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一
九
世
紀
科
学
哲
学
を
現
代
の
目
で
振
り
返
る

伊
勢
田
哲
治

一
　
問
題
設
定

　
本
稿
の
国
的
は
、
一
九
世
紀
中
頃
の
イ
ギ
リ
ス
科
学
哲
学
で
行
わ
れ
た
議
論
の
い
く
つ
か
の
側
面
を
、
現
代
の
科
学
哲
学
に
お
け
る
論
争

の
視
点
か
ら
と
ら
え
な
お
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
う
し
た
問
題
設
定
を
行
う
の
か
、
ま
ず
簡
単
に
背
景
を
述
べ
る
。

　
科
学
哲
学
者
自
身
に
よ
る
科
学
哲
学
の
歴
史
記
述
は
、
し
ば
し
ば
一
九
二
〇
1
三
〇
年
代
の
ウ
ィ
ー
ン
学
寮
を
も
っ
て
科
学
哲
学
の
出
発

点
と
み
な
す
。
実
際
、
ウ
ィ
ー
ン
学
団
の
メ
ン
バ
ー
や
そ
の
周
辺
の
研
究
者
た
ち
が
英
米
へ
渡
り
、
教
鞭
を
と
っ
て
科
学
哲
学
の
大
学
院
教

育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
確
立
し
て
い
っ
た
こ
と
が
哲
学
の
一
分
野
と
し
て
の
科
学
哲
学
の
成
立
の
基
盤
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
歴
史
的
経
緯
を
考

え
る
な
ら
、
集
団
的
営
み
と
し
て
の
科
学
哲
学
の
は
じ
ま
り
を
一
九
二
〇
年
代
に
求
め
る
の
は
決
し
て
間
違
い
で
は
な
い
。

　
し
か
し
、
他
方
、
科
学
の
方
法
論
や
形
而
上
学
に
つ
い
て
の
哲
学
的
探
究
の
営
み
が
ウ
ィ
ー
ン
学
団
に
先
行
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
も

間
違
い
な
い
。
科
学
と
哲
学
の
分
岐
が
明
確
に
な
っ
た
一
九
世
紀
以
降
に
限
っ
て
も
、
科
学
哲
学
の
営
み
の
存
在
は
い
く
つ
か
見
て
取
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
の
一
つ
の
流
れ
は
ウ
ィ
ー
ン
学
団
に
も
直
接
影
響
を
与
え
た
マ
ッ
ハ
を
経
由
し
て
コ
ン
ト
へ
と
遡
る
系
譜
で
あ
る
。
も
う

一
九
世
紀
科
学
哲
学
を
現
代
の
目
で
振
り
返
る
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一
つ
は
、
そ
の
流
れ
と
ま
っ
た
く
無
関
係
で
は
な
い
に
し
て
も
、
か
な
り
の
部
分
ま
で
独
立
し
て
イ
ギ
リ
ス
で
展
開
し
て
い
た
」
・
ハ
ー
シ

ェ
ル
、
W
・
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
、
J
・
S
・
ミ
ル
ら
の
流
れ
で
あ
り
、
本
稿
の
分
析
の
対
象
と
な
る
の
も
こ
の
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
科
学
哲
学

で
あ
る
。
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
科
学
哲
学
は
、
内
容
的
に
も
、
ま
た
、
相
互
の
や
り
と
り
を
通
じ
て
あ
る
程
度
集
団
的
に
行
わ
れ
て
い
た
と

い
う
点
で
も
、
現
代
の
科
学
哲
学
の
先
駆
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
十
分
可
能
で
あ
る
。

　
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
科
学
哲
学
の
流
れ
は
科
学
哲
学
に
関
心
の
あ
る
読
者
に
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
思
お
れ
る
が
、
念
の
た
め
に
簡
単

な
概
要
を
ま
と
め
て
お
こ
う
（
詳
し
く
は
ω
蔓
α
興
N
O
O
伊
ω
蔓
α
2
N
露
H
等
を
参
照
）
。
ハ
ー
シ
ェ
ル
は
同
時
代
的
に
非
常
に
有
名
な
天
文
学

者
で
も
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
へ
の
大
陸
流
数
学
教
育
の
導
入
に
一
役
買
っ
た
こ
と
や
写
真
技
術
の
基
礎
と
な
る
発
見
を
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ

る
。
そ
の
彼
が
　
八
三
〇
年
に
出
版
し
た
『
自
然
哲
学
研
究
序
説
』
（
凝
興
ω
o
冨
＝
。
。
。
。
O
、
以
芋
『
序
説
幽
）
は
、
科
学
方
法
論
を
主
要
な
テ
ー

マ
と
し
て
科
学
者
自
身
が
著
し
た
科
学
哲
学
書
と
し
て
前
例
が
な
く
、
画
期
的
な
著
作
と
な
っ
た
。
特
に
F
・
べ
ー
コ
ソ
の
影
響
の
下
に
帰

納
的
な
方
法
論
を
打
ち
出
し
た
こ
と
は
特
筆
さ
れ
る
。

　
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
は
ハ
ー
シ
ェ
ル
の
学
生
時
代
か
ら
の
友
人
で
、
べ
ー
コ
ソ
に
つ
い
て
共
に
論
じ
合
っ
た
仲
だ
っ
た
と
い
う
。
潮
汐
に
関
す

る
研
究
な
ど
も
行
っ
て
い
た
が
、
研
究
よ
り
は
む
し
ろ
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
の
教
育
に
お
い
て
力
を
発
揮
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ハ
ー

シ
ェ
ル
の
著
作
に
刺
激
を
受
け
て
著
し
た
の
が
『
帰
納
的
諸
科
学
の
歴
史
臨
（
芝
げ
Φ
≦
Φ
＝
H
o
o
O
◎
刈
、
　
以
下
－
『
麻
此
由
又
葱
）
全
三
巻
と
『
帰
納
的
歯
科

学
の
哲
学
臨
（
≦
ゴ
①
≦
①
嬬
一
。
。
腿
O
、
以
下
㎎
哲
学
』
）
全
二
巻
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
大
部
の
著
作
で
あ
る
が
、
『
歴
史
蜘
が
『
哲
学
』
の
た
め
の

予
備
作
業
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
が
、
あ
ま
り
に
大
部
に
な
っ
た
た
め
分
離
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
『
歴
史
』
初
版
序
文
に
も
説
明
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
著
作
で
正
確
な
と
こ
ろ
ど
の
よ
う
な
方
法
論
が
事
功
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
あ
る
が
、
ハ

ー
シ
ェ
ル
の
素
朴
な
経
験
主
義
に
対
し
て
、
事
実
を
ま
と
め
あ
げ
る
た
め
の
観
念
の
役
割
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
ミ
ル
は
自
然
科
学
的
な
研
究
の
素
養
は
な
い
が
、
論
理
学
の
研
究
の
中
で
帰
納
論
理
に
興
味
を
持
ち
噸
論
理
学
体
系
㎞
（
ζ
芭
H
。
。
轟
ω
、
以

下
『
体
系
』
）
の
著
述
に
と
り
か
か
っ
た
（
囲
≦
達
お
器
）
。
自
伝
に
よ
れ
ぽ
、
科
学
史
に
関
す
る
予
備
知
識
の
不
足
を
自
覚
し
て
著
述
を
㎝
旦



断
念
し
た
と
こ
ろ
で
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
の
『
歴
史
』
が
出
版
さ
れ
、
そ
れ
を
手
が
か
り
に
『
体
系
』
を
書
き
上
げ
た
と
い
う
。
『
体
系
』
は
ベ

ー
コ
ン
や
ハ
ー
シ
ェ
ル
の
提
示
し
た
帰
納
の
方
法
論
を
よ
り
洗
練
し
て
ハ
ー
シ
ェ
ル
よ
り
も
徹
底
し
た
経
験
主
義
に
特
徴
が
あ
る
（
ミ
ル
の

立
場
は
コ
ン
ト
の
『
実
証
哲
学
講
義
』
と
も
通
じ
る
が
、
自
伝
に
よ
れ
ば
ミ
ル
自
身
は
コ
ン
ト
を
読
む
前
に
実
証
主
義
的
な
考
え
方
に
た
ど
り
つ

い
て
い
た
と
い
う
）
。

　
彼
ら
の
間
で
は
、
ハ
ー
シ
ェ
ル
対
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
、
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
対
ミ
ル
と
い
っ
た
応
酬
が
あ
り
、
ま
た
周
辺
の
科
学
者
・
哲
学
者
を

ま
き
こ
ん
だ
議
論
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
と
ミ
ル
は
自
著
の
版
を
改
め
る
ご
と
に
論
争
相
手
へ
の
答
え
や
批
判

を
加
筆
し
て
い
く
と
い
っ
た
方
法
を
と
る
の
で
、
論
争
の
流
れ
を
追
う
の
は
や
っ
か
い
で
あ
る
。

　
方
法
論
そ
の
も
の
を
集
団
的
に
論
じ
た
と
い
う
点
で
は
一
つ
の
「
分
野
」
と
し
て
の
科
学
哲
学
を
切
り
開
い
た
と
言
え
な
く
は
な
い

（「

ﾈ
学
哲
学
」
に
あ
た
る
英
語
の
℃
匪
。
ω
8
ξ
o
粘
ω
9
魯
。
Φ
も
『
歴
史
』
の
序
文
で
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
が
使
っ
て
い
る
の
が
初
出
に
近
い
と
思
わ

れ
る
）
。
た
だ
、
こ
の
論
争
の
集
大
成
と
も
い
え
る
ミ
ル
の
著
作
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
論
理
学
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
た
た
め
に
、
一
九
世
紀

後
半
以
降
の
記
号
論
理
学
と
の
断
絶
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
。
二
〇
世
紀
初
頭
の
論
理
実
証
主
義
の
運
動
も
記
号
論
理
学
と
密
接
に
結
び
つ
い

て
お
り
、
」
九
世
紀
中
頃
の
イ
ギ
リ
ス
科
学
哲
学
が
以
後
の
流
れ
に
直
接
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
の
は
こ
れ
も
一
因
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
思
想
史
の
文
脈
で
は
、
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
科
学
哲
学
は
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
研
究
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
経
済
思
想

史
に
お
い
て
は
J
・
S
・
ミ
ル
の
科
学
方
法
論
の
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
、
国
内
で
も
佐
々
木
憲
介
や
川
名
雄
一
郎
の
研
究
が
あ
る

（
佐
々
木
b
。
8
一
、
川
名
・
。
O
欝
）
。
ま
た
、
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
の
科
学
哲
学
は
L
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
の
一
連
の
研
究
に
お
い
て
政
治
哲
学
や
倫
理

学
と
も
接
続
す
る
形
で
再
構
成
さ
れ
、
再
評
価
が
進
ん
で
い
る
（
ω
ξ
α
興
・
。
0
8
…
ω
錯
α
巽
・
。
O
H
H
）
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
思
想
史
研
究
は
、
現
代
の
科
学
哲
学
の
視
点
か
ら
は
「
か
ゆ
い
と
こ
ろ
に
手
が
届
か
な
い
」
面
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

歴
史
的
文
脈
を
超
え
て
、
現
代
の
科
学
哲
学
者
と
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
科
学
哲
学
者
の
間
で
議
論
を
戦
わ
せ
て
み
る
、
と
い
っ
た
視
点
か

ら
の
比
較
が
あ
ま
り
お
こ
な
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
九
世
紀
科
学
哲
学
を
現
代
の
目
で
振
り
返
る

三
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他
方
、
科
学
哲
学
者
が
一
九
世
紀
科
学
哲
学
に
言
及
す
る
場
合
に
は
、
歴
史
的
正
確
さ
に
あ
ま
り
注
意
が
は
ら
わ
れ
ず
、
現
在
も
あ
る
考

え
方
（
発
見
の
文
脈
、
仮
説
演
繹
法
）
の
先
駆
者
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
程
度
で
す
ま
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
つ
ま
り
、
一
九
世
紀
科
学
哲
学

は
、
現
在
の
論
争
の
関
心
か
ら
、
論
争
に
役
立
て
る
つ
も
り
で
読
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
ま
り
な
い
の
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
、
ハ
ー
シ
ェ

ル
と
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
を
現
代
の
科
学
的
説
明
論
争
の
観
点
か
ら
読
み
な
お
し
た
内
井
6
㊤
㎝
な
ど
い
く
つ
か
例
外
は
あ
る
）
。

　
そ
う
し
た
比
較
は
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
に
な
っ
た
り
ア
ン
フ
ェ
ア
な
比
較
に
な
っ
た
り
し
が
ち
で
あ
り
、
科
学
史
で
い
う
と
こ
ろ
の
ウ
イ
ッ

グ
史
観
に
な
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
も
あ
る
。
し
か
し
、
ウ
イ
ッ
グ
史
観
と
し
て
批
判
さ
れ
る
も
の
の
内
実
を
見
る
な
ら
ば
、
決
し
て
現
代
の

目
で
過
去
の
科
学
者
・
哲
学
者
を
読
み
な
お
す
こ
と
自
体
が
批
判
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
批
判
さ
れ
る
の
は
勝
利
者
と
し
て
の
現
在
へ
の

直
線
的
な
発
展
と
し
て
歴
史
を
と
ら
え
、
現
代
と
近
い
考
え
方
を
し
た
科
学
者
を
過
度
に
現
代
的
に
と
ら
え
て
し
ま
う
傾
向
で
あ
り
、
現
代

の
問
題
意
識
で
過
去
の
議
論
を
見
る
こ
と
自
体
は
む
し
ろ
歴
史
を
語
る
上
で
不
可
欠
の
要
素
だ
と
い
う
議
論
も
あ
る
（
伊
勢
田
卜
。
O
雛
）
。
本

稿
で
は
「
ウ
イ
ッ
グ
主
義
」
を
非
難
さ
れ
る
べ
き
タ
イ
プ
の
勝
利
者
史
観
に
限
定
し
、
よ
り
広
く
現
在
の
視
点
か
ら
過
去
の
議
論
を
読
み
直

す
作
業
を
現
在
主
義
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、
聞
題
意
識
の
レ
ベ
ル
で
は
現
代
の
論
争
を
ふ
ま
え
、
解
釈
に
お
い
て
は
当
時
の
文
脈
を
大
事
に
す

る
と
い
う
立
場
を
「
非
ウ
イ
ッ
グ
的
現
在
主
義
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
本
稿
で
行
う
「
一
九
世
紀
の
科
学
哲
学
者
を
現
在
の
論
争
に
参
加

さ
せ
て
み
る
」
と
い
う
作
業
は
、
あ
く
ま
で
こ
の
非
ウ
イ
ッ
グ
的
現
在
主
義
の
視
点
か
ら
行
う
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
こ
の
種
の
現
在
主

義
は
批
判
を
さ
け
つ
つ
十
分
実
り
多
い
も
の
と
な
り
う
る
は
ず
で
あ
る
。

　
現
代
科
学
哲
学
の
視
点
か
ら
の
問
題
設
定
と
し
て
、
境
界
設
定
問
題
と
科
学
的
実
在
論
の
二
つ
の
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
二
つ
の

問
題
に
つ
い
て
の
現
在
の
論
争
に
ハ
ー
シ
ェ
ル
、
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
、
ミ
ル
が
参
加
し
て
い
た
と
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
立
場
に
位
置
づ
け
ら

れ
た
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
境
界
設
定
問
題
の
方
か
ら
見
て
い
こ
う
。



