非
常
に
明
瞭
か
つ
判
明
な
の
で
、
よ
り
一
層
…
判
明
に
知
ら
れ
る

多
く
の
も
の
に
、
精
神
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
え
ぬ
」
（
一
ぴ
閂
住
’
　
）
（
幽
蒔
一
c
o
）
も

の
、
「
す
べ
て
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
知
ら
れ
、
い
か
な
る
虚
偽
も
含
ま
な

い
」
（
一
げ
一
儀
．
　
×
噛
A
卜
o
O
）
も
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
こ
の
単
純
本
性
を
、

悟
性
的
な
も
の
ぎ
8
濠
。
ε
巴
霧
、
物
質
的
な
も
の
ヨ
p
。
8
は
巴
①
。
。
、
共
通

的
な
も
の
8
日
ヨ
毒
。
。
。
の
三
つ
に
分
け
て
い
る
。
自
然
学
に
直
結
す
る

物
質
的
な
単
純
本
性
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
形
、
延
長
、
運
動

等
で
あ
る
。
共
通
的
な
も
の
と
し
て
は
、
存
在
、
統
一
、
持
続
等
と
並
ん

で
、
単
純
本
性
を
結
合
し
て
い
く
と
こ
ろ
の
推
論
の
進
行
役
、
推
論
規
則

と
で
も
言
う
べ
き
、
共
通
概
念
あ
る
い
は
公
理
と
呼
ば
れ
る
も
の
（
例
え

ば
「
同
一
の
第
三
奢
に
等
し
い
ご
つ
の
も
の
は
相
互
に
等
し
い
」
）
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

る
。
（
o
【
．
　
＝
り
陣
鳥
．
㎏
（
．
A
一
り
）
色
、
音
、
匂
い
等
の
感
覚
的
性
質
に
対
す
る

不
信
は
、
デ
カ
ル
ト
と
同
時
代
の
、
科
学
革
命
の
推
進
者
の
共
有
物
で
あ

る
が
、
『
規
則
論
』
も
そ
の
空
気
を
反
映
し
、
第
二
次
性
質
は
不
確
実
な

も
の
と
し
て
排
斥
さ
れ
、
物
体
に
関
し
て
の
単
純
本
性
と
み
な
さ
れ
る
の

は
第
一
次
性
質
的
な
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
今
や
自
然
は
、
熱
冷
乾
湿
等

の
感
覚
的
側
面
か
ら
で
は
な
く
、
形
、
延
長
、
運
動
と
い
う
側
面
か
ら
記

述
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
一
見
複
雑
で
手
の
つ

け
ら
れ
な
い
よ
う
な
自
然
野
羊
か
ら
、
感
覚
的
性
質
等
の
爽
雑
物
を
取
り

除
き
、
単
純
本
性
の
言
語
に
よ
っ
て
語
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
見
て
き
た
限
り
で
は
、
『
規
則
論
』
豪
時
の
自
然
研
究
と
、
《
ピ
①

ζ
§
緒
》
以
隆
の
霞
然
学
と
の
間
に
は
本
質
的
な
差
異
な
ど
存
し
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
次
の
点
は
『
規
周

論
』
の
限
界
を
示
す
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
思
う
。
『
規
則
論
』
は
、
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自
然
そ
の
も
の
が
、
形
、
延
長
、
運
動
か
ら
成
っ
て
い
る
と
は
言
わ
な

い
。
な
ぜ
形
、
延
長
、
運
動
が
求
め
ら
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
デ
カ
ル
ト
が

蓋
然
性
を
断
固
と
し
て
斥
け
る
か
ら
で
あ
る
。
知
識
ω
9
①
纂
ド
と
は
確

実
で
明
白
な
認
識
で
あ
る
。
（
o
h
．
　
カ
．
N
堕
　
×
．
ω
①
卜
⊃
）
感
覚
的
諸
性
質
は
、
こ

の
必
要
条
件
を
満
た
さ
な
い
が
ゆ
え
に
、
知
識
と
い
う
名
に
値
し
な
い
の

で
あ
る
。
単
純
本
性
の
複
合
を
正
確
に
見
る
こ
と
は
、
曖
昧
さ
を
含
ま
な

い
と
い
う
点
で
は
、
確
実
な
知
識
の
資
格
を
有
す
る
。
数
学
に
関
し
て
は

そ
れ
だ
け
で
十
分
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
自
然
学
の
場
合
、
な
お
そ
れ

以
上
に
、
当
の
知
的
構
成
物
と
経
験
さ
れ
る
実
臨
界
と
が
合
致
す
る
か
ど

う
か
、
そ
の
対
応
関
係
を
確
か
め
る
仕
事
が
残
さ
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う

か
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ら
単
純
本
性
お
よ
び
そ
れ
ら
編
互
の
何
ら
か

の
混
合
あ
る
い
は
複
合
以
外
に
は
何
も
理
解
し
え
な
い
」
（
菊
μ
卜
⊃
”
×
「

島
鱒
）
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
主
張
が
是
認
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら

直
ち
に
、
自
然
そ
の
も
の
が
人
間
に
と
っ
て
の
単
純
本
性
の
複
合
か
ら
成

る
こ
と
、
す
な
わ
ち
物
質
的
自
然
が
延
長
と
そ
の
運
動
と
に
ほ
か
な
ら
な

い
こ
と
が
結
論
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
『
規
則
論
』
に
欠
け
て
い
る
の

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

は
正
に
こ
の
点
で
あ
る
。

　
永
遠
真
理
創
造
説
は
、
『
規
則
論
』
が
与
え
え
な
か
っ
た
こ
の
保
証
、

思
惟
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
推
論
の
系
列
が
、
思
惟
の
外
な
る
自
然
に
お

い
て
も
真
で
あ
る
と
い
う
保
証
を
与
え
る
。
神
は
、
自
然
の
う
ち
に
永
遠

真
理
を
定
め
、
同
時
に
そ
れ
ら
真
理
の
知
識
を
人
間
に
与
え
た
。
こ
の
雷

明
は
、
思
惟
が
獲
得
す
る
知
識
と
自
然
と
の
岡
調
を
予
め
約
束
し
て
い
る

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
永
遠
真
理
創
造
説
に
つ
い
て

三
　
永
遠
真
理
創
造
説
と
自
然
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
本
節
で
は
《
い
。
窯
。
巳
。
》
の
記
述
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
永
遠
真

理
創
造
説
が
、
ど
の
よ
う
な
形
で
自
然
学
の
中
に
反
映
し
て
い
る
か
を
明

ら
か
に
し
た
い
。

　
《
U
①
寓
。
乱
。
》
七
章
冒
頭
に
、
自
然
鼠
Z
9
葺
①
と
い
う
語
の
定
義

が
見
出
さ
れ
る
。
「
私
は
、
自
然
と
い
う
言
葉
を
、
物
質
そ
の
も
の
猷

ζ
病
識
お
ヨ
①
ヨ
Φ
を
意
味
す
る
た
め
に
使
う
。
た
だ
し
、
私
が
そ
れ

（
摘
物
質
）
に
帰
し
た
す
べ
て
の
性
質
を
全
章
同
時
に
持
つ
も
の
と
し
て
考

え
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
、
ま
た
神
が
、
そ
れ
を
創
造
し
た
の
と
同
じ
仕
方

で
こ
の
物
質
を
保
存
し
つ
づ
け
る
と
い
う
条
件
の
下
で
の
、
物
質
そ
の
も

の
を
意
味
す
る
た
め
に
使
う
。
」
（
い
■
竃
■
刈
り
×
H
’
も
◎
『
）

　
こ
の
定
義
は
、
デ
カ
ル
ト
が
自
然
と
物
質
と
を
二
つ
の
条
件
の
下
で
同

一
視
し
て
い
る
、
と
読
め
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
条
件
の
第
一
は
、
そ
の
物

