
一
〇
九

た
だ
今
︑
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
伊
東
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
今
日
は
お

寒
い
中
︑
皆
さ
ま
ご
出
席
く
だ
さ
い
ま
し
て
︑
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
︒

今
日
の
話
の
題
は
﹁
科
学
革
命
の
起
源
﹂
と
い
う
こ
と
で
す
︒
こ
の
比
文

研
の
講
演
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
重
要
な
こ
と
が
ら
の
﹁
起
源
﹂
と
い
う
こ
と
を

通
し
て
︑
や
が
て
本
と
し
て
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
︑

私
は
﹁
科
学
革
命
の
起
源
﹂
と
い
う
お
話
を
い
た
し
ま
す
︒

そ
れ
に
つ
い
て
は
︑
実
は
少
し
古
い
出
版
物
が
あ
る
ん
で
す
︒
こ
こ
に

も
っ
て
き
た
の
は
︑
一
九
六
一
年
に
出
て
い
る
﹃
科
学
革
命
﹄
と
い
う
本
で

す
︒
私
が
ま
だ
三
一
歳
の
と
き
で
︑
五
人
の
編
集
員
の
一
番
下
に
私
の
名
前

が
出
て
お
り
ま
す
︒
え
ら
い
若
造
で
こ
の
編
集
委
員
に
な
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
︒

こ
の
書
物
は
︑
日
本
科
学
史
学
会
の
第
七
回
の
大
会
が
一
九
六
〇
年
の
五

月
に
神
戸
大
学
で
行
わ
れ
た
と
き
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録
と
し
て
出
版
さ

れ
た
ん
で
す
︒
日
本
に
お
い
て
︑﹁
科
学
革
命
﹂
と
い
う
言
葉
が
︑
公
に
さ

れ
た
最
初
の
本
か
と
思
い
ま
す
︒
そ
の
第
一
章
﹁
科
学
革
命
に
つ
い
て
﹂
を

私
が
書
い
て
︑
全
体
の
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
︑
今

回
の
講
演
の
た
め
に
こ
れ
を
読
み
返
し
て
み
た
ら
︑
ま
あ
ま
あ
な
か
な
か
良

く
書
け
て
い
る
な
と
思
い
ま
し
た
の
で
︑
今
日
は
そ
れ
を
参
照
さ
せ
て
い
た

だ
き
つ
つ
︑
お
話
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒
そ
れ
で
全
体
の
話

は
︑
一
時
間
半
く
ら
い
か
か
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
︒
あ
と
残
り
の
三
〇
分

は
︑
皆
様
か
ら
の
ご
質
問
に
お
答
え
す
る
と
い
う
こ
と
で
︑
五
時
に
は
終
わ

る
と
い
う
計
画
で
ご
ざ
い
ま
す
︒

講
演
論
文

﹁
科
学
革
命
﹂
の
起
源

伊 

東　

俊 

太 

郎
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一
一
〇

ま
ず
第
一
の
問
題
は
︑﹁
科
学
革
命
と
は
何
か
﹂
と
い
う
こ
と
で
す
︒
つ

ま
り
﹁
科
学
革
命
﹂
と
い
う
言
葉
の
意
味
で
す
︒
こ
れ
は
英
語
で
は
︑Sci-

entific Revolution

で
す
よ
ね
︒
こ
の
﹁
科
学
革
命
﹂︵Scientific Revo-

lution

︶
と
い
う
言
葉
は
︑
何
を
指
し
て
い
る
か
と
言
う
と
︑
ま
ず
は
一
七
世

紀
を
中
心
と
し
て
起
こ
っ
た
﹁
近
代
科
学
の
成
立
﹂
の
こ
と
と
お
考
え
下

さ
っ
て
結
構
で
す
︒
今
ま
で
近
代
科
学
と
い
う
名
前
で
呼
ば
れ
た
も
の
の

成
立
し
た
事
件
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
︒
こ
の
言
葉
は
︑
一
九
三
〇
年

代
か
ら
徐
々
に
使
わ
れ
出
し
た
ら
し
い
け
ど
︑
こ
の
言
葉
を
最
も
鮮
明
に 

打
ち
出
し
た
先
駆
者
と
し
て
︑
第
一
に
ア
㆑
ク
サ
ン
ド
ル
・
コ
イ
㆑
︵A

l-

exandre K
oyré

︶
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
人
の
名
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
︒
彼
は
そ
の
著
作
﹃
ガ
リ
㆑
イ
研
究
﹄︵É

tudes galiléennes

︶
の
第
一

巻
︵
一
九
三
八
年
︶
で
︑
こ
の
言
葉
を
使
用
し
ま
し
た
︒
そ
れ
が
一
つ
重
要

な
起
源
に
な
っ
て
い
る
︒
コ
イ
㆑
は
有
名
な
科
学
史
家
な
ん
で
す
︒
フ
ラ
ン

ス
で
最
も
有
名
な
科
学
史
家
の
一
人
で
︑
し
か
も
フ
ラ
ン
ス
だ
け
で
な
く
ア

メ
リ
カ
の
科
学
史
学
に
も
と
て
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
︒
プ
リ
ン
ス