二
　
境
界
設
定
問
題
の
過
去
と
今

　
2
・
1
　
現
代
に
お
け
る
境
界
設
定
問
題

　
ま
ず
、
現
代
の
境
界
設
定
問
題
が
、
ど
う
い
う
問
題
意
識
に
も
と
づ
い
て
ど
の
よ
う
な
理
論
を
た
て
て
い
る
の
か
を
確
認
し
よ
う
。
境
界

設
定
問
題
θ
①
ヨ
費
8
鉱
8
嘆
。
配
Φ
日
）
と
は
、
科
学
と
疑
似
科
学
（
科
学
の
よ
う
で
科
学
で
な
い
も
の
）
の
境
界
を
ど
う
設
定
す
る
か
と
い

う
問
題
で
あ
る
（
伊
勢
田
卜
。
O
O
ω
）
。
こ
の
形
で
問
題
を
定
式
化
し
た
の
は
K
・
R
・
ポ
パ
ー
の
『
推
測
と
反
駁
』
（
一
九
六
三
）
だ
と
思
わ
れ

る
。
ポ
パ
！
は
そ
れ
以
前
も
境
界
設
定
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
の
区
別
の
対
象
は
科
学
と
形
而
上
学
で
あ
っ
た
（
こ
の
時

点
で
は
論
理
実
証
主
義
の
問
題
意
識
の
影
響
が
強
か
っ
た
）
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
ポ
パ
ー
が
提
案
し
た
境
界
設
定
基
準
は
（
形
而
上

学
と
の
境
界
設
定
に
お
い
て
も
疑
似
科
学
と
の
境
界
設
定
に
お
い
て
も
）
反
証
主
義
で
あ
っ
た
。
一
般
に
は
「
反
証
不
可
能
な
理
論
は
科
学
的

で
は
な
い
」
と
い
う
「
素
朴
」
な
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
知
ら
れ
る
が
、
ポ
パ
i
自
身
の
意
図
は
、
反
証
の
が
れ
の
よ
う
な
「
規
約
主
義
的
戦
略
」

を
と
ら
な
い
と
い
う
態
度
を
と
る
こ
と
が
科
学
的
で
あ
る
、
と
い
う
「
方
法
論
的
」
な
バ
ー
ジ
ョ
ン
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
勺
。
宇
戸
竈
ω
分

勺
。
℃
b
Φ
臣
O
①
ρ
「
素
朴
」
と
「
方
法
論
的
」
と
い
う
命
名
は
ぴ
更
p
。
8
ω
一
竃
O
）
。

　
ポ
パ
ー
の
反
証
可
能
性
基
準
は
現
実
の
科
学
史
の
事
例
に
あ
て
は
め
て
い
く
と
厳
し
す
ぎ
た
り
、
逆
に
「
反
証
可
能
」
の
解
釈
次
第
で
は

ゆ
る
や
か
す
ぎ
た
り
す
る
た
め
、
現
在
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
論
者
は
ま
ず
い
な
い
。
ポ
パ
ー
以
後
、
T
・
タ
ー
ン
、
1
・
ラ
カ
ト
シ
ュ
、

P
・
サ
ガ
！
ド
、
M
・
ル
ー
ス
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
基
準
が
提
案
さ
れ
て
き
た
（
伊
勢
田
b
。
O
H
H
）
。
た
だ
、
ど
れ
に
つ
い
て
も
ポ
パ
ー
と
同
じ

よ
う
に
必
要
条
件
と
し
て
も
十
分
条
件
と
し
て
も
反
例
が
晃
つ
か
る
と
い
う
問
題
が
指
摘
さ
れ
る
た
め
、
L
・
ラ
ウ
ダ
ン
は
「
境
界
設
定
問

題
は
死
ん
だ
」
と
ま
で
宣
言
し
た
（
ピ
9
q
α
”
μ
一
〇
〇
◎
ω
）
。
ラ
ウ
ダ
ン
は
「
科
学
」
か
「
疑
似
科
学
」
な
い
し
「
非
科
学
」
か
、
と
い
う
問
題
設

定
を
や
め
て
、
「
よ
い
研
究
」
と
「
悪
い
研
究
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
方
が
よ
ほ
ど
生
産
的
だ
、
と
い
う
。
占
星
術
で
す
ら
、
単

に
「
悪
い
科
学
」
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
追
随
す
る
科
学
哲
学
者
は
多
い
が
、
他
方
、
疑
似
科
学
を
め
ぐ
る
社
会
問
題
に
お
い

一
九
世
紀
科
学
哲
学
を
現
代
の
目
で
振
り
返
る

五
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て
境
界
設
定
を
避
け
る
態
度
は
疑
似
科
学
側
を
支
援
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
し
て
批
判
す
る
議
論
も
あ
る

ト。

n
H
H
参
照
）
。

kノ、

（
詳
細
に
つ
い
て
は
便
勢
田

　
2
・
2
　
一
九
世
紀
科
学
哲
学
の
境
界
設
定
問
題

　
さ
て
、
そ
れ
で
は
ハ
ー
シ
ェ
ル
、
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
、
ミ
ル
は
科
学
と
疑
似
科
学
の
境
界
設
定
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
何
か
発
言
し
て
い
る

だ
ろ
う
か
。
特
に
、
ラ
ウ
ダ
ソ
の
問
題
提
起
を
受
け
て
考
え
た
と
き
、
彼
ら
の
方
法
論
は
科
学
を
疑
似
科
学
か
ら
分
け
よ
う
と
し
て
い
た
だ

ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
よ
い
研
究
と
悪
い
研
究
に
つ
い
て
考
え
る
摺
標
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
背
景
と
し
て
、
ま
ず
科
学
や
疑
似
科
学
と
い
う
用
語
が
こ
の
時
期
に
ど
う
い
う
ス
テ
ー
タ
ス
に
あ
っ
た
か
を
確
認
し
よ
う
。
ω
9
Φ
湾
①
と

い
う
言
葉
は
も
と
も
と
「
知
識
」
一
般
を
指
す
雷
葉
だ
っ
た
が
、
一
九
世
紀
前
半
に
、
徐
々
に
自
然
科
学
的
な
知
識
や
自
然
科
学
の
警
み
を

指
す
現
在
の
意
味
を
獲
得
し
て
い
っ
た
。
た
だ
し
、
今
回
の
検
討
対
象
で
あ
る
一
八
三
〇
～
四
〇
年
代
に
は
単
に
「
知
識
」
と
い
う
以
前
の

意
味
で
使
わ
れ
る
例
も
多
い
。
疑
似
科
学
の
原
語
唱
ω
Φ
二
創
。
ω
o
δ
5
0
Φ
に
つ
い
て
宣
え
ぽ
、
こ
の
厚
葉
自
体
こ
の
論
争
の
時
点
で
は
あ
ま
り
使

わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
O
E
D
に
よ
れ
ぽ
一
八
四
四
年
に
用
例
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
疑
似
科
学
と
は
「
事
実
と
称
す
る
だ
け
の
も
の
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
原
理
の
ふ
り
を
し
た
思
い
違
い
に
よ
っ
て
つ
な
ぎ
合
わ
さ
れ
て
い
る
」
（
o
o
ヨ
唱
。
ω
①
島
ヨ
興
①
ぐ
9
ω
9
0
強
堅

賦
。
貫
o
o
弓
①
9
①
鳥
8
α
q
簿
｝
お
同
9
葱
ω
巷
虚
夢
曾
臨
9
回
ω
寡
伍
巽
9
Φ
＆
ω
け
Q
急
ω
①
o
｛
℃
出
窓
愈
覧
⑦
ω
）
も
の
を
指
す
と
さ
れ
る
。
こ
の
霧
葉
は
ハ
ッ

ク
ス
レ
ー
が
　
八
八
○
年
代
に
使
っ
た
あ
た
り
か
ら
広
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
疑
似
科
学
と
い
う
雷
葉
が
上
記
の
よ
う
な
意

味
で
同
時
代
に
つ
か
わ
れ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
科
学
と
科
学
で
な
い
も
の
を
見
分
け
る
と
い
う
周
題
意
識
そ
の
も
の
は
こ
の
時

期
に
存
在
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
事
実
上
の
疑
似
科
学
論
象
と
し
て
、
骨
相
学
は
科
学
か
と
い
う
論
争
が
一
八
三
〇
年
代
に
は
行
わ
れ
て
い

た
（
○
δ
皇
臣
お
。
。
。
。
で
境
界
確
定
作
業
σ
◎
§
黒
酒
≦
o
蒔
と
し
て
の
骨
稲
学
論
争
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
）
。
以
上
の
よ
う
な
背
景
か
ら
す

れ
ぽ
、
同
時
代
に
著
作
を
行
っ
た
科
学
哲
学
者
の
問
題
意
識
と
し
て
境
界
設
定
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い



て
、
　
ハ
ー
シ
ェ
ル
、
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
、
ミ
ル
ら
の
科
学
の
定
義
に
つ
い
て
の
記
述
を
確
認
し
て
い
こ
う
。

　
2
・
3
　
ハ
ー
シ
ェ
ル
の
科
学
の
定
義

　
ま
ず
、
ハ
ー
シ
ェ
ル
の
科
学
の
定
義
で
あ
る
が
、
冒
頭
近
く
で
以
下
の
記
述
が
目
に
つ
く
。

　
　
　
o
。
。
凶
Φ
g
巴
ω
9
Φ
臣
。
鼠
a
ぴ
q
⑦
o
h
ヨ
餌
昌
b
乙
Φ
噌
ぐ
⇔
巳
岩
Φ
夢
。
象
。
。
。
ξ
象
ひ
q
Φ
ω
け
巴
里
受
理
「
食
。
口
σ
Q
Φ
F
ω
o
鋤
ω
8
げ
8
0
白
①
届
け
曽
ヨ
餌
巨
Φ

　
　
び
《
O
ゆ
P
日
げ
Φ
開
づ
O
≦
一
Φ
価
α
q
Φ
O
h
目
Φ
鋤
ω
O
昌
ω
鋤
誘
α
け
ぴ
Φ
マ
O
O
口
O
一
環
匹
O
P
ω
O
O
⇔
ω
江
け
億
け
①
ω
鋤
び
ω
け
『
9
0
0
戸
け
げ
鋤
け
O
暁
O
国
q
ω
Φ
ω
四
鵠
O
け
げ
①
貯
①
鵠
Φ
O
什
ω

　
　
　
き
島
O
眺
鋒
①
ご
≦
ω
O
出
ゆ
讐
二
『
ρ
ミ
ミ
ミ
N
肋
9
§
q
笥
．
（
鎖
興
ω
o
げ
巴
H
。
。
ω
ρ
℃
」
。
。
■
イ
タ
リ
ッ
ク
は
原
文
）

　
す
な
わ
ち
、
理
解
可
能
な
形
で
秩
序
と
方
法
論
に
そ
っ
て
整
理
さ
れ
た
知
識
が
科
学
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ハ
ー
シ
ェ
ル
は

抽
象
科
学
（
数
学
）
と
自
然
科
学
に
共
通
の
定
義
を
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
非
常
に
漠
然
と
し
た
も
の
言
い
に
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
漠
然
と
し
た
定
義
は
境
界
設
定
に
は
向
か
な
い
し
、
ハ
ー
シ
ェ
ル
も
そ
の
意
図
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
自
然
科
学
と
は
何
か
を
（
疑
似
科
学
と
の
境
界
設
定
条
件
に
な
り
う
る
よ
う
な
形
で
）
ハ
ー
シ
ェ
ル
は
あ
ま
り
述
べ
て
い
な
い
。
一
つ
の

候
補
は
「
真
の
原
因
」
に
つ
い
て
述
べ
た
以
下
の
箇
所
で
あ
る
。

　
　
　
ハ
弓
び
Φ
h
騨
ω
け
け
び
一
口
ひ
q
叶
ご
鋤
け
鋤
や
げ
律
O
ω
O
℃
げ
8
ヨ
一
昌
血
O
O
口
ω
一
鮎
Φ
「
ω
｝
≦
げ
Φ
昌
曽
昌
《
昌
Φ
≦
O
げ
Φ
P
O
目
P
Φ
昌
O
ゆ
”
璽
Φ
ω
①
⇔
け
ω
謬
ω
Φ
罵
」
ω
一
日
目
Φ
×
弓
一
綱
目
四
口
O
P

　
　
　
O
コ
Φ
h
Φ
お
g
Φ
8
き
冨
ヨ
＆
巨
Φ
只
。
巳
。
ぎ
σ
q
8
器
Φ
．
…
日
。
ω
8
ぽ
。
磐
ω
①
ω
乞
Φ
壽
曾
冨
の
巷
9
＆
昏
Φ
8
H
ヨ
器
ミ
恥
ミ
器
§
　

　
　
什
冨
江
ω
ち
磐
ω
①
ω
冨
。
o
α
q
巳
N
巴
器
冨
く
営
ひ
q
餌
お
巴
Φ
×
聾
Φ
g
Φ
ぎ
冨
酔
霞
ρ
鋤
巳
8
け
σ
①
冒
σ
q
ヨ
Φ
お
ξ
弓
。
普
Φ
ω
Φ
ω
o
ほ
間
ひ
q
ヨ
Φ
葺
ω
9

　
　
8
膨
ゆ
（
出
Φ
誘
O
び
鉱
蕊
Q
Q
ρ
P
置
野
イ
タ
リ
ッ
ク
は
原
文
）

　
す
な
わ
ち
、
科
学
的
精
神
と
は
、
新
し
い
現
象
を
見
る
と
ま
ず
「
真
の
原
因
」
を
指
し
示
す
こ
と
で
そ
れ
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な

精
神
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
真
の
原
因
と
は
、
．
．
ω
o
ヨ
Φ
o
コ
Φ
o
戦
0
9
興
o
h
座
。
ω
Φ
冨
Q
一
〇
p
g
ω
Φ
ω
毛
ぼ
。
び
Φ
×
b
Φ
誌
Φ
づ
。
Φ
げ
9
ω
ω
げ
。
≦
昌
8

Φ
×
醇
b
a
8
び
⑦
Φ
塗
＄
9
0
二
ω
ぎ
只
。
含
。
ぎ
α
q
臨
慧
一
章
℃
げ
窪
。
ヨ
Φ
鵠
軌
”
（
P
辰
。
。
）
と
説
明
さ
れ
て
お
り
、
原
因
と
さ
れ
る
も
の
の
実
在
が

一
九
世
紀
科
学
哲
学
を
現
代
の
目
で
振
り
返
る

七
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八

何
ら
か
の
形
で
示
さ
れ
て
お
り
、
似
た
よ
う
な
現
象
を
生
ん
で
い
る
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
を
指
す
。
こ
れ
は
文
中
に
も
あ
る

よ
う
に
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
「
真
の
原
因
」
の
概
念
を
踏
襲
し
て
い
る
。
こ
れ
は
科
学
の
定
義
と
い
う
形
で
提
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

真
の
原
因
を
得
よ
う
と
し
な
い
で
満
足
す
る
の
は
科
学
的
で
は
な
い
、
と
い
う
含
意
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
ハ
ー
シ
ェ
ル
は
真
の
原
因
と
い
う
概
念
の
解
説
と
し
て
、
高
山
の
上
の
方
か
ら
員
殻
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
提
案
さ
れ
た
様
々
な

原
因
の
例
を
利
用
す
る
（
口
霞
ω
臼
Φ
二
。
。
。
。
9
ぱ
令
H
臨
）
。
ま
ず
、
「
土
地
の
持
つ
可
塑
性
」
の
よ
う
な
単
な
る
想
像
は
真
の
原
因
で
は
な
い
。