質
が
、
デ
カ
ル
ト
が
そ
れ
に
帰
し
た
す
べ
て
の
性
質
を
併
せ
も
つ
か
ぎ
り

に
お
い
て
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
物
質
の
性
質
に
つ
い
て
は
第
六
章
で

論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
叙
述
は
明
ら
か
に
『
規
則
論
』
の
延
長
線
上

に
あ
る
。
物
質
の
性
質
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
長
さ
、
巾
、
深

さ
に
お
け
る
延
長
（
お
よ
び
不
可
野
性
）
と
、
そ
の
様
態
、
す
な
わ
ち
諸

部
分
へ
の
分
割
可
能
性
と
そ
れ
ら
諸
部
分
の
運
動
可
能
性
の
み
で
あ
る
。

そ
れ
以
前
の
自
然
学
に
お
い
て
実
在
的
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
き
た
実
体

形
相
や
実
在
的
諸
性
質
、
土
、
火
、
空
気
、
木
、
石
、
金
属
、
熱
、
冷
、

乾
、
湿
、
軽
、
重
等
、
ま
た
そ
の
他
の
感
覚
的
諸
性
質
、
味
、
匂
い
、

九
九
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折
H
学
研
　
究
　
　
筑
〃
五
百
四
十
六
鳳
ウ

音
、
色
等
は
、
不
明
瞭
な
も
の
と
し
て
一
切
が
駆
逐
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ

の
結
果
こ
こ
に
は
、
「
各
人
が
可
能
な
か
ぎ
り
完
全
に
認
識
で
き
な
い
よ

う
な
も
の
は
何
も
な
い
。
」
（
ピ
．
7
｛
．
0
”
）
（
囲
．
ω
ω
）
こ
れ
は
、
前
節
で
見
た
、

物
体
に
関
す
る
単
純
本
性
の
規
定
と
ま
っ
た
く
岡
じ
と
言
っ
て
よ
い
。

　
さ
て
、
物
質
と
自
然
と
を
同
一
視
す
る
た
め
の
も
う
一
つ
の
条
件
は
、

神
が
こ
の
物
質
を
同
じ
仕
方
で
保
存
し
つ
づ
け
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
デ
カ
ル
ト
は
こ
の
条
件
の
す
ぐ
後
に
続
く
箇
所
で
、
「
神
の
行
為
は

不
変
で
あ
る
一
、
鋤
。
二
〇
コ
山
o
U
同
窪
…
…
巴
一
①
器
。
ゲ
。
。
づ
面
。
℃
9
葺
」
（
じ

ζ
’
メ
×
H
●
ω
刈
）
と
明
言
し
て
い
る
。
周
知
の
如
く
デ
カ
ル
ト
は
連
続
創
造

説
を
採
用
し
、
創
造
と
保
存
と
の
間
に
い
か
な
る
相
違
も
認
め
な
い
。
神

は
、
不
断
に
、
同
じ
仕
方
で
創
造
し
つ
づ
け
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
然

界
す
な
わ
ち
被
造
物
の
世
界
に
は
、
明
ら
か
に
生
成
変
化
が
存
す
る
。
神

の
創
造
行
為
あ
る
い
は
保
存
の
不
変
性
聖
日
再
⇔
窪
家
と
、
自
然
の
中

に
見
出
さ
れ
る
諸
変
化
と
の
間
の
か
け
橋
と
し
て
、
デ
カ
ル
ト
は
い
く
つ

か
の
規
則
を
導
入
し
、
そ
れ
ら
を
自
然
法
則
彗
ω
島
Φ
『
Z
舞
葺
Φ
と

呼
ん
で
い
る
。
神
は
、
そ
れ
ら
の
不
変
な
法
則
を
通
じ
て
、
自
ら
は
つ
ね

に
同
じ
仕
方
で
働
き
つ
づ
け
な
が
ら
、
自
然
界
に
お
い
て
多
様
な
変
化
を

生
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
意
味
で
の
自
然
法
剛
則
の
名
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
は
、
物
体
の

運
動
を
規
定
す
る
三
つ
の
規
則
で
あ
る
。
そ
の
第
一
は
、
物
質
の
諸
部
分

は
、
そ
の
状
態
を
変
え
る
よ
う
に
強
制
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
い
つ
ま
で
も

同
じ
状
態
を
保
つ
、
と
い
う
規
則
で
あ
る
。
（
o
｛
■
　
＝
り
一
型
．
　
〉
【
H
●
ω
G
o
）
外
か

ら
力
が
加
わ
ら
な
い
か
ぎ
り
、
静
止
し
て
い
る
も
の
は
静
止
を
、
運
動
し

て
い
る
も
の
は
そ
の
運
動
を
続
け
る
。
運
動
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
腿
ス

｛
○
○

コ
ラ
派
の
入
々
が
考
え
た
よ
う
に
、
そ
の
物
体
本
来
の
場
所
へ
至
る
た
め

の
過
渡
的
な
も
の
な
の
で
は
な
い
。
静
止
と
運
動
の
存
在
論
的
身
分
に
上

下
は
な
く
、
両
者
は
物
体
の
煽
る
状
態
と
し
て
同
じ
資
格
を
有
す
る
の
で

あ
る
。

　
運
動
の
第
二
の
規
則
は
、
い
わ
ゆ
る
運
動
量
保
存
則
、
衝
突
の
前
後
で

運
動
の
授
受
が
あ
っ
て
も
、
全
体
と
し
て
そ
の
総
量
に
変
化
は
な
い
、
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
（
o
｛
’
一
げ
一
伽
。
×
H
●
A
H
）

　
そ
し
て
第
三
の
規
則
は
、
運
動
の
本
来
の
姿
を
直
線
運
動
と
規
定
す

る
。
（
o
頃
．
　
一
げ
一
飢
．
　
V
（
H
・
A
Q
Q
～
μ
《
）
デ
カ
ル
ト
は
真
空
を
認
め
な
い
の
で
、
実

際
に
起
こ
る
運
動
は
す
べ
て
、
結
局
は
円
環
運
動
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い

の
で
あ
る
が
、
本
来
物
質
の
個
々
の
部
分
は
つ
ね
に
直
線
状
に
運
動
を
続

け
よ
う
と
す
る
、
と
彼
は
言
う
。

　
以
上
の
第
一
と
第
三
の
規
則
を
組
合
わ
せ
る
と
、
物
体
は
外
力
が
加
わ

ら
な
い
か
ぎ
り
、
等
速
直
線
運
動
を
続
け
る
、
と
い
う
完
全
な
形
の
慣
性

の
法
則
に
な
る
。
こ
れ
は
「
序
」
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
科
学
革
命
へ
の

デ
カ
ル
ト
の
大
き
な
寄
与
で
あ
る
。
ガ
リ
レ
イ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以

来
の
円
運
動
優
越
の
呪
縛
を
脱
し
き
れ
ず
、
彼
の
慣
性
運
動
は
円
周
上
に

　
　
　
　
　
（
9
）

と
ど
ま
っ
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
デ
カ
ル
ト
が
こ
れ
ら
三
つ
の
運
動
法
則
を
定
式
化
す
る
に

あ
た
っ
て
、
投
石
器
を
用
い
た
実
験
や
そ
の
他
の
経
験
観
察
が
一
定
の
役

割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
験
や
観
察

の
位
置
は
飽
く
ま
で
も
副
次
的
な
も
の
で
し
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
運
動
法
則
は
、
三
つ
が
三
つ
と
も
、
神
の
不
変
性
固
ヨ
ヨ
9
？