天
体
の
影
響
で
貝
の
生
成
を
説
明
す
る
説
に
つ
い
て
も
似
た
よ
う
な
判
定
が
な
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
ハ
ー
シ
ェ
ル
は
「
空
想
の
絵

空
事
の
部
類
（
o
貯
ω
。
。
o
欺
薦
骨
①
簿
ω
o
霞
磐
。
楼
）
に
属
す
る
」
と
手
厳
し
い
。
岩
の
発
酵
（
冷
屈
ヨ
Φ
簿
讐
δ
昌
）
で
貝
が
生
じ
た
と
い
う
説
に
つ

い
て
は
、
発
酵
そ
の
も
の
は
現
実
に
お
こ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
岩
は
発
酵
せ
ず
、
貝
が
そ
れ
で
で
き
た
の
を
見
た
こ
と
が
だ
れ
も
な
い
、

と
い
う
意
昧
で
現
実
の
原
因
（
お
巴
。
窪
ω
①
）
で
は
な
い
、
と
判
定
す
る
。
他
方
、
「
巡
礼
が
捨
て
た
」
と
い
う
説
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と

も
真
の
原
因
で
あ
る
こ
と
を
ハ
：
シ
ェ
ル
は
認
め
る
。
た
だ
、
そ
れ
で
こ
れ
だ
け
の
規
模
の
貝
が
発
見
さ
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
説

明
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
。
最
後
に
、
「
海
底
の
土
地
が
隆
起
し
て
由
に
な
っ
た
た
め
に
山
上
に
貝
が
見
つ
か
る
」
と
い
う
説
は
現
実
に

隆
起
が
起
き
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
の
で
真
の
原
因
と
し
て
の
資
格
を
持
つ
。

　
も
し
、
ハ
ー
シ
ェ
ル
に
境
界
設
定
問
題
と
い
う
考
え
方
を
説
明
し
て
、
「
空
想
の
絵
空
事
」
を
原
因
と
考
え
て
満
足
す
る
こ
と
を
「
科
学
」

に
含
め
る
か
と
問
う
こ
と
が
で
き
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
科
学
で
は
な
い
、
と
答
え
た
可
能
性
は
十
分
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
性
急
に

こ
の
解
釈
に
と
び
つ
く
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
読
み
方
も
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

2
・
4
　
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
の
科
学
の
定
義

ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
の
場
合
、
『
哲
学
緬
の
何
箇
所
か
で
科
学
の
定
義
に
類
す
る
発
言
を
行
っ
て
い
る
。

　
鍵
塁
δ
夢
。
目
安
①
壱
お
3
鴎
。
暁
乞
象
霞
や
Q
り
9
窪
8
9
①
ユ
σ
q
葺
一
時
Φ
6
お
合
口
。
鋒
（
♂
く
プ
Φ
～
〈
①
＝
H
c
◎
戯
O
噌
く
O
轡
　
H
》
×
く
期
）



　
　
6
げ
Φ
叶
≦
o
嘆
o
o
Φ
ω
ω
Φ
ω
び
《
≦
三
〇
醐
ω
o
δ
g
Φ
圃
ω
8
鵠
ω
寓
8
け
Φ
α
理
Φ
夢
Φ
彗
識
ミ
職
。
遷
ミ
O
o
蕊
ら
愚
職
。
三
一
謡
駄
ミ
鴨
O
ミ
N
豊
州
。
§
ミ

　
　
隷
ら
鈴
（
×
×
×
〈
芦
イ
タ
リ
ッ
ク
は
原
文
）

　
こ
の
二
つ
を
総
合
す
る
な
ら
、
分
析
に
必
要
な
概
念
を
明
ら
か
に
す
る
プ
ロ
セ
ス
と
、
そ
の
概
念
を
使
っ
て
事
実
を
ま
と
め
あ
げ
る

（
o
o
座
ぴ
q
簿
①
）
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
科
学
H
自
然
の
正
し
い
解
釈
が
作
ら
れ
る
、
と
解
釈
で
き
る
。
ち
な
み
に
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
は
反
帰
納
主

義
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
に
お
い
て
は
帰
納
は
「
事
実
の
ま
と
め
あ
げ
」
と
し
て
定
義
さ
れ
て

お
り
、
μ
ー
カ
ル
な
「
ま
と
め
あ
げ
」
か
ら
よ
り
一
般
的
な
「
ま
と
め
あ
げ
」
ま
で
だ
ん
だ
ん
一
般
化
し
て
い
く
方
法
論
を
支
持
し
て
い
る

と
い
う
意
味
で
は
非
常
に
「
帰
納
」
主
義
的
な
考
え
方
を
示
し
て
い
る
。

　
科
学
と
は
自
然
の
正
し
い
解
釈
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
は
、
「
誤
っ
た
解
釈
」
は
非
科
学
だ
と
い
う
境
界
設
定
基
準
を
想
定
さ
せ
る
。

し
か
し
他
方
、
『
歴
史
』
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
の
時
代
に
お
い
て
す
で
に
誤
り
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
た
ギ
リ
シ
ャ
天
文
学
以
来
の
さ
ま
ざ

ま
な
理
論
が
科
学
の
歴
史
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
『
哲
学
』
の
第
二
版
で
は
、
．
出
壱
。
夢
Φ
ω
Φ
ω
ヨ
鋤
《
o
津
Φ
昌
σ
Φ
o
h
ω
興
≦
o
①

8
ω
9
Φ
ご
o
ρ
≦
び
Φ
尉
面
①
《
ヨ
〈
9
＜
Φ
9
。
o
Φ
答
曽
営
b
自
讃
8
0
臣
口
o
o
譲
位
簿
Φ
づ
①
ω
ω
b
巳
Φ
＜
Φ
コ
。
臨
Φ
員
〇
二
戸
、
、
「
仮
説
は
あ
る
部
分
で
不
完
金
だ

っ
た
り
、
誤
謬
を
ふ
く
ん
で
い
て
さ
え
も
、
し
ば
し
ば
科
学
の
役
に
立
つ
か
も
し
れ
な
い
」
（
零
冨
≦
Φ
＝
H
。
。
寒
や
①
O
）
と
い
っ
た
記
述
も
あ

る
。
こ
れ
ら
の
発
言
の
整
合
性
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
解
釈
の
方
向
が
あ
り
う
る
。
一
つ
は
、
ハ
ー
シ
ェ
ル
の
立
場
が
時
期
に
よ
っ
て
ゆ

ら
い
で
い
る
と
見
る
方
向
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
こ
れ
ら
の
発
言
を
多
少
無
理
を
し
て
で
も
整
合
的
に
解
釈
す
る
と
い
う
方
向
で
あ
る
。
実

際
、
科
学
の
本
体
は
あ
く
ま
で
正
し
い
解
釈
で
あ
り
、
誤
っ
た
理
論
は
科
学
の
一
部
で
は
な
い
が
、
そ
の
周
辺
に
あ
っ
て
「
役
に
立
つ
」
も

の
だ
と
い
う
解
釈
は
十
分
可
能
で
あ
る
。

　
参
考
に
な
り
そ
う
な
記
述
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
科
学
的
観
念
と
日
常
の
概
念
を
対
比
し
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。

　
　
ご
u
暮
ω
鳥
Φ
暮
誌
。
置
＄
ω
国
⇒
匹
8
軽
燥
。
誘
降
。
口
。
豊
島
臨
Φ
ユ
冨
汁
匡
ρ
夢
9
。
算
冨
h
霞
ヨ
興
鶏
Φ
只
8
δ
Φ
簿
コ
α
ω
富
瓢
ρ
夢
Φ
一
9
け
g
〈
o
ひ
q
器

　
　
p
⇔
鳥
麟
叢
話
ひ
q
ロ
。
毒
口
昏
Φ
h
o
諸
豪
Φ
『
震
Φ
b
o
ω
ω
Φ
ω
ω
Φ
α
≦
詳
げ
巳
Φ
Q
「
言
ω
凶
α
q
げ
計
月
潟
匹
①
ヨ
営
。
団
Φ
α
一
口
鋤
ω
Φ
器
Φ
艮
ぴ
Q
o
壁
。
蕊
ぐ
財
自
陣
8
P
四
切
α

一
九
世
紀
科
学
哲
学
を
現
代
の
目
で
振
り
返
る

九
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五
百
九
十
九
号

一
〇

　
　
巴
≦
曽
誘
鑓
Φ
口
爲
。
巴
ζ
夢
①
ω
p
ヨ
p
（
芝
冨
≦
Φ
＝
ド
。
。
。
。
刈
も
」
刈
）

　
す
な
わ
ち
、
科
学
の
観
念
は
正
確
で
安
定
し
て
お
り
、
一
般
的
概
念
は
あ
い
ま
い
で
多
義
的
あ
る
。
ま
た
、
科
学
の
観
念
は
明
確
な
洞
察

に
基
づ
い
て
お
り
、
意
昧
が
は
っ
き
り
限
定
さ
れ
て
お
り
、
い
つ
も
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
る
。
こ
こ
で
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
が
行
っ
て
い
る
の
は

疑
似
科
学
と
い
う
よ
り
は
日
常
的
思
考
と
の
区
劉
だ
が
、
正
し
い
解
釈
が
科
学
だ
と
い
う
の
と
は
か
な
り
異
な
る
方
向
で
科
学
を
特
徴
付
け

て
お
り
、
「
科
学
と
そ
う
で
な
い
も
の
を
嵩
置
す
る
」
と
い
う
方
向
の
思
考
を
し
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。

　
以
下
の
箇
所
で
も
、
科
学
と
呼
べ
る
証
明
と
科
学
と
呼
べ
な
い
証
明
の
「
境
界
設
定
」
を
行
っ
て
い
る
。

　
　
↓
三
ω
震
0
8
ω
ω
o
h
曾
9
ρ
芝
ぎ
ひ
q
o
o
g
ご
ω
δ
蕊
騨
o
g
o
母
O
鼠
昌
。
首
δ
ω
》
σ
《
鼠
ぴ
q
o
δ
雲
脂
昌
昌
耀
巳
ヨ
℃
舞
。
冨
p
慧
①
鍵
巴
湯
。
咄
号
ヨ
。
器
け
鑓

　
　
口
○
降
δ
け
興
目
Φ
α
U
①
仙
窪
。
鉦
。
欝
’
ぎ
謬
ω
鳥
二
Φ
覧
際
。
8
㍉
ぼ
ω
①
ぴ
戯
び
ぐ
一
ヨ
リ
。
答
簿
馨
弓
餌
答
。
暁
Φ
〈
①
蔓
ω
9
Φ
g
Φ
昔
造
淳
げ
亜
目
。
く
巴
爲
≦
冨
鵠

　
　
窪
Φ
営
ご
鳥
p
ヨ
Φ
導
鉱
霞
ぎ
q
O
δ
ρ
o
昌
≦
ぼ
9
昏
Φ
≦
7
0
囲
Φ
O
h
普
③
留
ヨ
。
器
吋
。
賦
。
訂
話
ω
叶
ω
”
ぴ
曽
く
Φ
昌
9
諌
誘
け
げ
の
窪
○
耳
p
営
Φ
α
げ
く
些
Φ

　
　
言
α
講
怠
○
昌
。
眺
貯
9
ω
ω
o
器
什
。
鈴
覧
弓
ぼ
窪
①
ω
巳
Φ
ヨ
9
。
8
ユ
蝉
δ
9
ω
二
げ
ω
富
昌
菖
巴
け
把
昏
ω
・
葺
石
び
。
旨
ω
二
9
零
屋
①
ユ
黛
。
一
ω
”
p
Ω
ω
①
ユ
①
ω
9

　
　
留
目
。
諺
ω
霞
暮
δ
霧
話
ω
①
自
重
Φ
ω
O
げ
《
ω
凶
。
巴
ω
o
δ
g
Φ
o
臣
《
p
。
ω
p
ω
ロ
簿
住
。
乏
冨
ω
⑦
露
巨
Φ
ω
餌
異
染
。
豆
Φ
9
（
≦
冨
≦
①
＝
H
。
。
。
。
圃
も
」
①
）

　
す
な
わ
ち
、
演
繹
の
際
に
使
わ
れ
る
基
本
原
理
は
帰
納
に
よ
っ
て
得
ら
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
た
だ
し
、
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
の
場
合
、

事
実
を
「
楕
円
扁
の
よ
う
な
観
念
の
下
に
ま
と
め
あ
げ
る
こ
と
を
「
帰
納
」
と
呼
ぶ
の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
）
。
そ
れ
に
沿
わ
な
い
証
明
は
自

然
科
学
に
似
て
い
る
が
「
影
」
の
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
『
歴
史
蝕
で
は
講
壇
哲
学
ω
o
甥
o
o
一
目
霞
一
〇
ω
o
嘗
《
が
9
《
ω
－

圃
。
巴
ω
。
δ
ご
。
Φ
と
対
比
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
対
比
も
帰
納
の
裏
付
け
が
あ
る
か
ど
う
か
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
記
述
を
総
合
す
る
な
ら
、
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
の
考
え
る
科
学
は
、
明
確
に
定
義
さ
れ
た
観
念
に
基
づ
い
て
帰
納
を
行
う
と
い

う
方
法
論
に
従
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
で
な
い
も
の
は
日
常
的
思
考
で
あ
る
か
、
科
学
の
「
影
扁
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
記

述
か
ら
考
え
て
も
、
ヒ
ュ
！
ウ
ェ
ル
が
科
学
と
は
世
界
の
正
し
い
解
釈
で
あ
る
と
い
う
定
義
に
こ
だ
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
現
在
の
境
界
設
定
問
題
と
見
比
べ
る
な
ら
、
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
が
・
王
に
対
象
と
し
て
い
た
の
は
「
疑
似
科
学
」



と
い
う
よ
り
は
狭
い
意
味
で
の
「
哲
学
」
（
講
壇
哲
学
）
と
の
境
界
設
定
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
と
い
え
ぽ
「
科
学
者
（
ω
O
凶
Φ
口
汁
凶
ω
け
）
」
と
い
う
言
葉
の
発
明
者
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。
も
し
こ
の
提
案
が

「
科
学
者
」
を
他
の
職
業
か
ら
区
別
す
る
た
め
の
概
念
だ
っ
た
と
す
れ
ぽ
、
こ
の
概
念
を
手
が
か
り
に
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
の
境
界
設
定
基
準
を

洗
い
出
す
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
見
込
は
あ
て
が
は
ず
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
科
学
者
」
の
初
出
は
ソ
マ
ー
ヴ
ィ
ル

の
本
の
書
評
の
中
で
脱
線
的
に
紹
介
さ
れ
た
逸
話
の
中
で
あ
る
（
白
び
Φ
≦
①
一
一
　
H
Q
Q
ω
腿
）
。
そ
こ
で
の
文
脈
と
し
て
は
、
む
し
ろ
、
科
学
が
細
分

化
し
て
い
き
つ
つ
あ
る
こ
と
へ
の
危
機
感
の
あ
と
に
こ
の
言
葉
が
提
案
さ
れ
て
お
り
、
境
界
設
定
と
は
か
な
り
文
脈
が
異
な
る
こ
と
が
わ
か

る
。
「
科
学
者
」
は
科
学
諸
分
野
の
団
結
を
促
す
た
め
の
造
語
だ
と
理
解
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
2
・
5
　
ミ
ル
の
考
え
る
科
学

　
ミ
ル
は
帰
納
の
四
つ
の
方
法
と
い
う
形
で
科
学
の
方
法
を
整
理
し
た
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
で
は
こ
の
方
法
は
科
学
と
科
学
で
な

い
も
の
を
区
平
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
（
つ
ま
り
境
界
設
定
基
準
と
し
て
）
提
案
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
（
ラ
ウ
ダ
ン
の
よ
う
に
）
単

に
「
よ
い
研
究
」
の
基
準
を
示
し
て
い
る
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
科
学
と
他
の
も
の
を
分
け
る
、
と
い
う
こ
と
に
関
係
し
そ
う
な
ミ
ル
の
記
述
と
し
て
は
、
ま
ず
、
帰
納
に
つ
い
て
の
議
論
の
冒
頭
で
．
．
簿

8
ヨ
覧
Φ
8
一
〇
ひ
q
8
0
P
冨
ω
o
一
2
8
ω
≦
o
巳
α
σ
Φ
巴
ω
o
o
8
ヨ
b
一
Φ
8
岡
。
α
q
ぎ
。
暁
鷲
碧
誌
。
巴
び
諺
ヨ
Φ
ω
ω
9
D
巳
8
ヨ
讐
曾
團
咤
①
．
．
．
（
ζ
芭
H
漣
ω
”

ぴ
o
o
障
ω
。
『
一
も
』
。
。
《
論
理
学
大
系
の
ペ
ー
ジ
は
以
下
全
集
版
）
と
述
べ
て
い
る
。
科
学
の
完
全
な
論
理
が
実
用
的
な
業
務
や
日
常
生
活
の

完
全
な
論
理
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
で
、
こ
の
箇
所
で
は
、
ミ
ル
は
科
学
を
特
別
画
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
日
常
的
思
考

と
同
列
に
並
べ
る
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
し
か
し
他
方
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
も
あ
る
。

　
　
↓
臣
ω
け
毎
夢
δ
Φ
器
ヨ
葛
b
①
仙
9
些
①
匡
ω
8
蔓
o
h
〈
巴
。
¢
ω
訂
き
9
Φ
ω
o
h
貯
8
乱
Φ
轟
Φ
≦
ぼ
9
冨
ω
ω
8
8
ω
ω
貯
巴
ざ
営
9
Φ

　
　
器
8
づ
象
づ
ひ
q
o
＆
興
O
h
匹
蝕
『
8
登
営
一
8
菖
O
P
鋤
ω
霊
ヨ
巴
δ
げ
Φ
o
冨
茜
。
け
興
o
h
ω
9
窪
8
ω
．
（
ぴ
o
o
評
ρ
9
．
H
）

一
九
世
紀
科
学
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の
目
で
振
り
返
る
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二

　
こ
こ
で
は
ち
ゃ
ん
と
し
た
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
で
「
科
学
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
お
り
、
そ

れ
未
満
の
も
の
と
区
別
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　
も
う
一
つ
、
ミ
ル
の
境
界
設
定
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
読
み
取
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
が
、
『
体
系
』
第
五
篇
の
誤
謬
論
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
ミ
ル
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
論
理
学
的
な
誤
謬
論
を
ベ
ー
ス
に
置
き
つ
つ
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
認
知
バ
イ
ア
ス
を
論
じ
て
い
る
。
ハ

ー
シ
ェ
ル
が
「
空
想
の
絵
空
事
」
と
呼
ん
だ
よ
う
な
タ
イ
プ
の
根
拠
の
な
い
思
い
込
み
は
ミ
ル
の
場
合
「
自
然
な
偏
見
」
（
コ
讐
鶏
巴
自
色
亭

臼
8
）
と
い
う
名
前
で
一
括
さ
れ
、
誤
謬
論
の
中
で
扱
わ
れ
る
（
げ
o
o
評
ρ
。
『
ω
）
。
具
体
的
に
は
、
「
主
観
的
法
則
を
客
観
的
法
則
と
取
り

違
え
る
」
「
一
緒
に
思
い
浮
か
べ
る
も
の
は
実
際
に
も
一
緒
に
存
在
す
る
と
思
い
込
む
」
な
ど
が
こ
こ
に
含
ま
れ
る
。
た
だ
、
こ
こ
の
記
述

を
検
討
し
た
だ
け
で
は
、
ミ
ル
の
意
識
の
中
で
、
誤
謬
に
基
づ
く
研
究
は
「
悪
い
科
学
」
な
の
か
、
そ
れ
と
も
「
科
学
で
は
な
い
も
の
」
な

の
か
は
は
っ
き
り
と
は
言
え
な
い
。

　
2
・
6
　
小
括

　
以
上
見
て
き
た
と
こ
ろ
を
確
認
す
る
。
ハ
ー
シ
ェ
ル
、
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
、
ミ
ル
は
い
ず
れ
も
少
な
く
と
も
そ
の
主
著
の
中
で
「
疑
似
科

学
」
と
の
区
別
の
問
題
と
し
て
の
境
界
設
定
問
題
を
主
題
的
に
取
り
上
げ
て
は
い
な
い
。
三
人
の
中
で
は
ヒ
ュ
！
ウ
ェ
ル
が
科
学
を
億
の
も

の
か
ら
区
溺
す
る
と
い
う
意
味
で
の
境
界
設
定
に
つ
い
て
意
識
的
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
も
の
ず
ぽ
り
で
疑
似
科
学
と
の
境
界

設
定
を
と
り
あ
げ
て
お
ら
ず
、
科
学
と
区
溺
さ
れ
る
べ
き
直
接
の
対
象
は
講
壇
哲
学
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
を
現
在
の
議
論
の
文
脈
に
置
き
直

す
作
業
は
、
科
学
的
実
在
論
の
側
の
検
討
と
合
わ
せ
て
本
稿
末
尾
で
行
う
。

三
　
科
学
的
実
在
論
の
過
去
と
今

つ
σ
　
0
　
1
∴

科
学
的
実
在
論
論
争



　
本
稿
で
取
り
上
げ
る
第
二
の
論
争
は
科
学
的
実
在
論
論
争
で
あ
る
（
以
下
で
は
概
略
し
か
紹
介
し
な
い
の
で
、
具
体
的
な
論
点
に
つ
い
て
は

伊
勢
田
b
。
O
O
ω
、
森
田
N
O
さ
な
ど
を
参
照
の
こ
と
）
。
こ
れ
は
、
科
学
が
措
定
す
る
観
察
不
可
能
な
対
象
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の

論
争
で
あ
る
が
、
現
代
の
論
争
は
独
特
の
形
を
と
る
。
科
学
的
実
在
論
は
、
二
〇
世
紀
な
か
ご
ろ
の
科
学
哲
学
が
文
で
表
現
さ
れ
た
も
の
と

し
て
の
科
学
理
論
に
興
味
を
集
中
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
反
映
し
て
、
「
成
熟
し
た
科
学
理
論
は
近
似
的
に
真
で
あ
る
」
と
い
う
形
で
表
現
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
（
そ
う
し
た
理
論
が
観
察
不
可
能
な
対
象
の
存
在
に
つ
い
て
の
主
張
も
含
む
以
上
、
そ
れ
が
真
で
あ
る
と
は
、
観
察
不
可
能

な
も
の
も
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
）
。
ま
た
、
観
察
可
能
な
マ
ク
ロ
な
対
象
が
存
在
す
る
こ
と
は
「
反
実
在
論
」
の
側
も
認
め
る

の
で
、
観
察
不
可
能
な
も
の
に
つ
い
て
の
み
論
争
の
対
象
に
す
る
。
さ
ら
に
、
反
実
在
論
と
言
っ
て
も
、
一
九
八
○
年
代
以
降
の
議
論
で
は
、

観
察
不
可
能
な
も
の
が
「
存
在
し
な
い
」
と
い
う
立
場
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
も
の
の
存
在
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
理
由
が
な
い
、
と
い
う
立
場

が
主
に
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

　
一
九
八
○
年
代
以
降
の
議
論
で
反
実
在
論
側
の
代
表
と
な
る
の
が
構
成
的
経
験
主
義
と
よ
ば
れ
る
B
・
フ
ァ
ン
匡
フ
ラ
ー
セ
ン
が
提
案

し
た
立
場
で
あ
る
（
＜
9
昌
閃
『
効
効
ω
ω
①
コ
H
㊤
O
O
O
）
。
こ
れ
は
、
科
学
の
目
的
は
経
験
的
に
十
全
（
Φ
ヨ
唱
注
＄
ξ
巴
Φ
ρ
惹
け
①
）
な
理
論
、
す
な
わ
ち

観
察
可
能
な
範
囲
で
言
っ
て
い
る
こ
と
が
正
し
い
理
論
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
り
、
理
論
を
受
容
す
る
と
は
、
そ
の
理
論
が
経
験
的
に
十
全

だ
と
い
う
信
念
し
か
含
ま
な
い
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
科
学
的
実
在
論
は
、
科
学
の
目
的
は
世
界
に
つ
い
て
の
真
な

る
理
論
を
構
築
す
る
こ
と
で
あ
り
、
理
論
の
受
容
は
そ
の
理
論
が
真
だ
と
い
う
信
念
を
含
む
、
と
い
う
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
る
。
フ
ァ
ン

”
フ
ラ
ー
セ
ン
の
立
論
は
、
科
学
的
実
在
論
論
争
を
科
学
の
目
的
に
つ
い
て
の
論
争
に
し
た
と
い
う
意
解
で
非
常
に
画
期
的
で
あ
る
。
フ

ァ
ン
騰
フ
ラ
ー
セ
ン
が
主
に
依
拠
す
る
の
は
決
定
不
全
性
論
法
、
つ
ま
り
ど
ん
な
に
証
拠
を
あ
つ
め
て
も
正
し
い
理
論
を
唯
一
つ
決
定
で

き
る
わ
け
で
は
な
く
、
常
に
無
数
の
対
抗
馬
が
生
き
残
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
理
論
を
正
し
い
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
理
由
と
は
な
ら
な
い
、

と
い
う
議
論
で
あ
る
。

　
科
学
的
実
在
論
に
も
、
「
成
熟
し
た
科
学
理
論
は
近
似
的
に
真
」
と
い
う
単
純
な
実
在
論
的
立
場
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
が
近

　
九
世
紀
科
学
哲
学
を
現
代
の
目
で
振
り
返
る
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二
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年
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
悲
観
的
帰
納
法
」
と
よ
ば
れ
る
議
論
が
論
筆
の
当
事
者
の
多
く
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

過
去
の
科
学
理
論
を
見
る
と
、
成
熟
し
成
功
し
た
理
論
で
あ
っ
て
も
、
観
察
不
可
能
な
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
こ
と
が
ま
っ
た
く
間

違
っ
て
い
た
例
が
い
く
つ
も
あ
る
（
エ
ー
テ
ル
、
カ
ロ
リ
ッ
ク
、
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
な
ど
が
し
ば
し
ば
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
）
。
そ
れ
ら
の
理

論
が
成
功
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
間
違
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
現
在
の
成
功
し
て
い
る
理
論
も
目
に
見
え
な
い
レ
ベ
ル
で
は
ま
っ
た
く

問
違
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
が
悲
観
的
帰
納
法
と
呼
ば
れ
る
推
論
で
あ
る
。
こ
の
議
論
を
受
け
入
れ
る
実
在
論
者
は
、
成
熟
し
た

科
学
理
論
で
も
、
一
定
の
条
件
を
満
た
し
た
部
分
だ
け
（
操
作
可
能
な
対
象
、
構
造
、
薪
奇
な
予
言
に
貢
献
す
る
部
分
、
等
）
に
コ
ミ
ッ
ト
し
、

対
象
実
在
論
や
構
造
実
在
論
な
ど
、
受
け
入
れ
る
部
分
に
対
応
し
た
名
前
で
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
ら
の
立
場
を
総
称
し
て
選
択
的
実
在
論

（
ω
Φ
一
Φ
O
け
腕
く
①
吋
①
9
δ
一
凶
ω
コ
P
）
と
呼
ぶ
。

　
こ
の
現
在
の
論
争
は
か
な
り
特
殊
な
歴
史
的
文
脈
を
持
っ
て
い
る
。
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
の
論
理
実
証
主
義
者
の
論
文
を
見
る

限
り
、
観
察
可
能
な
対
象
の
存
在
を
受
け
入
れ
る
、
と
い
う
前
提
は
受
け
入
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
観
念
論
な
い
し
中
立
的
｝
元
論
に

近
い
立
場
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
マ
ク
ロ
な
対
象
の
存
在
は
受
け
入
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
た
論
争
の
整
理
と
し
て
は
J
・
」
・

C
・
ス
マ
ー
ト
の
『
哲
学
と
科
学
的
実
在
論
蜘
（
ω
旨
下
陰
一
8
ω
）
あ
た
り
が
最
初
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
一
九
七
〇
年
代
ま
で
は
、
実

在
論
に
対
す
る
反
実
在
論
の
立
場
は
道
具
主
義
、
す
な
わ
ち
、
観
察
不
可
能
な
も
の
に
つ
い
て
の
語
を
含
む
理
論
的
言
明
は
真
偽
以
前
に
無

意
味
、
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
当
時
の
実
在
論
の
立
場
が
一
九
八
○
年
代
に
は
反
実
在
論
に
な
る
、
と
い
う
ね
じ
れ
が
生

じ
る
。
た
と
え
ぽ
ポ
パ
！
は
㎎
実
在
論
と
科
学
の
目
的
』
（
勺
。
薯
艘
お
。
。
ω
、
執
筆
は
一
九
五
〇
年
代
）
で
自
分
の
立
場
を
実
在
論
と
呼
ぶ
が
、

内
容
的
に
は
フ
ァ
ン
”
フ
ラ
ー
セ
ソ
に
近
い
。
八
○
年
代
の
論
争
の
中
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
れ
ぽ
ポ
パ
ー
は
反
実
在
論
者
に
分
類
さ
れ
て

い
た
は
ず
で
あ
る
。

つ
0
　
●
　
り
乙

【
九
世
紀
科
学
哲
学
の
位
置
づ
け



　
も
し
ハ
ー
シ
ェ
ル
、
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
、
ミ
ル
が
現
代
に
生
き
て
い
て
同
じ
立
場
を
・
王
張
し
た
な
ら
、
彼
ら
の
立
場
は
科
学
的
実
在
論
に
分

類
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
、
反
実
在
論
に
分
類
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
問
い
を
考
え
る
際
に
一
つ
気
を
つ
け
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
一
八
三
〇
年
代
と
現
在
の
背
景
状
況
の
差
を
考
慮
す
る
と
、
文
字
面
の

上
で
同
じ
立
場
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
意
味
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
が
衰
明
し
て
い
る
立

場
の
暗
黙
の
前
提
（
場
合
に
よ
っ
て
は
明
示
的
な
前
提
）
が
現
在
と
な
っ
て
は
崩
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合
、
彼
ら
が
今
の
科
学
の
状
況
を

知
っ
て
い
た
な
ら
、
そ
も
そ
も
同
じ
立
場
を
主
張
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
も
う
少
し
具
体
的
に
は
、
一
八
三
〇
年
代
ご
ろ
の
代
表
的
な
観
察
不
能
な
対
象
と
現
代
の
代
表
的
な
観
察
不
可
能
な
対
象
は
異
な
る
し
、

観
察
不
可
能
な
も
の
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
手
法
も
異
な
る
。
一
八
三
〇
年
代
に
論
争
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
観
察
不
可
能
な
対
象
の
代
表
と

し
て
は
、
ド
ル
ト
ン
の
提
案
し
た
原
子
、
熱
の
本
体
と
し
て
想
定
さ
れ
た
カ
ロ
リ
ッ
ク
、
こ
の
時
期
に
最
終
的
に
勝
利
を
収
め
た
光
の
波
動