σ
ヨ
3
か
ら
の
論
理
的
帰
結
で
あ
る
、
と
デ
カ
ル
ト
は
主
張
し
て
い
る
か
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ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
第
三
の
規
則
、
運
動
の
本
来
の
姿
が
直
線
的
で
あ

る
と
い
う
の
は
、
一
瞬
問
ご
と
の
運
動
を
そ
の
ま
ま
保
存
す
れ
ば
、
直
線

に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
o
陥
．
　
嗣
げ
一
眠
■
）
（
H
■
偶
鼻
～
蒔
㎝
）
運
動
を

静
止
ま
で
の
一
過
程
と
い
う
位
置
に
お
と
し
め
さ
え
し
な
け
れ
ば
、
同
様

に
第
一
、
第
二
の
規
則
を
神
の
不
変
性
か
ら
導
く
こ
と
は
、
た
や
す
い
仕

事
で
あ
ろ
う
。
（
o
P
憎
げ
一
山
．
×
H
・
戯
G
◎
）

　
以
上
の
よ
う
な
運
動
法
則
の
ほ
か
に
も
、
自
然
法
則
の
う
ち
に
数
え
入

れ
う
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
種
々
の
永
遠
真
理
あ
る
い
は
数
学
的
真

理
、
す
な
わ
ち
、
　
「
そ
れ
に
従
っ
て
神
が
す
べ
て
の
も
の
を
、
数
や
重
さ

や
量
に
お
い
て
配
置
し
た
、
と
窃
ら
わ
れ
わ
れ
に
教
え
て
い
る
」
（
彦
阜

×
H
．
ミ
）
真
理
で
あ
る
。
「
そ
の
認
識
は
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
に
と
っ
て
非
常

に
自
然
な
の
で
、
そ
れ
ら
を
判
明
に
理
解
。
§
8
く
。
漏
し
さ
え
ず
れ
ば
、

わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
を
誤
り
な
い
も
の
と
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
ま

た
、
た
と
え
神
が
多
く
の
宇
宙
を
創
造
し
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
の
宇

宙
と
同
様
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
宇
宙
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
真
理
が
真

で
あ
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
」
（
陣
窪
蜘
．
）
と
デ
カ
ル
ト
は
言
っ
て
い
る
。

要
す
る
に
、
思
惟
が
そ
れ
と
向
き
合
う
た
び
に
強
制
的
に
同
意
を
強
い
ら

れ
る
必
然
的
真
理
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
幾
何
学
や
数
論
の
真

理
と
と
も
に
、
か
の
共
通
概
念
あ
る
い
は
公
理
も
含
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ

（
1
0
）

う
。
数
学
的
真
理
や
論
理
法
則
は
自
然
界
に
浸
み
わ
た
っ
て
お
り
、
諸
事

物
は
そ
れ
ら
の
真
理
に
背
い
た
振
舞
い
を
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
で
自
然
学
の
最
も
基
礎
的
な
原
理
が
出
揃
っ
た
。
そ
れ
は
、
ω

延
長
を
本
質
と
す
る
物
質
、
②
物
質
の
諸
部
分
の
運
動
を
規
定
す
る
三

つ
の
法
則
、
③
そ
の
他
の
永
遠
真
理
、
の
三
つ
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、

デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
永
遠
真
理
創
造
説
に
つ
い
て

こ
れ
ら
の
原
理
だ
け
か
ら
、
自
然
の
諸
現
象
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
、
す
な
わ

ち
結
呆
を
そ
の
原
因
に
よ
っ
て
認
識
で
き
る
、
と
考
え
る
。
（
o
鴎
■
間
げ
一
仙
●
）

も
ち
ろ
ん
個
々
の
現
象
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
三
つ
以
外
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
応
じ
た
特
殊
な
限
定
条
件
を
加
え
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ

ろ
う
が
、
自
然
を
探
究
す
る
上
で
、
先
の
三
つ
の
原
理
を
は
な
れ
た
異
質

の
原
理
を
要
請
す
る
必
要
は
な
い
。
本
節
冒
頭
に
掲
げ
た
自
然
の
定
義
に

戻
れ
ば
、
自
然
と
は
、
延
長
を
本
質
と
し
、
三
つ
の
運
動
法
則
お
よ
び
他

の
永
遠
真
理
に
従
っ
て
振
舞
う
物
質
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
結
論
さ
れ
よ

う
。
換
言
す
れ
ば
、
延
長
の
み
を
本
質
と
す
る
物
質
が
、
運
動
法
則
や

他
の
明
証
的
な
諸
真
理
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
た
姿
、
こ
れ
が
《
い
Φ

9
0
巳
①
》
の
描
く
「
自
然
」
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
結
論
と
一
六
三
〇
年
の
永
遠
真
理
創
造
説
と
を
つ
き
合
わ
せ
て
み

よ
う
。
永
遠
真
理
創
造
説
の
説
く
と
こ
ろ
は
、
無
限
な
る
神
が
、
自
由

に
、
自
然
の
う
ち
に
、
不
変
の
或
る
法
則
す
な
わ
ち
永
遠
真
理
を
定
め
た

と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
有
限
な
る
人
間
は
、
そ
の
精
神
に
生
得
的
に
、
こ

れ
ら
の
法
則
あ
る
い
は
永
遠
真
理
の
知
識
を
刻
み
こ
ま
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
《
U
①
】
≦
o
口
伽
Φ
》
中
の
三
つ
の
自
然
学
の
基
礎
、
ω
延

長
を
本
質
と
す
る
物
質
、
ω
三
つ
の
運
動
法
則
、
③
そ
の
他
の
永
遠
真

理
、
の
う
ち
最
後
の
も
の
が
、
一
六
三
〇
年
に
述
べ
ら
れ
た
「
永
遠
真

理
」
の
範
疇
に
入
る
こ
と
は
、
改
め
て
言
及
す
る
必
要
も
な
い
く
ら
い
明

自
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
他
の
二
つ
で
あ
る
。
②
の
運
動
法
則
は
、
ひ
と
た

び
掌
中
に
す
れ
ば
永
遠
不
変
の
真
理
と
認
め
ら
れ
よ
う
が
、
③
の
永
遠
真

理
と
は
い
さ
さ
か
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
自
体
と
し

て
、
す
な
わ
ち
他
の
も
の
に
依
存
せ
ず
に
、
思
惟
が
同
意
を
強
い
ら
れ
る

一
〇
】
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真
理
で
は
な
く
、
予
め
、
蔚
提
と
し
て
神
の
不
変
性
を
要
求
す
る
か
ら
で

あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
不
変
な
る
神
さ
え
知
ら
れ
て
い
れ
ば
、
そ
こ
か

ら
必
然
的
演
繹
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
知
識
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
運
動
法
鋼

も
や
は
り
、
一
六
三
〇
年
の
書
簡
の
言
う
永
遠
真
理
の
内
に
含
め
て
も
よ

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
真
な
る
前
提
か
ら
の
論
理
的
帰
結
は
、
前
提
同

様
に
真
で
あ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
は
、
オ
ラ
ン
ダ
隠
棲
後
の
形
而
上
学
的
省

察
に
よ
っ
て
、
当
晴
す
で
に
神
の
不
変
性
に
到
達
し
て
い
た
は
ず
で
あ

（
1
1
）

る
。　

さ
ら
に
ま
た
、
あ
と
一
つ
の
原
理
、
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
実
体
形

絹
、
実
在
的
性
質
、
感
覚
的
諸
性
質
を
奪
わ
れ
、
延
長
（
と
運
動
）
の
み

が
残
さ
れ
た
物
質
、
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
私
に
は
、
こ
れ
も
ま
た
、
広