説
に
お
い
て
波
動
し
て
い
る
媒
質
と
し
て
想
定
さ
れ
た
エ
ー
テ
ル
な
ど
が
あ
る
。
た
と
え
ば
原
子
に
つ
い
て
は
、
原
子
の
存
在
を
仮
定
す
る

こ
と
で
倍
数
比
例
の
法
則
な
ど
の
物
質
の
化
合
に
つ
い
て
の
法
則
が
う
ま
く
説
明
で
き
た
が
、
そ
れ
以
外
の
証
拠
は
ま
だ
存
在
し
て
い
な
か

っ
た
。
カ
ロ
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
同
時
代
的
に
も
対
立
す
る
熱
の
理
論
が
存
在
し
、
粒
子
状
の
カ
ロ
リ
ッ
ク
が
存
在
す
る
と
い
う
積
極
的
な

証
拠
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
も
お
お
む
ね
共
通
了
解
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
光
が
波
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
な
ん
ら
か
の
媒
質

が
波
打
っ
て
い
る
と
し
か
（
当
時
と
し
て
は
）
考
え
ら
れ
な
い
た
め
、
波
動
説
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
エ
ー
テ
ル
の
存
在
も
受
け
入

れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
エ
ー
テ
ル
の
存
在
に
つ
い
て
は
波
動
説
の
勝
利
と
い
う
非
常
に
説
得
的
な
証
拠
が

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
背
景
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
ハ
ー
シ
ェ
ル
、
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
、
ミ
ル
が
現
在
の
科
学
的
実
在
論
論
争
と
関
わ
る

よ
う
な
論
点
に
つ
い
て
何
を
述
べ
て
い
る
か
を
確
認
し
て
い
こ
う
。

一
九
世
紀
科
学
哲
学
を
現
代
の
目
で
振
り
返
る

一
五
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3
・
3
　
ハ
ー
シ
ェ
ル
を
実
在
論
論
争
に
位
置
づ
け
る

　
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
現
在
の
論
争
で
は
、
わ
れ
わ
れ
が
何
の
実
在
に
コ
ミ
ッ
ト
す
べ
き
か
に
つ
い
て
の
論
争
は
科
学
の
目
的
に
つ
い
て

の
論
争
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
ハ
ー
シ
ェ
ル
も
科
学
の
目
的
に
関
わ
る
記
述
が
何
箇
所
か
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
実
は
す
で
に
引
用

し
た
箇
所
と
そ
れ
に
続
く
箇
所
で
あ
る
。

　
　
↓
冨
律
ω
算
眠
茜
昏
p
雷
喜
一
δ
ω
。
℃
姦
。
自
白
8
琶
号
目
ω
、
≦
冨
p
o
翅
器
≦
嘗
①
8
白
§
§
胃
①
ω
Φ
三
ω
㎞
冨
Φ
鮮
口
宣
お
①
×
覧
萱
門
。
員

　
　
o
罵
お
h
興
Φ
¢
8
8
昌
昌
一
巳
欝
①
鳥
一
跨
Φ
只
○
鎚
信
。
ヨ
ひ
q
o
効
器
p
罎
け
げ
黛
。
け
。
餌
昌
謬
。
け
ぴ
Φ
偉
。
ω
8
苫
p
ぎ
①
負
夢
⑦
昌
Φ
蓉
δ
8
ひ
q
Φ
昌
Φ
面
癖
剛
器
窪
①

　
　
℃
プ
Φ
溢
。
導
①
5
0
P
9
昌
鳥
ヨ
。
ピ
鳥
Φ
誉
薯
口
熱
0
9
興
ω
曽
聾
巴
。
ひ
q
o
⊆
の
8
欝
巨
峯
Φ
Φ
×
買
Φ
ω
ω
δ
一
副
。
囲
ω
o
ヨ
Φ
訂
≦
」
旨
昏
①
ぴ
。
弓
Φ
け
び
暮
謬
ω

　
　
o
o
づ
ω
置
①
類
鉱
。
ン
貯
9
。
筥
○
屋
鋤
鮎
く
簿
コ
8
α
ω
け
簿
Φ
o
暁
評
昌
○
甫
δ
α
ぴ
q
ρ
ヨ
鋤
《
圃
＄
α
8
夢
⑦
血
一
ω
o
o
〈
Φ
曙
。
臨
p
こ
嶺
餌
住
の
ぬ
二
簿
①
℃
戦
。
滋
ヨ
p
。
酔
①

　
　
o
餌
¢
ω
ρ
（
口
Φ
誘
畠
色
H
c
。
も
。
ρ
や
尉
麿
）

　
さ
き
ほ
ど
引
用
し
な
か
っ
た
後
半
と
あ
わ
せ
て
み
る
と
、
ハ
ー
シ
ェ
ル
は
科
学
（
科
学
的
精
神
）
の
圏
的
を
二
段
構
え
で
考
え
て
い
る
様

子
が
伺
え
る
。
こ
の
箇
所
と
関
連
し
て
以
下
の
よ
う
な
記
述
も
あ
る
。
理
論
の
価
値
を
考
え
る
の
に
、
第
一
義
に
は
、
プ
ロ
セ
ス
や
メ
カ
ニ

ズ
ム
の
正
し
さ
を
確
立
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
考
え
て
は
な
ら
な
い
、
し
か
し
ど
う
せ
こ
れ
に
つ
い
て
は
間
接
的
な
証
拠
し
か
得
ら
れ
な
い
、

と
述
べ
た
あ
と
で
ハ
ー
シ
ェ
ル
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
ぐ
く
げ
簿
戸
ぎ
昏
①
鋤
。
島
山
ω
鐙
け
㊦
○
｛
ω
o
δ
昌
o
ρ
凶
ω
暁
鍵
8
0
話
｛
彰
弓
。
目
＄
三
｛
o
村
二
ω
ε
鐸
鄭
。
≦
」
ω
≦
ゲ
Φ
雲
譲
。
霞
昏
8
目
《
霞
臨
画
冨
只
Φ
ω
①
⇒
け

　
　
簿
臨
昏
Φ
富
9
ρ
餌
昌
鮎
貯
。
ピ
α
Φ
螢
漏
出
①
す
≦
ρ
8
芝
三
〇
7
0
σ
ω
鍵
く
鋤
賦
。
⇔
9
ρ
欝
自
ぎ
臨
誓
。
鼠
。
影
δ
餌
良
●
（
や
ト
。
9
）

　
す
な
わ
ち
、
科
学
の
現
状
に
お
い
て
は
観
察
や
帰
納
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
事
実
や
法
則
を
そ
の
理
論
が
表
現
で
き
る
か
ど
う
か
こ
そ
が
大

事
だ
と
い
う
わ
け
で
、
　
難
し
た
と
こ
ろ
フ
ァ
ン
日
フ
ラ
ー
セ
ン
の
構
成
的
経
験
主
義
で
い
う
科
学
の
目
的
に
非
常
に
近
い
こ
と
を
の
べ
て

い
る
よ
う
に
冤
え
る
（
た
だ
し
、
ハ
ー
シ
ェ
ル
の
考
え
る
「
帰
納
」
は
単
な
る
　
般
化
よ
り
も
複
雑
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
必
ず
し
も
観
察
可

能
な
範
囲
に
綱
約
さ
れ
な
い
の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
）
。
さ
ら
に
、
す
べ
て
の
観
察
可
能
な
事
実
や
法
則
を
正
し
く
表
す
理
論
は
、
．
α
Φ
o
餌



σ
q
附
Φ
簿
≦
昌
8
Φ
ω
寅
巨
δ
ぴ
簿
ゆ
《
げ
恩
。
窪
Φ
銑
ω
o
噛
ヨ
o
o
げ
鋤
鼠
ω
ヨ
。
『
ω
け
毎
。
蜜
お
、
、
「
仮
説
の
立
証
に
近
い
と
こ
ろ
に
い
る
」
と
述
べ
る
が
、

す
ぐ
に
以
下
の
よ
う
に
補
足
す
る
。

　
　
目
。
ご
鱗
同
期
《
ひ
q
お
簿
ω
鍵
Φ
ω
ω
o
無
げ
団
弓
。
窪
Φ
ω
Φ
ω
o
h
け
匪
ω
匡
目
鼻
Φ
×
8
讐
ぎ
Q
ω
ヨ
8
げ
窪
窪
Φ
《
ω
Φ
煙
く
Φ
器
9
ω
0
9
三
目
。
冠
8
「
9
Φ

　
　
興
8
鼠
。
旨
o
h
ぴ
q
Φ
器
建
＝
Q
≦
ω
」
ω
8
．
ρ
三
3
鶯
δ
8
騨
Φ
匪
Φ
ω
8
陳
。
冠
註
。
戦
夢
①
℃
＝
免
（
詩
興
ω
9
Φ
二
。
。
。
。
ρ
O
』
鼠
）

　
こ
こ
で
「
足
場
を
建
築
物
（
℃
田
圃
Φ
）
と
取
り
違
え
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
ポ
ー
プ
の
『
道
徳
論
集
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

い
く
ら
よ
く
検
証
さ
れ
た
仮
説
で
も
、
一
般
法
則
を
発
見
す
る
た
め
の
「
足
場
」
で
し
か
な
い
、
と
い
う
の
が
ハ
ー
シ
ェ
ル
の
立
場
だ
と
思

わ
れ
る
。
と
な
る
と
観
察
不
能
な
原
因
を
受
け
入
れ
る
よ
う
な
立
場
に
わ
れ
わ
れ
が
立
つ
こ
と
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
が
他
方
で
ハ
ー
シ
ェ
ル
は
当
時
の
代
表
的
な
観
察
不
可
能
な
対
象
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
。

　
　
6
び
Φ
臼
。
。
o
o
＜
Φ
鼠
Φ
ω
o
h
ヨ
。
自
①
「
昌
。
げ
Φ
ヨ
圃
ω
け
蔓
ぴ
鋤
く
①
σ
q
o
⇔
Φ
賦
『
8
①
ω
富
σ
目
ω
げ
昏
Φ
け
毎
些
o
h
9
昌
。
覧
巳
。
切
Φ
簿
Φ
吋
3
ぎ
Φ
創
び
《
ω
o
ヨ
①

　
　
o
h
蝕
Φ
気
層
。
δ
算
ρ
夢
田
鼠
Φ
私
議
く
興
ω
Φ
8
器
δ
什
ω
o
福
島
ω
鉱
g
ぴ
ω
Φ
b
費
簿
ρ
言
集
≦
ω
剛
三
Φ
鉾
0
8
ω
●
（
閏
曾
ω
9
Φ
＝
。
。
。
。
O
も
．
ω
刈
）

　
　
↓
冨
国
①
ω
巳
二
ω
ω
富
け
巴
ぴ
《
び
一
語
　
［
冨
．
写
Φ
ω
器
昌
　
8
9
自
①
o
曳
く
①
ヨ
碧
く
。
属
。
坤
冨
け
9
Φ
o
蔓
≦
ぼ
9
ヨ
p
冨
ω
目
σ
q
馨
8
8
房
一
馨

　
　
ぎ
島
Φ
く
ま
錘
鳥
。
湧
。
暁
帥
口
Φ
一
鋤
ω
江
。
讐
Φ
α
貯
ヨ
．
（
℃
』
ミ
）

　
分
罰
不
可
能
な
も
の
と
し
て
の
原
子
説
の
「
真
理
が
確
立
」
さ
れ
、
光
と
は
エ
ー
テ
ル
（
弾
性
媒
質
）
の
波
動
だ
と
い
う
こ
と
に
「
決
定

的
に
有
利
」
な
結
果
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
と
ハ
ー
シ
ェ
ル
が
考
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
原
子
や
エ
ー
テ
ル
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
ハ

ー
シ
ェ
ル
自
身
も
受
け
入
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

　
ハ
ー
シ
ェ
ル
の
判
断
を
全
体
と
し
て
見
る
と
、
ま
ず
、
科
学
の
目
的
の
一
つ
と
し
て
構
成
的
経
験
主
義
に
近
い
も
の
（
し
か
し
必
ず
し
も

観
察
可
能
な
も
の
に
限
定
さ
れ
な
い
立
場
）
を
設
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
観
察
不
可
能
な
も
の
に
つ
い
て
の
仮
説
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
一
般
に
は
否
定
的
で
あ
る
。
他
方
、
い
く
つ
か
の
観
察
不
可
能
な
対
象
に
つ
い
て
は
積
極
的
に
存
在
を
認
め
て

い
る
。
以
上
を
総
合
す
れ
ぽ
、
ハ
ー
シ
ェ
ル
は
現
代
の
論
争
で
い
え
ぽ
非
常
に
限
定
的
な
選
択
的
実
在
論
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
る
。
た
だ

】
九
世
紀
科
学
哲
学
を
現
代
の
目
で
振
り
返
る

一
七



哲
学
研
究
　
第
五
善
九
十
九
号

一
八

し
、
当
時
の
貧
弱
な
証
拠
状
況
で
原
子
論
が
真
だ
と
示
さ
れ
た
と
判
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
在
の
、
よ
り
豊
富
な
証
拠
の
あ
る
観

察
不
能
な
対
象
に
つ
い
て
は
、
ハ
ー
シ
ェ
ル
は
金
般
的
に
受
け
入
れ
る
（
全
面
的
な
実
在
論
者
と
な
る
）
可
能
性
も
十
分
あ
り
う
る
。

　
3
・
4
　
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
を
科
学
的
実
在
論
論
争
に
位
置
づ
け
る

　
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
は
ハ
ー
シ
ェ
ル
の
本
の
書
評
の
中
で
、
以
下
の
と
お
り
原
子
論
に
あ
ま
り
に
も
肯
定
的
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ

た
趣
旨
の
コ
メ
ン
ト
を
し
て
い
る
。

　
　
b
ご
煽
ひ
津
一
ω
け
O
σ
O
O
び
ω
Φ
醜
く
Φ
9
川
路
　
一
¢
ω
叶
『
鋤
鉱
O
⇔
O
｛
け
び
①
0
9
¢
賦
O
瓜
ω
O
び
9
ρ
「
蝉
O
叶
①
『
O
隔
O
¢
目
℃
ぴ
一
一
〇
ω
O
ゆ
げ
ど
け
げ
動
a
叶
ゲ
〇
二
ひ
q
ぽ
樽
ぴ
①
一
斤
≦
O
州

　
　
白
9
二
一
弓
一
Φ
悔
吋
O
O
O
噌
自
○
昌
ω
ω
①
Φ
ヨ
ω
埠
O
着
け
O
げ
Φ
⑦
ω
叶
効
σ
罵
ω
げ
の
α
O
づ
餌
≦
一
仙
Φ
O
昌
鳥
ω
Φ
O
幻
桟
①
一
昌
鎚
爲
O
菖
O
員
什
げ
Φ
『
①
℃
巴
①
ω
①
羅
け
蝉
氏
O
切
O
暁
騨
σ
く

　
　
ヨ
Φ
O
昌
ω
O
h
け
げ
㊦
効
目
O
ヨ
凶
O
け
げ
Φ
O
戦
《
δ
暁
簿
噌
剛
「
O
讐
プ
鋤
く
画
⇔
ひ
q
ω
皿
O
ず
巳
9
一
§
ω
け
O
『
①
ω
O
①
O
戸
日
切
α
σ
Φ
囲
O
渇
α
q
ω
酢
O
黛
ρ
ぴ
目
切
口
0
7
0
臨
押
昌
O
≦
一
①
ロ
ゆ
q
①

　
　
曵
。
け
O
璽
①
ω
①
昌
け
弓
桟
O
び
P
び
囲
《
曽
び
O
く
①
〇
二
冠
円
Φ
曽
0
7
　
（
壽
⑦
≦
③
躍
H
Φ
Q
Q
鮒
や
ω
ゆ
ω
）

　
要
す
る
に
、
原
子
論
は
当
時
の
状
況
で
は
「
お
そ
ら
く
遠
類
の
手
の
届
か
な
い
」
知
識
に
属
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
哲

学
』
で
は
原
子
論
の
難
点
を
歴
史
的
背
景
も
含
め
て
詳
し
く
の
べ
て
い
る
（
≦
げ
Φ
≦
Φ
＝
H
。
。
心
ρ
＜
o
一
高
も
ウ
お
q
ム
器
）
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
原

子
論
に
は
ま
だ
難
点
が
あ
る
上
に
、
倍
数
比
例
の
法
則
（
　
酸
化
炭
素
と
二
酸
化
炭
素
な
ど
、
同
じ
発
素
の
組
み
舎
わ
せ
で
っ
く
ら
れ
る
異
な

る
化
合
物
に
つ
い
て
、
化
合
す
る
燈
に
つ
い
て
簡
単
な
整
数
比
が
成
立
す
る
）
な
ど
も
反
原
子
論
で
説
明
で
ぎ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
は
ま
た
、
当
時
を
代
表
す
る
反
実
在
論
的
立
場
で
あ
る
A
・
コ
ン
ト
の
実
証
主
義
に
つ
い
て
直
接
コ
メ
ン
ト
も
し
て
い
る
。

　
　
ω
一
⇔
O
Φ
謬
一
ω
け
げ
蝦
ω
ロ
罵
⇔
O
O
一
θ
け
○
罫
⇔
○
≦
≦
ぴ
①
⇔
≦
Φ
げ
嚢
ρ
＜
Φ
ω
包
N
Φ
蕩
尽
ゴ
Φ
け
戦
¢
0
0
拶
煮
ω
Φ
O
暁
け
げ
④
悔
ゴ
Φ
P
O
ヨ
Φ
⇒
餌
一
⇔
簿
旨
く
α
Φ
弓
9
α
画
け
ヨ
⑦
昌
梓
O
h

　
　
ω
O
一
Φ
昌
O
ρ
諄
ヨ
簿
蜜
簿
ゆ
℃
①
曽
民
叶
O
ω
○
ヨ
①
O
①
目
ω
O
轡
ω
叶
7
餌
汁
繋
累
団
忽
O
簿
一
凶
路
ρ
⊆
冒
一
Φ
ω
P
戦
Φ
一
目
唱
脱
臼
仙
Φ
P
け
鋤
黒
鳥
窪
嵩
鶯
げ
鵠
O
ω
O
O
げ
一
〇
帥
一
一
昌
二
降
伽
①
肖
け
餌
汚
・

　
　
剛
嵩
ひ
q
臨
は
ω
目
①
ω
Φ
鋤
円
O
プ
O
｛
O
黛
ρ
望
ω
⑦
ω
：
・
鵠
Φ
5
0
①
け
げ
Φ
騰
Φ
げ
餌
ω
コ
O
け
σ
Φ
①
⇔
≦
餌
謬
萬
鵠
ぴ
q
け
ゲ
O
ω
⑦
≦
げ
O
ぽ
黛
こ
く
Φ
一
曽
一
仙
詳
山
O
≦
溢
P
ω
鋤
ヨ
鋤
×
一
塁
け
び
曽
叶

　
　
＾
＾
ω
O
一
①
⇒
O
①
ヨ
ニ
ω
け
ω
け
二
鳥
肉
○
づ
一
《
け
プ
Φ
一
⇔
≦
ω
O
咄
O
び
⑦
昌
O
ヨ
Φ
⇒
P
騨
濤
自
白
Φ
く
⑱
目
け
プ
①
ヨ
O
自
①
O
｛
O
村
O
瓢
二
〇
甑
0
5
㌧
．
じ
d
二
一
謬
一
ω
Φ
鋤
ω
《
け
○
ω
①
Φ
け
ゴ
餌
け



　
　
鐙
。
げ
帥
ヨ
鋤
×
一
員
≦
o
巳
仙
8
巳
ド
Φ
夢
Φ
専
①
黛
。
9
げ
Q
昌
価
創
9
讐
O
h
ω
o
陣
Φ
異
説
h
8
ぎ
ρ
巳
鼠
①
ω
8
鋤
ヨ
。
ω
け
ω
o
蝉
6
昌
鋤
夕
刊
ヨ
δ
①
日
切
Φ
＝
ヨ
津
．

　
　
（
壽
Φ
≦
①
離
お
ら
ρ
〈
o
ド
さ
。
も
℃
』
①
刈
面
①
。
。
）

　
途
中
の
「
科
学
は
現
象
の
法
則
の
み
を
研
究
す
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
が
ど
う
や
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
か
を
研
究
し
て
は
な
ら
な
い
」
と

い
う
格
率
は
コ
ン
ト
の
『
実
証
哲
学
講
義
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
実
証
主
義
が
「
科
学
的
探
究
の
広
さ
と
深
さ
に
対
す
る
不

十
分
で
情
け
な
い
制
限
」
に
な
っ
て
し
ま
う
と
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
は
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
理
由
は
、
極
性
を
め
ぐ
る
研
究

や
熱
現
象
の
研
究
な
ど
、
そ
も
そ
も
現
象
法
則
を
述
べ
る
の
に
そ
の
現
象
が
ど
の
よ
う
に
生
産
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
考
え
る
、
（
つ
ま
り
目

に
見
え
な
い
も
の
に
言
及
す
る
）
必
要
が
あ
る
場
合
も
多
い
か
ら
、
と
引
用
し
た
箇
所
に
続
け
て
説
明
さ
れ
て
い
る
（
o
■
・
。
①
。
。
）
。
こ
れ
は
現

代
の
用
語
で
言
う
と
こ
ろ
の
観
察
の
理
論
負
荷
性
を
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
が
理
解
し
て
い
た
証
拠
と
し
て
興
味
深
い
。

　
コ
ン
ト
を
批
判
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
は
実
在
論
側
だ
と
考
え
た
く
な
る
が
、
現
代
の
論
争
の
枠
組
み
に
あ
わ
せ
て
考

え
る
な
ら
、
答
え
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
実
は
現
代
の
反
実
在
論
者
の
フ
ァ
ン
翻
フ
ラ
ー
セ
ン
も
観
察
の
理
論
負
荷
性
や
科
学
を
す
る
上

で
の
理
論
的
語
彙
の
必
要
性
に
つ
い
て
認
め
る
。
た
だ
し
、
そ
う
い
う
も
の
の
研
究
上
の
必
要
性
は
み
と
め
た
上
で
、
観
察
不
可
能
な
部
分

の
主
張
の
真
偽
は
科
学
で
は
問
題
に
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
フ
ァ
ン
曄
フ
ラ
！
セ
ン
の
立
場
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
の
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
は
こ

の
意
味
で
の
フ
ァ
ン
刑
フ
ラ
ー
セ
ソ
主
義
者
だ
と
解
釈
す
る
余
地
が
十
分
の
こ
っ
て
い
る
。

　
他
方
、
光
エ
ー
テ
ル
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
既
知
の
現
象
や
法
則
を
説
明
す
る
今
の
と
こ
ろ
知
ら
れ
て
い
る
唯
一
の
仮
説
で
、
こ
の
仮
説

と
矛
盾
す
る
よ
う
な
現
象
も
今
の
と
こ
ろ
知
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
た
上
で
、
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
≧
夢
。
轟
げ
8
。
器
げ
巴
窯
Φ
≦
。
器
ξ
費
8
ヨ
g
｛
ρ
轟
謹
Φ
ω
び
Φ
貯
α
q
。
8
＜
2
Φ
費
鐸
。
嗣
げ
出
自
Φ
島
¢
筥
ξ
霊
9
p
震
0
8
ω
ω
毫
雲

　
　
≦
滞
貸
江
ω
2
8
ω
＝
ひ
q
ひ
q
①
ω
8
匹
9
。
ω
穿
①
o
臣
《
筥
＆
Φ
o
h
①
巻
巨
巳
罐
ω
o
ヨ
⑦
o
P
冨
9
窪
。
ヨ
g
p
笹
Φ
お
一
ω
8
慧
蹟
8
鴇
①
〈
①
馨

　
　
o
霞
8
8
讐
言
α
q
詳
Φ
耳
マ
Φ
一
ざ
器
曽
ω
鋤
賦
ω
富
9
0
蔓
夢
Φ
○
曼
h
o
村
p
＝
昏
Φ
評
づ
。
甫
コ
冨
≦
ω
o
鋤
粛
馨
●
（
≦
冨
零
①
＝
H
。
。
駆
ρ
＜
o
ピ
一
も
．
ω
宝
）

　
な
ん
ら
か
の
媒
質
で
光
が
伝
達
さ
れ
る
と
い
う
説
明
に
つ
い
て
「
そ
れ
を
全
面
的
に
受
け
入
れ
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
は
な
に
も
な
い
」

一
九
世
紀
科
学
哲
学
を
現
代
の
目
で
振
り
返
る

一
九
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二
〇

と
い
う
の
だ
か
ら
、
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
は
エ
ー
テ
ル
説
を
真
理
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
エ
ー
テ
ル
の
実
在
性
を
受
け
入
れ
て
い

る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
ヒ
ュ
！
ウ
ェ
ル
『
哲
学
扇
第
二
版
へ
の
加
筆
（
壽
①
≦
Φ
一
一
H
Q
o
心
胆
）
で
、
仮
説
の
真
理
に
つ
い
て
よ
り
積
極
的
な
発
言
を
行
う
。
仮
説
が
新

し
い
予
測
を
成
功
さ
せ
る
こ
と
は
仮
説
が
正
し
い
こ
と
の
証
拠
に
な
る
が
、
こ
の
条
件
を
満
た
し
て
も
間
違
い
だ
と
判
明
し
た
理
論
は
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
以
下
の
二
つ
の
条
件
を
満
た
し
た
理
論
は
間
違
い
だ
と
判
明
し
た
こ
と
が
な
く
、
「
理
論
の
真
理
を
、
抵
抗
で
き
な
い
、

と
言
い
う
る
よ
う
な
し
か
た
で
証
明
す
る
傾
向
」
を
持
つ
（
ノ
く
げ
①
≦
Φ
鵠
　
回
G
Q
膳
刈
”
　
〈
O
一
●
　
b
の
”
　
O
・
　
刈
ω
）
。
第
一
は
帰
納
の
合
流
（
o
o
コ
ω
難
窪
。
Φ
o
h

貯
含
9
δ
霧
）
、
す
な
わ
ち
、
い
ろ
い
ろ
な
帰
納
的
法
則
が
同
じ
仮
説
か
ら
導
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
理
論
が
だ
ん
だ
ん
単
純

に
な
っ
て
い
く
こ
と
（
鷺
。
α
q
冨
ω
ω
ぞ
③
ω
貯
嘗
艶
。
簿
怠
§
o
｛
筈
①
9
①
o
崎
）
で
あ
る
。
エ
ー
テ
ル
説
は
こ
れ
ら
の
特
徴
を
持
つ
た
め
、
真
で
あ

る
と
受
け
入
れ
て
い
い
理
論
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
の
二
つ
の
基
準
の
う
ち
、
「
帰
納
の
合
流
」
は
、
現
在
の
実
在
論
論
争
で
、
実
在
論
側
を
擁
護
す
る
た
め
に
使
わ
れ
る

「
宇
宙
的
偶
然
の
一
致
」
（
o
o
ω
ヨ
8
0
0
ぎ
。
賦
魯
。
Φ
）
論
法
を
先
取
り
し
て
い
る
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
（
ω
ヨ
餌
諄
お
①
ω
）
。

た
と
え
ぽ
ま
っ
た
く
こ
と
な
る
プ
ロ
セ
ス
を
通
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
や
り
方
で
計
算
し
た
ア
ボ
ガ
ド
ロ
数
が
非
常
に
正
確
に
一
致
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
ア
ボ
ガ
ド
工
数
に
対
応
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
原
子
や
分
子
が
本
妾
に
存
在
す
る
と
考
え
な
い
と
、
宇
宙
的
な
偶
然
の
一
致
に
な

っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ボ
ガ
ド
ロ
数
の
推
定
が
「
合
流
」
し
た
の
だ
、
と
器
え
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
事
例
は
ヒ
ュ

：
ウ
ェ
ル
が
『
哲
学
騙
を
書
い
て
い
た
時
期
よ
り
は
る
か
に
あ
と
の
こ
と
な
の
で
、
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
が
実
際
に
こ
の
事
例
に
ど
う
反
応
し
た

か
は
推
測
の
域
を
出
な
い
。
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
が
想
定
し
て
い
る
「
帰
納
の
合
流
」
の
対
象
に
ア
ボ
ガ
ド
ロ
数
の
推
定
の
よ
う
な
数
値
の
見
積

も
り
が
奮
ま
れ
る
か
ど
う
か
も
は
っ
き
り
と
は
言
え
な
い
。

　
以
上
の
ヒ
ュ
…
ウ
ェ
ル
の
発
言
を
ま
と
め
る
な
ら
ぽ
、
ハ
ー
シ
ェ
ル
よ
り
も
選
択
基
準
を
明
確
に
し
、
よ
り
厳
し
い
条
件
を
課
す
選
択
的

実
在
論
者
だ
と
総
揺
す
る
の
が
正
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
一
八
四
七
年
に
は
か
な
り
明
確
に
実
在
論
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
も



の
の
、
一
八
四
〇
年
と
四
七
年
で
立
場
が
変
化
し
て
い
る
可
能
性
は
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
八
四
〇
年
の
段
階
で
は
、

例
外
的
に
認
め
る
が
、
金
般
と
し
て
は
フ
ァ
ン
蹉
フ
ラ
ー
セ
ン
流
の
反
実
在
論
者
、
と
い
う
解
釈
は
ま
だ
可
能
で
あ
る
。

光
エ
ー
テ
ル
を

　
3
・
5
　
ミ
ル
を
科
学
的
実
在
論
論
争
に
位
置
づ
け
る

　
最
後
に
ミ
ル
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ミ
ル
は
、
仮
説
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
箇
所
で
、
仮
説
の
使
用
を
積
極
的
に
認
め
る
し
、
そ
の
真
理
が

確
立
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
、
と
ミ
ル
は
言
う
（
竃
盛
一
。
。
お
堕
σ
0
9
（
G
。
”
o
げ
」
ら
℃
ω
Φ
o
獣
。
湯
α
－
関
）
。
し
か
し
、
そ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
仮
説
は

実
際
に
観
察
で
き
る
出
来
事
を
原
因
と
す
る
よ
う
な
仮
説
で
あ
り
、
「
仮
説
」
と
い
う
言
葉
に
ま
ど
わ
さ
れ
な
い
よ
う
気
を
つ
け
る
必
要
が

あ
る
。

　
ハ
ー
シ
ェ
ル
や
ヒ
ュ
！
ウ
ェ
ル
に
比
べ
て
、
ミ
ル
は
光
エ
ー
テ
ル
に
つ
い
て
非
常
に
慎
重
な
態
度
を
と
る
。

　
　
］
リ
冨
宕
ω
段
窪
芽
。
乙
巴
広
。
冒
α
q
跨
。
ヨ
房
ω
唇
b
。
ω
巴
貯
壽
鋤
。
8
ω
こ
Φ
B
σ
一
Φ
毫
導
び
Φ
ε
P
冨
忌
①
8
置
Φ
墨
。
ご
粛
拝
史
書
Φ
ω
鼠
①