義
の
永
遠
真
理
と
解
し
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
事
物
の

本
質
と
は
、
う
つ
ろ
い
や
す
い
性
質
で
は
な
く
、
い
わ
ば
永
遠
不
変
の
性

質
で
あ
り
、
誇
る
箇
所
で
デ
カ
ル
ト
は
、
「
被
造
物
の
本
質
は
、
永
遠
真

理
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（
い
〔
紐
響
囲
」
紹
）
と
言
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
が
物
質
の
う
ち
に
残
し
た
性
質
、
つ
ま
り
延
長
や
運
動
は
、
人

間
精
神
が
そ
れ
に
向
か
う
と
き
、
い
さ
さ
か
の
曇
り
も
な
い
明
証
的
な
も

の
と
し
て
認
め
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
は
、

③
の
意
味
で
の
永
遠
真
理
で
あ
る
と
こ
ろ
の
幾
何
学
や
数
論
が
、
そ
こ
に

　
　
　
　
　
　
　
へ

お
い
て
成
り
立
つ
場
で
も
あ
る
。
幾
何
学
は
、
空
間
に
お
け
る
様
々
な
図

形
と
、
そ
の
図
形
の
移
動
に
よ
る
重
ね
合
せ
（
合
同
）
や
、
移
動
の
跡

（
軌
跡
）
等
を
扱
う
。
数
論
と
て
も
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
は
空
間
表
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

と
無
縁
で
な
く
、
む
し
ろ
密
接
な
関
係
を
も
つ
。

　
以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
る
と
き
、
《
び
。
鼠
。
孟
①
》
に
見
ら
れ
る
自
然

一
〇
二

学
の
原
理
と
は
、
一
六
三
〇
年
に
は
抽
象
的
に
語
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
た

永
遠
真
理
、
す
な
わ
ち
人
間
に
お
い
て
は
必
然
的
真
理
で
あ
り
、
同
時
に

自
然
に
お
い
て
は
自
然
法
則
で
も
あ
る
と
こ
ろ
の
永
遠
真
理
の
具
体
的
内

容
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
結
論
づ
け
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
を

再
度
く
り
返
せ
ば
、
ω
延
長
を
本
質
と
す
る
物
質
、
②
三
つ
の
運
動
法

則
、
③
諸
々
の
永
遠
真
理
、
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
ω
と
③
と
は
、
或
る

意
味
で
『
規
則
論
』
轟
時
の
自
然
学
に
も
共
通
に
見
ら
れ
る
と
言
え
る

が
、
②
は
神
の
不
変
性
に
対
す
る
洞
察
な
し
に
は
得
ら
れ
ず
、
自
然
学
樹

立
の
た
め
に
は
、
『
規
序
論
』
の
普
遍
数
学
の
立
場
が
、
形
而
上
学
的
思

索
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い

る
。
ま
た
、
前
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
原
理
ω
と
③
を
共
有
す
る
と
は

言
う
も
の
の
、
『
規
鰯
論
』
で
は
、
そ
れ
ら
は
ま
だ
思
惟
の
内
な
る
明
証

と
い
う
資
格
し
か
も
た
ず
、
し
た
が
っ
て
思
惟
の
外
な
る
自
然
の
実
際
の

構
成
に
つ
い
て
は
確
言
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
せ
い
ぜ
い
仮
説
と
し
て
述

べ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
永
遠
真
理
創
造
説
に
よ
っ
て
は
じ

め
て
、
思
惟
と
窃
然
と
の
間
に
連
絡
通
路
が
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。

四
　
永
遠
真
理
創
造
説
と
『
省
察
』

　
一
六
三
〇
年
の
永
遠
真
理
創
造
説
で
は
、
王
国
の
比
喩
を
用
い
て
人
々

の
想
像
力
に
訴
え
た
説
得
が
な
さ
れ
は
す
る
が
、
結
論
が
与
え
ら
れ
て
い

る
だ
け
で
、
論
証
を
欠
い
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
は
四
月
一
五
日
付
の
同
じ

手
紙
で
、
「
幾
何
学
の
証
明
よ
り
も
明
証
的
な
仕
方
で
、
形
面
上
学
の
真
理

を
証
明
し
う
る
」
（
只
ω
〕
り
H
μ
匿
）
と
見
得
を
切
る
が
、
自
分
の
自
然
学
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が
い
か
に
受
容
さ
れ
る
か
を
先
に
確
か
め
た
い
と
言
っ
て
、
そ
の
証
明
の

具
体
像
は
鴎
か
し
て
い
な
い
。
実
は
デ
カ
ル
ト
は
、
そ
れ
よ
り
以
前
の
一

六
二
九
年
に
形
而
上
学
の
小
論
文
を
書
き
始
め
て
い
る
。
（
。
｛
’
黒
μ
〕
リ

ロ
刈
）
こ
の
小
論
文
の
主
題
は
、
「
神
の
存
在
と
、
身
体
か
ら
分
か
た
れ

た
と
き
の
わ
れ
わ
れ
の
魂
の
存
在
一
こ
こ
か
ら
魂
の
不
死
性
が
帰
結
す

る
一
を
証
開
す
る
こ
と
」
（
い
〔
①
〕
噂
轡
一
。
。
ゆ
）
で
あ
り
、
『
省
察
』
第
一

版
の
表
題
一
神
の
存
在
お
よ
び
魂
の
不
死
を
証
明
す
る
第
一
哲
学
に
つ

い
て
の
省
察
i
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
こ
の
小
論
文
が
わ
れ
わ
れ
の
手
に

渡
ら
ず
、
当
時
の
デ
カ
ル
ト
の
形
而
上
学
の
姿
を
間
接
的
に
推
測
す
る
し

か
な
い
の
は
洵
に
残
念
で
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
、
［
で
も
述
べ
た
よ
う

に
、
永
遠
真
理
創
造
説
に
先
立
っ
て
、
神
の
無
限
性
、
人
問
の
有
限
性
に

つ
い
て
デ
カ
ル
ト
が
思
い
を
巡
ら
せ
、
そ
の
思
索
に
基
づ
い
て
永
遠
真
理

創
造
説
を
展
閉
し
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
そ
こ
で
最
後
に
、
一
六
三
〇

年
の
永
遠
真
理
創
造
説
と
、
デ
カ
ル
ト
が
公
に
し
た
完
全
な
形
の
形
而
上

学
と
の
比
較
を
行
な
う
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
無
益
で
は
な
い
と
思
う
。

　
デ
カ
ル
ト
が
『
省
察
』
を
書
い
た
主
要
な
意
図
の
一
つ
は
、
新
自
然
学

の
基
礎
づ
け
で
あ
る
。
「
あ
な
た
と
の
間
だ
か
ら
言
う
が
、
こ
れ
ら
六
つ

の
省
察
は
、
私
の
自
然
学
の
す
べ
て
の
基
礎
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
、

ど
う
か
こ
の
こ
と
は
言
わ
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、
も
し

公
言
す
れ
ぽ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
好
む
人
々
が
、
こ
れ
ら
の
省
察
を
承

認
す
る
こ
と
に
難
色
を
示
す
で
あ
ろ
う
か
ら
。
私
は
、
こ
れ
を
読
む
人
々

が
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
私
の
諸
原
理
に
馴
じ
み
、
自
分
た
ち
が
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
諸
原
理
を
破
壊
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
前
に
、
私
の

原
理
の
真
理
性
を
認
め
て
く
れ
る
こ
と
を
望
む
Q
」
（
い
〔
c
。
〕
”
目
合
b
ミ
～

デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
永
遠
真
理
創
造
説
に
つ
い
て

卜。

閨
B
。
）
デ
カ
ル
ト
は
、
メ
ル
セ
ソ
ヌ
に
対
し
て
は
気
を
許
し
て
こ
の
よ
う

に
言
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
博
士
た
ち
に
『
省
察
』
の

推
薦
を
求
め
た
書
簡
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
『
省
察
』
執
筆
の
蓑
向
き
の