　
　
Φ
〈
凱
2
8
0
＝
け
ω
Φ
改
ω
8
湾
Φ
酔
げ
讐
≦
Φ
げ
曽
く
Φ
①
＜
9
8
げ
o
O
Φ
h
o
居
石
臼
匹
け
匡
ω
Φ
く
莚
Φ
g
Φ
o
p
。
跡
昌
9
び
①
o
略
夢
Φ
ω
ヨ
巴
δ
ω
け
く
巴
賃
ρ
（
鼠
慈

　
　
H
Q
。
お
ω
o
o
貯
ω
》
9
」
餅
ω
Φ
9
一
8
9
や
㎝
O
O
）

　
多
数
の
現
象
が
エ
ー
テ
ル
仮
説
で
想
定
さ
れ
る
法
則
か
ら
導
け
る
と
い
う
証
拠
は
「
最
小
の
価
値
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
と
い
う

わ
け
で
あ
る
か
ら
、
逆
に
い
え
ぽ
価
値
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
一
八
四
三
年
の
初
版
の
表
現
で

あ
る
。
五
一
年
の
『
体
系
』
第
三
版
で
は
こ
れ
が
「
何
の
重
要
性
も
見
い
だ
せ
な
い
」
（
8
叶
三
ω
Φ
＜
凱
Φ
蓉
Φ
H
8
ロ
鉾
9
魯
⇔
o
首
娼
霞
＄
口
8
）

と
強
く
否
定
的
な
表
現
に
な
る
が
、
六
二
年
の
第
五
版
で
は
今
度
は
「
決
定
的
な
も
の
と
は
み
な
せ
な
い
」
（
二
三
ω
①
〈
誌
Φ
鐸
8
H
8
目
。
け

お
α
q
p
ユ
a
o
8
。
貯
ω
ぞ
Φ
）
と
、
少
し
や
わ
ら
い
だ
表
現
に
逆
戻
り
し
て
い
る
。
ミ
ル
が
エ
ー
テ
ル
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
べ
き
か
逡
巡
し
て

い
る
様
が
う
か
が
え
る
。

　
ミ
ル
が
一
般
論
を
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
今
で
い
う
と
こ
ろ
の
決
定
不
全
論
法
に
あ
た
る
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
謡
え
る

一
九
世
紀
科
学
哲
学
を
現
代
の
目
で
振
り
返
る

二
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二
二

箇
所
が
あ
る
。

　
　
㌶
o
ω
け
空
言
亜
目
ω
o
h
鋤
尾
留
ひ
q
村
Φ
①
o
団
ω
o
σ
吋
§
《
艶
。
多
夢
凄
き
身
貫
け
冨
ω
δ
o
P
三
巴
ハ
ぎ
象
ω
ぎ
け
8
σ
興
①
8
ぞ
巴
三
無
。
冨
げ
一
賓

　
　
窪
地
①
げ
Φ
o
糞
◎
窃
Φ
謬
鋤
8
0
虹
簿
ω
8
『
簿
＝
夢
Φ
罵
づ
。
≦
類
や
げ
①
口
。
臣
①
づ
斜
ω
ヲ
8
け
寓
ω
δ
p
o
O
づ
α
卿
甑
。
⇒
o
津
Φ
自
営
墜
＝
Φ
α
Φ
ρ
二
舜
。
＝
く
≦
Φ
罵
げ
団

　
　
け
≦
o
o
o
誌
＝
9
ヨ
ぴ
q
げ
《
℃
o
讐
⑦
ω
①
ω
■
（
鼠
座
H
Q
。
腿
ρ
σ
o
o
騨
ω
畠
篇
♪
ω
8
甑
。
昌
①
や
㎝
O
O
）

　
対
立
す
る
二
つ
の
仮
説
が
す
べ
て
の
既
知
の
現
象
を
同
じ
く
ら
い
よ
く
説
明
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
起
き
る
の
で
、
そ
の
条
件

を
満
た
す
こ
と
は
真
理
性
の
証
拠
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
．
、
o
津
窪
貯
匡
＝
⑦
儀
⑦
ρ
量
＝
《
≦
①
目
、
、
と
い
う
箇
所
は

ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
の
「
帰
納
に
つ
い
て
」
と
い
う
一
八
瑚
九
年
の
冊
子
で
批
判
さ
れ
る
。
（
こ
れ
は
㎎
哲
学
撫
第
三
版
の
第
三
分
冊
に
あ
た
る

『
発
見
の
哲
学
に
つ
い
て
』
に
「
ミ
ル
氏
の
論
理
学
」
と
し
て
再
録
さ
れ
て
お
り
、
以
下
の
引
用
で
も
そ
ち
ら
に
欝
及
す
る
　
芝
げ
①
≦
①
＝
H
。
。
①
ρ
や

・。

ﾀ
）
。
そ
れ
を
う
け
て
、
ミ
ル
の
決
定
不
全
性
の
議
論
は
『
体
系
隔
の
六
五
年
の
第
六
版
で
は
．
．
o
津
魯
貯
5
一
δ
匹
8
δ
冨
σ
一
《
≦
①
餐
、
に
、
七

二
年
の
第
七
版
で
は
、
．
ω
○
ヨ
①
鐵
ヨ
Φ
ω
哺
巳
三
八
創
紳
。
δ
茜
び
帯
≦
①
臨
、
．
へ
と
、
だ
ん
だ
ん
ト
ー
ン
ダ
ウ
ン
し
て
い
く
。

　
そ
の
直
後
で
は
ミ
ル
は
以
下
の
よ
う
に
も
述
べ
る
。

　
　
開
≦
Φ
α
q
ぞ
Φ
o
霞
ω
裁
く
①
ω
疹
①
一
8
0
⇔
8
0
胤
窪
く
①
簿
冒
α
q
夢
①
o
曽
器
①
ω
夢
①
ヨ
ω
蝕
く
①
ω
錺
≦
二
一
濫
淫
①
罵
冨
≦
ρ
効
℃
興
ω
o
昌
。
琉
h
二
巴
①

　
　
一
季
餌
α
q
目
貫
口
○
⇒
ヨ
お
算
匹
Φ
鼠
ω
Φ
蝉
げ
窪
⇒
続
⑦
α
B
o
像
①
ω
o
｛
蝉
8
0
薫
簿
ヨ
α
q
h
O
目
9
昌
《
σ
q
ぞ
Φ
訪
貯
。
戸
≦
霞
竃
貯
①
『
Φ
自
。
H
Φ
翼
。
げ
効
げ
ξ
鋤

　
　
簿
〇
二
鶏
嘱
望
ヨ
。
冠
①
≦
三
〇
プ
弩
Φ
①
ρ
望
簿
＝
く
℃
o
ω
ω
坤
三
ρ
ぴ
暮
≦
ぼ
。
ぽ
団
出
。
属
≦
o
箕
。
騰
鋤
切
身
ま
昌
ぴ
q
讐
ρ
四
δ
α
q
o
二
ω
ぎ
。
霞
Φ
x
℃
⑦
甑
①
溢
o
ρ
〇
二
『

　
　
ヨ
貯
鳥
ω
鋤
吋
⑦
窪
欝
臨
け
8
島
8
0
0
昌
O
包
く
ρ
（
圃
び
包
．
）

　
つ
ま
り
、
原
因
を
翻
作
し
て
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
豊
か
な
想
像
力
の
持
ち
・
王
な
ら
、
ど
ん
な
事
実
に
対
し
て
も
菖
も
の
説
明

を
作
り
上
げ
る
だ
ろ
う
し
、
わ
れ
わ
れ
が
思
い
つ
け
な
い
仮
説
が
さ
ら
に
千
も
あ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
わ
け
で
、
非
常
に
強
い
決
定
不
全
を

・
目
張
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
も
前
段
と
同
じ
く
あ
と
の
版
で
は
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
の
批
判
を
う
け
て
ト
ー
ン
ダ
ウ
ン
さ
れ
る
（
芝
冨
要
①
＝

一
。
。
O
ρ
や
・
。
謡
）
。
前
半
の
百
も
の
仮
説
を
思
い
つ
く
、
と
い
う
く
だ
り
は
五
一
年
の
『
体
系
』
第
三
版
で
削
除
さ
れ
、
「
さ
ら
に
千
の
」
（
効



夢
。
器
差
匹
ヨ
。
お
）
は
七
二
年
の
第
七
版
で
「
他
に
も
多
く
の
」
（
導
鋤
昌
。
昏
9
ω
）
へ
と
か
な
り
や
わ
ら
げ
ら
れ
る
。
た
だ
、
全
体
を
と
お

し
て
表
現
が
や
わ
ら
げ
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
エ
ー
テ
ル
の
よ
う
な
仮
説
が
基
本
的
に
は
決
定
不
全
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
ミ
ル
は
崩
し

て
い
な
い
。

　
も
っ
と
も
、
ミ
ル
は
科
学
が
観
察
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
仮
説
な
し
で
進
め
ら
れ
る
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ミ
ル
は
仮
説

と
い
う
も
の
を
一
般
に
否
定
す
る
コ
ン
ト
に
一
点
だ
け
反
対
し
て
、
観
察
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
仮
説
の
予
測
が
ど
の
く
ら
い
あ
う
か

を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
の
有
用
性
も
認
め
て
い
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
も
．
．
冒
。
〈
筐
①
畠
夢
Φ
《
げ
Φ
費
一
p
B
ぎ
畠
夢
簿
慈
Φ
旨
ヨ
。
ω
け
窪
Φ
賓
。
き

震
。
〈
Φ
貫
p
9
夢
鎮
昏
Φ
身
幅
0
9
①
ω
δ
費
び
昇
夢
讐
津
§
亀
ぴ
①
汁
凄
Φ
、
．
（
ぴ
o
o
脚
ω
o
『
一
♪
ω
Φ
o
鉱
。
昌
ρ
や
α
宝
イ
タ
リ
ッ
ク
原
文
）
、
す
な

わ
ち
予
測
が
正
し
く
て
も
仮
説
が
正
し
い
と
い
う
証
明
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
但
し
書
き
を
つ
け
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
な
仮
説
に
つ
い
て
の
態
度
を
叢
る
か
ぎ
り
、
ミ
ル
は
現
代
的
な
意
味
で
の
反
実
在
論
と
解
釈
で
き
る
。
か
な
り
き
び
し
い
選

択
的
実
在
論
を
と
る
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
で
さ
え
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
エ
ー
テ
ル
仮
説
に
対
し
て
、
ミ
ル
は
決
定
不
全
性
を
論
拠
に
し
て
反

対
す
る
。
対
抗
仮
説
が
ど
の
く
ら
い
あ
り
ふ
れ
た
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
自
然
科
学
的
研
究
に
従
事
し
て
い
る
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル

に
反
論
さ
れ
れ
ぽ
妥
協
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
う
し
た
反
論
も
ミ
ル
を
納
得
さ
せ
る
に
は
い
た
つ
て
い
な
い
。

　
最
後
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
観
察
不
可
能
な
も
の
に
つ
い
て
の
仮
説
が
正
し
い
可
能
性
を
認
め
る
が
、
決
し
て
正
し
い
と
い
う
証
明
が

得
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
考
え
方
は
フ
ァ
ン
腫
フ
ラ
ー
セ
ン
と
共
通
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
観
察
の
理
論
負
荷
性
に
つ
い
て
の
理

解
と
い
う
点
で
は
む
し
ろ
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
の
方
が
フ
ァ
ン
ほ
フ
ラ
二
八
ソ
に
近
い
か
も
し
れ
な
い
。

3
・
6
　
小
括

以
上
を
ま
と
め
る
な
ら
、
ハ
ー
シ
ェ
ル
、
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
は
な
ん
ら
か
の
選
択
的
実
在
論
を
と
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ

ル
の
方
が
少
な
く
と
も
一
八
四
〇
年
の
時
点
で
は
よ
り
限
定
的
）
。
た
だ
し
、
彼
ら
（
特
に
ハ
ー
シ
ェ
ル
）
が
採
用
す
る
選
択
の
基
準
に
つ
い

一
九
世
紀
科
学
哲
学
を
現
代
の
目
で
振
り
返
る

二
三
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て
は
今
後
よ
り
丁
寧
に
見
て
行
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ミ
ル
は
今
の
と
こ
ろ
フ
ァ
ン
”
フ
ラ
！
セ
ン
に
近
い
反
実
在
論
と
み
な
し
て
よ

さ
そ
う
だ
が
、
こ
れ
も
ま
た
、
他
の
箇
所
と
も
見
比
べ
な
が
ら
、
も
う
少
し
丁
寧
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
全
体
と
し
て
、
境
界
設
定
問
題
に
比
べ
、
科
学
的
実
在
論
に
つ
い
て
は
非
常
に
現
代
の
論
争
に
近
い
（
一
九
三
〇
～
七
〇
年
代
よ
り
も
む

し
ろ
近
い
）
枠
組
み
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
た
だ
し
、
存
在
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
判
断
の
候
補
が
異
な
る
こ
と
や
、
そ
れ
ら
に
ア
ク
セ
ス
す
る
手
段
な
ど
、
い
く
つ
か
の
背
景
状
況

が
違
う
中
で
考
え
方
が
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
仮
に
現
代
の
状
況
に
つ
い
て
ハ
ー
シ
ェ
ル
、
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
、

ミ
ル
ら
が
知
っ
た
な
ら
ば
、
結
論
を
変
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

四
　
現
代
の
観
点
か
ら
見
る
こ
と
の
意
味

　
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
科
学
哲
学
を
現
代
の
目
か
ら
見
な
お
す
こ
と
の
意
義
は
ど
の
あ
た
り
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
あ
り
う
る
効
果
と
し
て

は
、
第
一
に
、
現
在
の
論
争
に
は
存
在
し
な
い
新
た
な
対
案
を
彼
ら
の
立
場
か
ら
導
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
第
二
に
、
対
案
の
提
案
ま
で
い

か
ず
と
も
、
現
在
の
論
争
の
暗
黙
の
前
提
を
明
る
み
に
出
し
、
再
検
討
す
る
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。

　
第
｝
の
薪
た
な
対
案
の
山
盛
性
か
ら
見
て
い
こ
う
。
境
界
設
定
問
題
に
つ
い
て
は
、
科
学
と
疑
似
科
学
の
線
引
き
を
す
る
と
い
う
観
点
か

ら
論
じ
て
い
る
論
者
が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
た
め
、
直
接
対
案
を
抽
出
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
そ
う
に
な
い
。
も
ち
ろ
ん
工
夫
す
れ
ぽ
参
考

に
な
る
示
唆
が
得
ら
れ
る
可
能
性
は
あ
る
。

　
無
理
に
境
界
設
定
基
準
と
し
て
見
た
と
き
、
ハ
；
シ
ェ
ル
は
「
真
の
原
困
を
使
っ
て
説
明
し
よ
う
と
試
み
る
」
と
い
う
方
法
論
、
ヒ
ュ
ー

ウ
ェ
ル
は
概
念
の
解
明
と
事
実
の
ま
と
め
あ
げ
と
い
う
方
法
論
、
ミ
ル
は
帰
納
の
四
つ
の
方
法
の
使
用
と
い
う
方
法
論
を
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
科
学
者
が
そ
う
し
た
理
想
的
な
方
法
論
に
常
に
従
う
存
在
で
あ
る
と
い
う
イ
メ
；
ジ
は
ク
…
ン
や
フ
ァ
イ