動
機
は
、
当
蒋
勢
力
を
増
し
つ
つ
あ
っ
た
無
神
論
者
や
自
由
思
想
家
た
ち

に
抗
し
て
、
信
仰
を
擁
護
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
ほ
と
ん

ど
誰
も
異
を
唱
え
え
ぬ
よ
う
な
臼
的
の
崇
高
な
美
名
の
下
に
、
デ
カ
ル
ト

は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
日
ス
コ
ラ
自
然
学
の
転
覆
と
い
う
も
う
一
つ
の
目

的
を
隠
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
（
と
は
い
え
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
、
こ

れ
ら
二
つ
の
目
的
は
決
し
て
相
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
虚
心
に
テ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

ス
ト
を
読
む
か
ぎ
り
、
護
教
と
い
う
彼
の
意
図
を
、
単
な
る
ま
や
か
し
と

取
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
）
以
下
、
こ
の
よ
う
な
「
新
自
然
学
の
華
礎
づ

け
」
と
い
う
意
図
を
念
頭
に
、
『
省
察
』
の
叙
述
の
流
れ
を
ご
く
簡
単
に

辿
っ
て
み
た
い
。

　
「
第
一
省
察
」
は
懐
疑
に
当
て
ら
れ
て
い
る
。
少
し
で
も
疑
わ
し
い
も

の
は
、
偽
と
し
て
退
け
ら
れ
る
。
外
部
感
覚
、
内
部
感
覚
は
も
と
よ
り
、

数
学
的
真
理
ま
で
が
、
欺
く
神
の
懇
定
の
下
に
疑
わ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
誇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

張
懐
疑
で
あ
る
。
「
第
二
省
察
」
で
は
、
コ
ギ
ト
、
思
惟
す
る
わ
れ
の
存

在
が
得
ら
れ
る
。
天
も
な
く
、
地
も
な
く
、
身
体
さ
え
も
な
い
と
想
定
し

え
て
も
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
間
、
考
え
て
い
る
私
が
い
な
い
と
想

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
は
思
惟
と
し
て
存
在
す
る
。
こ
れ
を
受
け

た
「
第
三
省
察
」
の
主
題
は
、
神
の
存
在
証
明
で
あ
る
。
神
は
、
私
の
内

に
あ
る
無
限
者
の
観
念
を
通
じ
て
（
第
一
証
明
）
、
あ
る
い
は
無
限
者
の

観
念
を
有
す
る
私
の
存
在
を
通
じ
て
（
第
ご
証
明
）
、
見
出
さ
れ
る
。
そ

し
て
、
神
の
諸
属
性
に
つ
い
て
の
考
察
を
経
て
、
末
尾
で
神
の
誠
実
性
、

一
〇
三
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す
な
わ
ち
神
が
欺
論
者
で
あ
り
え
ぬ
こ
と
が
結
論
さ
れ
る
。
次
の
「
第
四

省
察
」
は
真
偽
論
で
あ
る
。
意
志
が
悟
性
の
守
備
範
囲
を
越
え
て
判
断
を

下
す
と
こ
ろ
に
誤
謬
が
生
じ
る
。
し
か
し
、
明
晰
判
明
な
も
の
、
す
な
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
や
ま

ち
憎
性
に
と
っ
て
の
嬰
証
は
、
過
つ
危
険
の
な
い
真
理
で
あ
る
。
「
な
ぜ

な
ら
、
す
べ
て
明
断
で
判
明
な
知
識
は
、
疑
い
も
な
く
実
在
的
な
も
の
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
無
に
由
来
す
る
も
の
で
は
あ
り
え
ず
、
必
然
的
に
神

を
一
か
の
最
高
に
完
全
な
も
の
で
あ
っ
て
、
総
覧
者
で
あ
る
こ
と
と
は

絹
容
れ
な
い
と
こ
ろ
の
神
を
一
作
者
と
し
て
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ

え
、
疑
い
も
な
く
、
真
な
の
で
あ
る
か
ら
。
」
（
と
■
♪
＜
囲
H
．
O
卜
∂
）
こ
こ
に

は
明
ら
か
に
、
永
遠
真
理
創
造
説
に
通
じ
る
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
明
断

判
明
知
は
、
神
を
作
者
と
す
る
が
ゆ
え
に
真
な
の
で
あ
る
。
決
し
て
神
と

独
立
に
真
な
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
知
識

は
、
ま
だ
思
惟
の
内
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
外
へ
の
南
扇
を
も
た
な
い
。

　
「
第
五
省
察
」
の
主
題
は
、
物
質
的
事
物
の
本
性
の
探
究
で
あ
る
。
物

質
的
な
事
物
が
思
惟
の
外
に
存
在
す
る
か
ど
う
か
を
問
う
前
に
、
「
そ
れ

ら
の
事
物
の
観
念
を
、
そ
れ
が
私
の
意
識
の
う
ち
に
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い

て
ρ
葛
3
コ
器
ω
塞
け
ぎ
ヨ
＄
8
σ
Q
同
書
鉱
。
葛
考
察
し
、
そ
の
う
ち
の
ど

れ
が
判
明
で
あ
り
、
ど
れ
が
混
乱
し
て
い
る
か
を
見
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
。
」
（
鼠
．
㎝
’
　
く
H
H
．
①
G
Q
）
ま
ず
物
体
の
存
在
を
確
か
め
、
し
か
る
後
に
そ

の
実
在
す
る
物
質
の
本
質
を
問
う
の
で
は
な
い
。
デ
カ
ル
ト
の
と
る
順
序

は
逆
で
あ
っ
て
、
ま
ず
本
質
を
問
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
す
で
に
物
体
的
事

物
に
つ
い
て
種
々
の
観
念
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
で
判
明
に
認

識
で
き
る
も
の
、
そ
れ
は
延
長
で
あ
り
、
そ
の
延
長
に
は
様
々
な
形
や
運

動
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
や
誇
張
懐
疑
に
よ
っ
て
揺
る
が
さ

一
〇
四

れ
た
数
学
的
真
理
は
取
り
戻
さ
れ
た
。
物
質
的
事
物
が
外
に
存
在
し
よ
う

が
し
ま
い
が
、
わ
れ
わ
れ
は
空
間
的
拡
が
り
に
お
け
る
様
々
な
数
学
的
真

理
を
、
判
明
に
見
出
す
。
第
四
省
察
の
宋
尾
で
確
認
さ
れ
た
如
く
、
こ
の

明
晰
判
明
な
る
も
の
は
、
誠
実
な
神
を
作
者
と
す
る
が
ゆ
え
に
、
ま
ち
が

い
な
く
真
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
言
う
、
「
た
と
え
ば
、
私
が
三
角
形
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
と

想
像
す
る
と
き
、
た
ぶ
ん
こ
の
よ
う
な
図
形
は
私
の
思
惟
の
外
に
は
世
界

の
ど
こ
に
も
存
在
せ
ず
、
か
つ
て
も
け
っ
し
て
存
在
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
が
、
し
か
し
こ
の
図
形
は
、
確
か
に
あ
る
一
定
の
本
性
、
あ
る
い
は
本

質
、
あ
る
い
は
形
相
を
有
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
永
遠
不
変
で
あ

り
、
私
に
よ
っ
て
描
き
だ
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
私
の
精
神
に
依

存
す
る
も
の
で
も
な
い
。
」
（
陣
げ
同
鳥
●
　
く
囲
H
e
α
蒔
）
な
お
、
こ
の
後
、
第
五
省

察
の
後
半
部
は
、
神
の
存
在
の
第
三
証
明
、
い
わ
ゆ
る
存
在
論
的
証
明
に

よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。

　
最
後
の
「
第
六
省
察
」
は
、
次
の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
る
。
「
も
は
や

残
る
と
こ
ろ
は
、
物
質
的
事
物
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
を
吟
味
す
る
こ
と

だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
確
か
に
、
私
は
す
で
に
、
少
な
く
と
も
次
の
こ
と

を
知
っ
て
い
る
。
物
質
的
事
物
は
、
純
粋
数
学
の
対
象
で
あ
る
か
ぎ
り
、

存
在
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
私
は
そ
れ
ら
を
明
晰
に
判
明
に
認
識
す

る
の
だ
か
ら
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
（
ζ
’
①
闇
　
く
H
H
・
刈
一
）
し
か
し
、
こ

の
物
体
の
存
在
証
明
は
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
。
純
粋
悟
性
と
は
区
別

さ
れ
た
二
つ
の
作
用
、
想
像
と
感
覚
に
つ
い
て
の
考
察
、
そ
し
て
心
身
の

分
離
を
経
て
、
感
覚
に
お
け
る
受
動
性
と
神
の
誠
実
性
と
を
亡
子
に
、
よ

う
や
く
の
こ
と
で
果
た
さ
れ
る
。
「
か
く
て
物
体
的
事
物
は
存
在
す
る
の

で
あ
る
。
け
れ
ど
も
お
そ
ら
く
、
そ
れ
ら
物
体
的
事
物
の
す
べ
て
は
、
私
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が
感
覚
で
把
握
す
る
と
お
り
の
も
の
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
こ
う
い
う
感
覚
に
よ
る
把
握
は
、
多
く
の
点
で
き
わ
め
て
不
明
瞭

で
あ
り
混
乱
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
私
が
そ

れ
ら
の
う
ち
に
明
晰
に
判
明
に
理
解
す
る
事
が
ら
は
す
べ
て
、
す
な
わ

ち
、
一
般
的
に
い
っ
て
、
純
粋
数
学
の
対
象
の
う
ち
に
把
握
さ
れ
る
事

が
ら
は
す
べ
て
、
そ
れ
ら
の
う
ち
に
そ
の
と
お
り
に
あ
る
の
で
あ
る
。
」

（一

ﾒ
一
自
e
　
～
N
困
目
巳
c
Q
O
）

　
こ
の
最
後
の
結
論
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
思
惟
の
見
出
す
明
証
的
な

真
理
は
、
そ
の
ま
ま
外
の
世
界
す
な
わ
ち
自
然
界
を
律
す
る
法
剣
で
も
あ

る
と
い
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
思
惟
の
聖
な
る
明
証
的
真
理
を
追
う
こ

と
に
よ
っ
て
、
自
然
研
究
が
果
た
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

内
と
外
と
の
厳
密
な
対
応
関
係
の
主
張
は
、
一
六
三
〇
年
の
永
遠
真
理
創

造
説
と
き
わ
め
て
よ
く
重
な
り
合
う
。
自
然
学
の
基
礎
づ
け
と
い
う
点
に

関
す
る
か
ぎ
り
、
結
渠
的
に
、
永
遠
真
理
創
造
説
と
『
省
察
』
全
体
と

は
、
そ
の
効
力
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
差
が
な
い
、
ま
っ
た
く
等
価
で
あ
る

と
さ
え
言
え
よ
う
。
一
六
三
〇
年
に
わ
ず
か
数
十
行
で
片
づ
け
ら
れ
た
こ

と
を
述
べ
る
の
に
、
『
省
察
』
は
数
十
ペ
ー
ジ
を
費
や
し
た
勘
定
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
『
省
察
』
が
論
証
の
書
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
順

序
を
1
先
行
す
る
も
の
は
後
続
の
も
の
の
認
識
を
必
要
と
せ
ず
、
後
続

の
も
の
は
先
行
す
る
も
の
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
と
い
う
順
序
を
一
遵

守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
両
者
の
記
述
の
分
蚤

に
大
き
な
落
差
が
あ
っ
て
も
、
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
無
限
の
完
全

者
、
誠
実
な
る
神
に
至
る
に
は
、
懐
疑
か
ら
コ
ギ
ト
へ
、
と
い
う
歩
み
が

必
要
で
あ
っ
た
の
だ
。
一
六
三
〇
年
の
永
遠
真
理
創
造
説
は
、
こ
の
よ
う

デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
永
遠
真
理
創
造
説
に
つ
い
て

な
論
証
の
要
求
す
る
順
序
を
無
視
し
て
、
神
、
人
間
、
自
然
と
、
諸
真
理

と
の
関
係
を
一
望
の
も
と
に
収
め
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
鳥
緻
図
、
全
体
の
見
取
り
図
な
の
で
あ
る
。
神
は

真
理
の
作
者
で
あ
る
。
人
間
は
、
そ
の
真
理
の
知
識
を
神
か
ら
、
生
ま
れ

な
が
ら
に
授
け
ら
れ
て
い
る
。
人
間
が
自
ら
の
う
ち
に
明
証
的
に
見
出
す

諸
真
理
は
、
同
時
に
自
然
界
を
律
す
る
法
則
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
永

遠
真
理
創
造
説
は
、
或
る
意
味
で
、
不
完
全
な
仕
方
で
叙
述
さ
れ
た
『
省

察
』
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
、
そ
の
荒
削
り
さ
ゆ
え

に
か
え
っ
て
、
ま
た
、
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
王
國
の
比
．
喩
は
、
イ
メ
ー

ジ
に
訴
え
る
が
ゆ
え
に
か
え
っ
て
、
自
然
学
の
基
礎
と
し
て
の
デ
カ
ル
ト

夕
星
上
学
の
全
体
的
骨
格
を
顕
わ
に
見
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

羊ヨ．e註

叢記
書
名

書
簡
お
よ
び
書
名
は
以
下
の
略
号
に
よ
っ
て
示
し
た
。

い
口
〕
二
呂
P
メ
H
o
。
　
　
　
四
9
げ
2
h

ピ
〔
卜
⊃
〕
二
①
b
。
P
一
ど
お
　
　
　
卸
ζ
興
ω
①
コ
器

い
〔
ω
〕
二
①
ω
ρ
幽
”
温
　
　
　
呼
三
雲
ω
⑦
舅
①

い
〔
凸
二
α
。
。
9
ρ
①
　
　
　
似
賓
。
冨
曾
コ
。

ピ
〔
呂
二
①
ω
ρ
伊
ト
コ
刈
（
噌
）
餅
ζ
①
匿
曾
器

い
〔
O
〕
二
①
ω
ρ
は
㌧
験
　
　
　
呼
9
興
ω
魯
コ
①

U
〔
δ
二
①
ω
c
。
噛
一
9
ご
　
　
　
似
ζ
⑦
嵩
①
ロ
g

い
〔
c
。
〕
二
①
命
讐
日
”
⑩
c
。
　
　
　
卿
F
ζ
ω
窃
睾
5
Φ

菊
・
”
『
精
神
指
導
の
規
則
』
（
知
●
卜
。
騨
規
則
二
）

ピ
曹
ζ
。
”
．
．
《
ピ
ρ
ζ
O
づ
匹
O
》
、
．
（
ピ
」
≦
．
⑦
”
第
六
出
尽
）

U
．
鋒
隔
『
方
法
序
説
』
（
O
・
鍵
・
。
。
軸
第
㎝
「
蔀
）一

〇
五
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研
ぬ
九
　
鮪
弟
五
百
四
［
十
六
口
万

　
　
　
　
ζ
．
”
『
省
察
瞼
（
護
・
ら
第
羅
省
察
）

　
　
　
　
℃
■
℃
」
『
哲
学
原
理
』
（
℃
勺
◆
ゲ
お
”
第
一
部
4
9
節
）

　
盤
簡
番
号
、
書
名
の
後
の
ロ
ー
マ
数
字
お
よ
び
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ア