ヤ
ア
…
ベ
ン
ト
の
批
判
以
降
完
金
に
破
壊
さ
れ
て
い
る
（
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
科
学
者
が
合
理
的
な
葎
在
で
な
い
こ
と
を
意
味
せ
ず
、
た
だ
古
典



的
な
合
理
性
の
基
準
が
理
想
化
さ
れ
す
ぎ
て
い
た
こ
と
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
）
。
現
在
、
こ
う
し
た
理
想
的
方
法
論
そ
の
も
の
に
科
学
の
基
準

を
設
定
す
る
考
え
方
に
説
得
力
を
持
た
せ
る
の
は
難
し
い
。

　
そ
の
中
で
も
、
観
念
の
役
割
を
強
調
す
る
ヒ
喚
ー
ウ
ェ
ル
の
立
場
は
、
そ
の
中
で
も
比
較
的
現
代
に
も
通
用
し
そ
う
で
は
あ
る
。
ヒ
ュ
～

ウ
ェ
ル
は
帰
納
（
1
1
事
実
の
ま
と
め
あ
げ
）
そ
の
も
の
が
い
ろ
い
ろ
な
観
念
を
あ
て
は
め
て
み
る
（
ケ
プ
ラ
ー
が
火
星
の
楕
円
軌
道
に
た
ど
り

つ
く
ま
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
図
形
を
あ
て
は
め
て
み
た
よ
う
に
）
試
行
錯
誤
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
考
え
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
理
論
負
荷
的

な
観
察
と
現
在
な
ら
呼
ば
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
場
合
、
理
論
負
荷
的
な
観
察
を
行
う
と
い
う
だ
け
で

あ
れ
ば
疑
似
科
学
的
な
分
野
に
も
容
易
に
あ
て
は
ま
る
特
徴
で
あ
り
、
お
よ
そ
境
界
設
定
の
基
準
と
し
て
有
望
と
は
い
え
な
い
。

　
科
学
的
実
在
論
論
争
に
つ
い
て
は
、
現
在
と
ほ
ぼ
同
じ
問
題
構
造
で
の
議
論
が
す
で
に
一
九
世
紀
に
戦
わ
さ
れ
て
い
た
た
め
、
彼
ら
の
立

場
は
ス
ト
レ
ー
ト
に
現
在
の
論
争
に
お
け
る
対
案
と
な
り
う
る
。
ハ
ー
シ
ェ
ル
の
科
学
の
匿
的
に
つ
い
て
の
立
場
は
、
現
代
の
科
学
的
実
在

論
論
争
に
は
お
そ
ら
く
存
在
し
な
い
「
二
枚
腰
」
の
モ
デ
ル
を
と
る
。
基
本
的
に
は
、
非
常
に
実
在
論
的
な
「
原
因
に
よ
る
説
明
」
を
科
学

の
目
的
と
し
て
設
定
す
る
が
、
そ
れ
が
で
き
な
い
な
ら
、
む
し
ろ
フ
ァ
ン
睡
フ
ラ
ー
セ
ン
に
も
通
じ
る
よ
う
な
「
現
象
の
一
般
化
」
を
目
標

に
据
え
な
お
す
。
こ
れ
は
、
ハ
ー
シ
ェ
ル
解
釈
を
超
え
て
、
現
在
の
論
争
に
参
加
で
き
る
よ
う
な
新
し
い
立
場
を
ハ
ー
シ
ェ
ル
を
も
と
に
作

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
ハ
ー
シ
ェ
ル
的
な
「
二
枚
腰
説
」
か
ら
見
る
と
、
実
在
論
と
反
実
在
論
の
科
学
の
目
的
に
つ
い
て
の
対
立
は
、
よ
り
包
括
的
な
　
日
的
の
二

つ
の
側
面
を
別
々
に
見
て
い
る
だ
け
だ
と
解
釈
で
き
る
。
と
り
わ
け
、
反
実
在
論
の
依
拠
す
る
直
観
の
多
く
を
、
一
種
目
選
択
的
実
在
論
の

立
場
の
」
側
面
と
し
て
と
り
こ
め
る
。
こ
れ
を
さ
ら
に
境
界
設
定
基
準
と
し
て
も
使
う
こ
と
は
ハ
ー
シ
ェ
ル
の
意
図
に
反
す
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
適
切
に
二
枚
腰
を
使
い
こ
な
す
こ
と
を
科
学
の
定
義
的
な
性
質
と
考
え
る
こ
と
は
当
然
可
能
で
あ
る
。

　
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
の
選
択
的
実
在
論
は
、
残
念
な
が
ら
そ
の
ま
ま
で
は
現
在
の
論
争
に
参
加
さ
せ
る
の
は
難
し
い
。
と
い
う
の
も
、
彼
が
認

め
る
と
お
り
、
光
エ
ー
テ
ル
は
彼
の
基
準
を
満
た
す
が
、
こ
の
事
例
は
現
在
で
は
「
成
功
し
な
が
ら
根
本
的
に
間
違
っ
て
い
た
理
論
」
の
代

一
九
世
紀
科
学
哲
学
を
現
代
の
目
で
振
り
返
る

二
五
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六

言
言
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
な
ぜ
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
の
よ
う
な
慎
重
な
態
度
で
も
だ
め
だ
っ
た
か
を
分
析
し
改
良
す
る
こ
と
で
、

新
た
な
選
択
的
実
在
論
の
立
場
が
開
け
る
可
能
性
は
あ
る
。

　
ミ
ル
の
立
場
か
ら
新
た
な
対
案
が
導
け
る
か
ど
う
か
は
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
現
在
す
で
に
存
在
す
る
構
成
的
経
験
主
義
の
亜
種
（
し

か
も
観
察
の
理
論
負
荷
性
な
ど
を
あ
ま
り
重
視
し
な
い
と
い
う
意
味
で
素
朴
な
亜
種
）
と
な
っ
て
し
ま
い
そ
う
で
あ
る
。

　
第
二
の
再
能
性
、
す
な
わ
ち
現
在
の
論
争
の
暗
黙
の
前
提
を
明
る
み
に
出
し
、
再
検
討
す
る
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
、
と
い
う
可
能

性
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
よ
う
。
現
代
の
科
学
哲
学
の
論
争
は
、
そ
れ
自
体
さ
ま
ざ
ま
な
前
提
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
の
論
争
が
成

り
立
っ
て
い
る
時
期
、
成
り
立
っ
て
い
な
い
時
期
を
科
学
哲
学
の
歴
史
を
ひ
も
と
い
て
確
認
す
る
こ
と
で
、
現
代
の
論
争
の
前
提
を
明
る
み

に
出
し
、
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　
境
界
設
定
問
題
に
つ
い
て
言
え
ば
、
科
学
と
い
う
概
念
が
ほ
ぼ
現
在
と
同
じ
意
味
を
獲
得
し
、
科
学
者
と
い
う
言
葉
が
作
ら
れ
た
時
代
に
、

実
は
今
の
意
味
で
の
境
界
設
定
が
科
学
哲
学
者
に
と
っ
て
あ
ま
り
問
題
で
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
そ
の
意
味
で
興
味
深
い
。
ま
だ
「
科
学
」

で
あ
る
こ
と
が
そ
れ
ほ
ど
の
権
威
を
持
た
な
か
っ
た
た
め
「
疑
似
科
学
」
な
ど
出
現
し
よ
う
が
な
か
っ
た
（
骨
相
学
と
い
う
例
外
は
あ
る
が
）

の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
あ
と
ど
の
よ
う
に
し
て
「
疑
似
科
学
」
と
い
う
概
念
が
広
ま
っ
て
行
く
の
か
を
見
れ
ば
、
境
界
設
定
問
題
は
そ
も

そ
も
何
を
問
う
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
も
示
唆
が
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
科
学
的
実
在
論
論
争
に
つ
い
て
は
、
逆
に
、
現
在
と
岡
じ
よ
う
な
枠
組
み
の
論
争
が
一
九
世
紀
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
在
の
論

争
が
非
常
に
特
殊
な
歴
史
的
文
脈
の
上
で
成
立
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
も
う
少
し
大
き
な
普
遍
性
を
持
つ
驚
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
。
た

だ
、
光
工
！
テ
ル
の
存
在
の
否
定
や
原
子
論
の
最
終
的
勝
利
と
い
っ
た
、
論
争
の
内
容
に
か
か
わ
る
大
事
件
を
間
に
は
さ
ん
で
い
る
と
い
う

こ
と
に
は
十
分
注
意
を
は
ら
う
必
要
が
あ
る
。
そ
う
し
た
事
件
の
前
と
あ
と
で
は
、
形
式
上
同
じ
立
場
は
本
当
は
怨
じ
で
は
な
い
か
も
し
れ

な
い
。

　
こ
の
論
点
は
少
し
分
か
り
に
く
い
の
で
、
原
子
力
発
電
を
め
ぐ
る
議
論
に
た
と
え
て
み
よ
う
。
原
子
力
発
電
所
の
炉
心
溶
融
と
い
う
事
故



が
実
際
に
発
生
す
る
前
に
「
原
発
は
推
進
す
る
べ
き
だ
」
と
言
っ
て
い
た
人
と
、
そ
う
し
た
事
故
が
お
き
た
あ
と
に
「
原
発
は
推
進
す
る
べ

き
だ
」
と
言
っ
て
い
る
人
は
、
字
面
の
上
で
は
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
が
、
本
当
に
同
じ
立
場
だ
と
解
す
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た

事
故
の
前
と
あ
と
で
、
「
原
発
は
推
進
す
る
べ
き
か
」
と
い
う
論
争
は
本
当
に
同
じ
論
争
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
事
故
の
あ
と
は
む
し
ろ

「
炉
心
溶
融
事
故
が
起
き
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
て
も
原
発
は
推
進
す
る
べ
き
」
と
い
う
主
張
に
変
質
し
て
い
る
と
解
す
る
べ
ぎ
だ
ろ
う
。

岡
じ
く
、
現
在
の
科
学
的
実
在
論
は
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
の
こ
ろ
と
異
な
っ
て
「
光
エ
ー
テ
ル
の
例
に
も
か
か
わ
ら
ず
科
学
理
論
は
近
似
的
に
真

だ
と
信
じ
て
よ
い
」
と
い
う
主
張
に
な
り
、
反
実
在
論
は
ミ
ル
の
こ
ろ
と
異
な
っ
て
「
原
子
論
の
勝
利
に
つ
な
が
っ
た
よ
う
な
驚
く
べ
き

「
帰
納
の
合
流
」
を
前
に
し
て
も
科
学
理
論
が
真
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
コ
ミ
ヅ
ト
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
主
張
へ
と
変
質
し
て
い
る
。

一
九
世
紀
の
議
論
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
こ
う
し
た
前
提
条
件
が
明
示
化
さ
れ
る
こ
と
が
歴
史
的
事
例
を
検
討
す
る
こ
と
の
一
つ
の
効
用
だ

と
考
え
ら
れ
る
。

　
本
稿
で
行
っ
た
作
業
は
、
今
後
行
わ
れ
る
べ
ぎ
ょ
り
本
格
的
な
読
み
直
し
の
た
め
の
予
備
作
業
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
今
回
検
討

の
対
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

Reconsidering　19th　century　philosophy　of　science

　　　　　　　　from　a　contemporary　point　of　view

　　　　　　　　　　　　　　　　　Tetsuji　lsEDA

Associate　Professor　of　Philosephy　and　History　of　Science

　　　　　　　　　　　　　Graduate　School　of　Letters

　　　　　　　　　　　　　　　　　Kyoto　University

　　The　purpose　of　this　paper　is　to　reconsider　several　aspects　of　the　debate　among

philosophers　of　science　in　19th　century　England．　Even　though　the　origin　of　philoso－

phy　of　science　as　a　sub－discipline　of　philosophy　is　generally　attributed　to　the

beginning　of　Vienna　Circle　in　1920s，　certainly　philosophical　discussions　on　the

nature　of　science　have　been　around　before　that　time．　One　major　precursor　of　a

collective　attempt　at　philosophical　considerations　of　science　can　be　found　in　19　th

century　England，　i．e．　the　debates　among　John　Herschel，　William　Whewell　and　John

Stuart　Mill　on　scientific　methodology．　The　question　this　paper　asks　is　what　would

be　their　positions　on　the　current　issues　in　philosophy　of　scieRce．　The　present

debates　have　rather　peculiar　background　assumptions，　so　locating　19th　century

philosophers　in　present　debates　is　not　a　straightforward　matter．　We　look　at　two　of

such　issues，　namely　the　demarcation　problem　and　scientific　realism．　As　for　the

demarcation　problem，　even　though　the　19th　century　philosophers　talked　a　lot　about

the　nature　of　science，　the　demarcation　between　science　and　pseudoscience　was　not

a　issue　at　a｝1．　As　for　the　scientific　realism　debate，　the　way　19th　century　philoso－

phers　see　the　issue　is　very　similar　to　the　present　debate，　so　their　positions　can　be

located　within　the　present　debates　（Herschel　and　Whewell　are　restricted　realists，

and　Mi．11’s　position　is　very　close　to　that　of　constructive　empiricists）．　However，　even

there，　we　can　also　wonder　what　would　be　their　position　if　they　know　some　of　the

facts　the　present　debates　is　based　on　（such　as　the　refutation　of　ether　and　the

1



remarkable　confirmation　of　the　existence　of　atoms）　．　Their　positions　based　on　such

information　may　not　be　the　same　as　those　without　it，　and　we　can　find　hints　in　their

writings　on　what　would　be　their　reactions．

The　Conjunctive　Concept　Extension

　　　　　in　Mathematical　Theories

　　　　　　　　　　　　　　　Two　Types

　　IV（ariko　YAsuGI

　　　Professor　emeritus

Kyoto　Sangyo　University

　　1　consider　two　types　of　a　certain　concept　extension　in　mathematical　theories，

Dedel〈ind’s　“genetic”　type　and　Bourbal〈i’s　“structural”　type，　and　propose　a　princi－

ple，　called　“the　conjunctive　principle”，　common　to　those　two　types．　The　princip｝e

secures　a　natural　conjunction　between　the　original　theory　and　the　extended　theory．

　　In　a　preceding　article，　1　studied　Dedekind’s　“Habilitationsrede”　and　was　led　to

t］he　three　conditions　of　the　conjunctive　concept　extension：　inner　necessity　（neces－

sity　from　within　a　mathematical　theory）；　soundness　（conservation　of　the　content）；

conservation　（conservation　of　the　laws　characterizing　the　original　concepts）．

“Soundness”　will　be　renamed　as　“substantia｝　conservation”　and　“conservation”　as

“formal　conservation”　in　this　article．　The　conjunctive　principle　consists　of　those

three　conditions．

　　A　detailed　analysis　of　Bourbaki’s　article　“The　Architecture　of　Mathematics”　has

revealed　that　the　conjunctive　principle　can　be　interpreted　also　in　the　theory　of

structures．

　　The　background　of　all　this　is　the　author’s　mathematical　interest　in　computable

aspects　of　the　mathematics　on　the　continuum．　Computability　of　continuous　func－

tions　has　a　natural　definition，　which　is　generally　agreed．　There　had　been　a　demand

from　inside　mathematics　that　some　of　the　discontinuous　functions　be　also　endowed

with　some　notion　of　computability．　Among　several　methods　of　extending　the

computability　concept　to　discontinuous　functions，　1　have　employed　three　of　them．

In　order　to　guarantee　that　they　are　not　ad　hoc　methods，　1　needed　a　ground　which

can　give　an　acceunt　of　the　validity　of　those　extensions．
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