ダ
ン
悶
タ
ソ
ヌ
リ
版
デ
カ
ル
ト
著
作
集
の
旧
号
と
ベ
ー
ジ
数
を
示
す
。
（
例
、
×
巳

心
一
㊤
”
鮪
第
十
巻
筆
一
九
ペ
ー
ジ
）

　
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
拙
訳
を
試
み
る
よ
う
に
し
た
が
、
　
『
省
察
』
に
関
し
て

は
、
中
央
公
論
社
版
、
井
上
庄
七
・
森
啓
訳
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
借
屠
さ
ぜ
て
い

た
だ
い
た
。

（
1
）
例
え
ば
、
メ
ル
セ
ン
ヌ
か
ら
数
学
の
問
題
を
出
さ
れ
て
、
デ
カ
ル
ト
は
次
の

　
よ
う
に
胸
中
を
語
っ
て
い
る
。
「
私
は
数
学
に
す
っ
か
り
飽
き
て
し
ま
い
、
今

　
や
ほ
と
ん
ど
尊
重
し
て
い
な
い
の
で
、
も
は
や
そ
れ
ら
の
問
題
を
自
ら
解
く
労

　
を
と
り
か
ね
る
。
」
（
ぴ
〔
G
。
》
同
噸
お
O
）
数
学
の
予
備
学
的
取
扱
い
に
つ
い
て

　
は
、
『
哲
学
原
理
』
仏
訳
序
文
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
）
拙
論
は
一
九
八
～
年
十
月
、
松
江
で
お
こ
な
わ
れ
た
第
三
四
回
関
西
哲
学
会

　
に
お
け
る
綴
入
研
究
発
表
の
原
稿
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

（
3
）
デ
カ
ル
ト
は
、
永
遠
真
理
の
不
変
性
と
神
の
自
由
と
の
相
克
を
、
神
の
圃
午

　
8
臼
℃
み
ぎ
コ
ω
｛
げ
聾
み
に
帰
し
、
敢
え
て
矛
盾
を
解
こ
う
と
せ
ず
に
ア
ポ
リ
ア

　
と
し
て
残
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
焦
・
い
〔
ω
〕
u
H
■
滋
窃
～
辰
①
）

（
4
）
　
「
暫
学
は
、
眼
の
ま
え
に
た
え
ず
蘭
か
れ
て
い
る
こ
の
最
も
巨
大
な
書
〔
す

　
な
わ
ち
、
宇
宙
〕
の
な
か
に
、
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
ま
ず
そ
の

　
言
語
を
理
解
し
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
文
寧
を
解
読
す
る
こ
と
を
学
ば
な
い

　
か
ぎ
り
、
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
書
は
数
学
の
雷
語
で
書
か
れ
て
お
り
、
そ

　
の
文
字
は
三
角
形
、
円
そ
の
他
の
幾
何
学
図
形
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
手
段
が

　
な
け
れ
ば
、
入
間
の
力
で
は
、
そ
の
こ
と
ば
を
理
解
で
き
な
い
の
で
す
。
」
（
『
偽

　
金
鑑
識
官
』
（
中
央
公
論
社
・
世
界
の
名
著
）
三
〇
八
ペ
ー
ジ
。

一
〇
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ

（
5
）
届
折
線
を
求
め
る
系
列
に
お
け
る
最
初
の
項
、
す
な
わ
ち
一
般
的
な
意
味
で

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
自
然
力
に
つ
い
て
、
デ
カ
ル
ト
は
、
お
そ
ら
く
種
々
の
自
然
力
を
包
括
す
る

　
　
静
的
な
力
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
精
神
の
直
観
に
よ
っ
て

　
　
忌
二
馨
臥
ε
ヨ
ヨ
Φ
⇒
け
冨
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
以
外
、
臭
体
的
な
言
及
は

　
　
見
当
た
ら
な
い
。
と
も
か
く
、
自
然
力
に
は
種
々
の
形
態
が
あ
り
、
光
三
午

　
　
ヨ
ぎ
魔
。
魯
6
は
、
磁
石
の
力
く
δ
ヨ
。
σ
q
器
甑
ω
や
物
体
の
場
所
的
運
動
ヨ
9
鶉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
一
。
。
既
窃
8
愚
。
毎
ヨ
と
並
ぶ
｝
種
の
自
然
力
で
あ
る
。
ま
た
デ
カ
ル
ト
は
、

　
　
こ
の
力
℃
0
3
導
置
を
、
何
ら
か
の
物
体
に
内
在
す
る
性
質
と
し
て
で
は
な

　
　
く
、
或
る
。
。
昏
審
。
9
ヨ
か
ら
他
の
そ
れ
へ
と
瞬
臨
に
移
り
ゆ
く
こ
と
が
で
き

　
　
る
よ
う
な
も
の
、
す
な
わ
ち
い
わ
ば
独
立
し
た
存
在
と
し
て
考
え
て
い
た
よ
う

　
　
で
あ
る
。
（
。
｛
■
汐
P
×
諏
8
）
　
こ
の
場
で
十
分
な
検
討
は
で
き
な
い
が
、
物

　
　
体
の
場
所
的
運
動
が
種
々
の
自
然
力
の
範
型
的
地
位
を
占
め
る
に
至
っ
た
こ

　
　
と
が
、
後
に
《
び
。
窓
。
乱
①
》
七
章
に
現
わ
れ
る
運
動
の
諸
規
翔
の
定
式
化
へ

　
　
の
下
地
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
6
）
こ
こ
で
純
粋
懐
性
的
な
単
純
本
性
と
し
て
デ
カ
ル
ト
が
挙
げ
て
い
る
例
は
、

　
　
認
識
と
は
何
か
、
疑
い
と
は
、
無
知
と
は
、
意
志
作
画
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
何

　
　
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

（
7
）
デ
カ
ル
ト
憂
身
、
『
規
則
論
』
の
も
つ
仮
説
的
性
格
を
十
分
に
意
識
し
て
い

　
　
る
と
思
わ
れ
る
。
「
事
物
を
認
識
す
る
た
め
に
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
あ
る
も
の

　
　
す
べ
て
を
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
考
え
れ
ば
私
の
園
的
に
も
っ
と
も
有
効
で
あ

　
　
る
か
を
、
で
き
る
か
ぎ
り
手
短
か
に
説
明
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
お
気

　
　
に
召
さ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
が
も
の
ご
と
の
真
の
姿
だ
と
お
信
じ
に
な
ら
な
い
が

　
　
よ
い
。
」
（
カ
．
H
胎
讐
　
×
「
蔭
H
鵠
）
「
こ
こ
で
も
、
以
前
岡
様
、
お
そ
ら
く
す
べ
て
の
人

　
　
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
い
く
つ
か
の
こ
と
を
仮
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
い
」
（
ま
鉾
×
』
ミ
）

（
8
）
周
知
の
如
く
、
《
U
¢
ζ
o
鼠
⑦
》
は
寓
話
猷
ぴ
冨
と
し
て
語
ら
れ
る
。
拙
論
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が
取
り
上
げ
た
六
漁
、
七
章
以
降
は
、
わ
れ
わ
れ
の
住
む
こ
の
宇
宙
で
は
な

　
く
、
想
像
上
の
ま
っ
た
く
新
し
い
宇
宙
を
舞
台
に
し
た
物
語
で
あ
る
。
こ
こ
か

　
ら
《
い
。
竃
2
乱
③
》
も
『
規
則
論
』
と
同
様
の
仮
説
性
を
免
れ
て
は
い
な
い
の

　
で
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
も
生
じ
よ
う
。
こ
の
場
で
十
分
な
議
論
を
尽
く
す
こ

　
と
は
で
き
な
い
が
、
私
は
、
こ
の
辞
三
。
と
い
う
仕
か
け
は
、
聖
書
や
ア
リ

　
ス
ト
テ
レ
ス
等
の
権
威
と
の
無
用
の
摩
嫁
を
國
避
す
る
た
め
の
一
種
の
擬
態
あ

　
る
い
は
仮
装
で
あ
る
と
考
え
る
。

（
9
）
例
・
兄
ば
、
　
『
｝
入
文
対
話
』
　
（
山
省
波
文
庫
）
　
卜
一
巻
五
一
ニ
ペ
ー
ジ
以
下
参
昭
皿
o

（
1
0
）
　
『
哲
学
原
理
』
の
屠
語
法
で
は
、
永
遠
真
理
と
い
う
語
は
、
専
ら
共
通
概
念

　
あ
る
い
は
公
理
を
指
し
て
い
る
。
（
o
h
．
　
℃
噸
℃
「
　
ド
ー
駆
Φ
）

（
ー
エ
）
同
じ
よ
う
に
「
永
遠
真
理
」
と
み
な
し
う
る
と
は
い
え
、
論
理
的
数
学
的
真

　
理
と
運
動
法
則
と
で
は
、
自
然
学
に
お
い
て
果
た
す
べ
き
役
割
が
異
な
っ
て
い

　
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
運
動
法
則
は
、
確
実
な
基
礎
を
有
す
る
揺
る
ぎ

　
な
い
真
理
で
は
あ
る
が
、
余
り
に
一
般
的
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
は
現
実
の

　
世
界
に
生
起
す
る
澗
々
の
運
動
を
説
明
す
る
に
は
至
ら
な
い
。
そ
こ
で
一
般
的

　
原
理
と
し
て
の
運
動
部
興
と
、
現
実
の
運
動
と
の
間
に
達
絡
を
つ
け
る
こ
と

　
が
、
自
然
学
の
大
き
な
諜
題
と
な
る
が
、
そ
の
任
を
担
う
の
が
種
々
の
論
理
的

　
数
学
的
真
理
な
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
原
理
か
ら
具
体
的
な
自
然
へ
と
向
か
う

　
道
程
に
は
様
々
な
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
中
で
ど
の
説
明
を
優
先
さ
せ
る
べ
き

　
か
に
つ
い
て
は
、
実
験
や
観
察
を
倹
つ
ほ
か
は
な
い
。
（
。
幽
．
O
■
ζ
．
ρ
＜
H
馳

　
2
～
霧
…
唱
■
℃
・
ω
ム
）

（
1
2
）
代
数
学
の
領
域
に
お
け
る
デ
カ
ル
ト
の
最
大
の
貢
献
、
量
の
同
次
性
の
確
立

　
は
、
二
次
・
三
次
以
上
の
数
を
も
直
線
と
し
て
表
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と

　
な
っ
た
。
（
o
略
「
　
H
）
●
寓
●
　
勧
”
　
～
N
H
’
H
O
～
ゆ
O
）
ま
た
、
『
幾
何
学
』
は
加
減
乗
除
や

　
平
方
根
の
抽
出
の
作
図
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
（
o
h
．
＜
H
．
ω
①
り
～
ω
誠
）

（
筆
者
　
ひ
ら
ま
つ
・
き
い
こ
　
京
都
大
学
文
学
部
〔
哲
学
〕
研
修
員
）

　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
永
遠
真
理
創
造
説
に
つ
い
て
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tion．　The　system　with　the　maximum　entropy，　S．．．，　is　in　the　equilibr－

ium．　The　system　far　from　the　equilibrium　which　has　the　large　value

of　Smax　一　S　has　the　structure．　Such　a　system　far　from　the　equilibrium

is　described　by　a　non－linear　equation　and　is　non－determ｝nistic．

　　However，　the　whole　universe　cannot　have　the　energy　dissipation．

Instead　of　the　dissipation，　the　expansion　of　the　universe　with　light

velocity　increases　the　maximum　entropy，　increases　the　information

contents　and　rnakes　the　structure．　Thence，　the　ordered　structures　ln

the　universe　are　tentatively　named　informational　structure．

　　The　living　organisms　and　the　human　consciousness　are　the　informa－

tional　structures　in　the　universe．　The　universe　is　non－deterministic．

The　consciousness　has　freedom　i且the　non－deter皿inistic　universe．

Sur　la　th60rie　de　la　creation　des　v6rit6s　6ternelles　chez　Descartes

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿Kiik・H：量rama七SU

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etudiante　de　recherche

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ti　1’Universite　de　Kyoto

　　Descartes，　philosophe　du　＜＜Cogito＞＞，　fait　aussi　partie　des　physiciens

qui　ont　fai貝a　R6vo｝ution　Scienti丘que　du　XVIIe　siecle：c’est　lui　qui

a　formu16　avant　Newton　la　loi　de　1’inertie　sur　la　ligne　droite　et　d6cou－

vert　la　loi　de　la　r6fraction　independamment　de　Snell．　Ces　deux　aspects

de　la　personalit6　de　Descartes，　ie　savant　et　le　m6taphysicien，　sont　tout

a　fait　li6s．　Cependant　Descartes　jeune　a　et．udie　les　ph6ncmenes　physi－

ques　sans　faire　de　rapport　avec　leur　fondements　m6taphysiques．　On

pourrait　faire　remonter　le　lien　entre　ia　physique　et　la　metaphysique

dans　le　systeme　philosophique　de　Descartes　att　plus　t6t，　a　1’hiver　1629－

1630．　En　’effet　c’est　le　moment　oU　il　a　d6cide　d’expliquer　〈（toute　la

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7



Physique＞＞　au　lieu　de　se　pencher　sur　chaque　phenomene　particulier．

　　Nous　pouvons　penser　que　la　th60rie　de　la　cr6ation　des　v6rit6s　6ter－

nelles，　dont　il　parle　dans　＜＜les　lettres　a　Mersenne＞＞　au　printemps　1630，

est　pour　ainsi　dire　une　forme　cristallisee　de　la　reflexion　sur　le　fonde－

ment　de　la　physique．　Elle　clarifie　les　rapports　entre　Dieu，　les　v6rites，

1’homme（co皿皿e　sujet　de　la　connaissance），et　la　Nature（comme　objet）；

Dieu　a　cr6e　les　v6rit6s　6ternelles　dans　la　Nature　et　en　mame　temps

en　a　donne　la　connaissance　a　1’homme　en　tant　qu’empreinte　du　divin．

Cette　theorie　signifie　que　1’homme　peut　atteindre　les　connaissances

veritables　du　monde　ext6rieur　en　reconnaissant　les　v6rit6s　qui　sont

indubitables　ti　partir　d’une　reflexion　int6rieure．　C’est　pourquoi　le　sys－

teme　de　la　physique　eart6sienne　aboutit　a　la　voie　＜＜a　priori＞＞，　que　1’on

trouve　appliqu6e　dans　le　livre　＜＜Le　Monde＞＞．

　　D’autre　part　si　on　compare　la　th60rie　de　！a　cr6ation　des　v6rit6s

6ternelles　avec　la　m6taphysique　cart6sienne　othciellement　formulee，　on

ne　trouve　pas　de　diff6rences　essentielles　dans　la　mesure　oU　on　les

considere　comme　le　fondement　de　la　nouvelle　physique．　On　pourrait

dire　que　la　th60rie　de　la　cr6ation　des　v6rites　6ternelles　est　en　quelque

sorte　1’essence　des　＜＜M6ditations＞＞．　En　effet　le　livre　des　＜＜Meditations＞＞

est　un　ense皿ble　de　d6monstrations　compos6　se！on　un　o■dre　bien　d6丘ni，

tandis　que　la　theorie　elle－mame，　bralant　toutes　les　etapes，　arrive　di－

rectement　au　but．

8