ト
ン
高
等
研
究
所
に
も
長
く
滞
在
し
て
お
り
ま
し
た
︒
で
す
か
ら
︑
世
界
的 

に
影
響
を
与
え
た
人
な
ん
で
す
が
︑
こ
の
人
が
近
代
科
学
の
成
立
をrévolu- 

tion scientifique

と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
︒
そ
し
て
そ
れ
がtransfor-

m
ation intellectuelle

︑
つ
ま
り
知
的
な
ひ
と
つ
の
突
然
変
異
だ
と
言
っ

た
︒﹁
知
的
な
突
然
変
異
﹂
が
こ
こ
で
起
こ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
し
て
︑
一
七

世
紀
に
お
け
る
近
代
科
学
が
も
た
ら
し
た
巨
大
な
転
換
の
意
味
を
強
調
し

た
︒
そ
れ
ま
で
の
科
学
史
家
は
︑
科
学
と
い
う
も
の
は
た
だ
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
連

続
し
て
発
展
し
て
い
っ
て
︑
ど
こ
に
切
れ
目
と
い
う
も
の
も
な
い
も
の
だ
と

考
え
︑
そ
の
よ
う
な
記
述
を
続
け
て
い
た
︒
し
か
し
彼
に
よ
る
と
︑
そ
う
で

は
な
い
︒
こ
こ
で
思
考
様
式
が
根
本
的
に
変
わ
っ
た
ん
だ
︒
わ
れ
わ
れ
の
科

学
的
な
知
と
い
う
も
の
が
︑
そ
こ
で
根
本
的
に
変
わ
っ
た
ん
だ
と
い
う
こ
と

を
主
張
し
た
ん
で
す
︒
そ
れ
か
ら
︑
近
代
科
学
を
﹁
科
学
革
命
﹂
と
い
う
一

図 1．日本科学史学会編『科学革命』（1961）の表紙



「科学革命」の起源

一
一
一

つ
の
知
的
な
革
命
と
し
て
つ
か
ま
え
る
と
い
う
こ
と
が
始
ま
っ
た
︒

﹁
科
学
革
命
﹂
に
つ
い
て
︑
第
二
に
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
先
駆
者
は

ハ
ー
バ
ー
ト
・
バ
タ
フ
ィ
ー
ル
ド
︵H

erbert B
utterfield

︶
と
い
う
歴
史

家
で
す
︒
こ
の
人
は
科
学
史
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
一
般
史
家
で
す
︒
非
常

に
有
名
な
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
家
で
︑
イ
ギ
リ
ス
王
室
の
歴
史
な
ど
も
書
い
て

い
る
︒
つ
ま
り
そ
の
道
の
大
家
で
す
︒
私
は
コ
イ
㆑
先
生
に
は
パ
リ
の
自
宅

で
お
会
い
し
ま
し
た
が
︑
バ
タ
フ
ィ
ー
ル
ド
先
生
と
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
で
お

会
い
し
ま
し
た
︒
そ
の
と
き
バ
タ
フ
ィ
ー
ル
ド
先
生
は
︑
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大

学
の
ピ
ー
タ
ー
ハ
ウ
ス
の
マ
ス
タ
ー
で
し
た
︒
ピ
ー
タ
ー
ハ
ウ
ス
の
学
寮
長

で
あ
る
と
と
も
に
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
副
学
長
で
し
た
︒
副
学
長
と
い
う

こ
と
は
実
質
的
な
学
長
で
す
︒
と
い
う
こ
と
は
︑
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
学
長
と

い
う
の
は
︑
マ
ッ
ク
ミ
ラ
ン
だ
と
か
︑
何
か
そ
う
い
う
実
業
界
や
あ
る
い
は

政
治
家
と
か
︑
王
室
の
方
︑
そ
ん
な
人
が
な
っ
て
い
る
名
誉
職
で
す
が
︑
副

学
長
は
実
質
的
な
意
味
の
学
長
で
す
︒
そ
れ
に
な
っ
て
い
る
人
な
ん
で
す

か
ら
︑
す
ご
く
有
名
な
歴
史
家
で
す
が
︑
そ
の
人
が
︑﹃
近
代
科
学
の
起
源
﹄

︵T
he O

rigins of M
odern Science

︶
と
い
う
本
を
一
九
四
九
年
に
書
い

た
︒
こ
れ
が
二
番
目
の
大
き
な
事
で
す
︒
な
ぜ
﹁
科
学
革
命
﹂
に
と
っ
て
こ

れ
が
重
要
か
と
言
う
と
︑
こ
の
人
は
今
言
っ
た
よ
う
に
一
般
歴
史
家
で
科
学

史
家
で
は
な
い
︒
そ
の
一
般
歴
史
家
が
︑
こ
こ
で
起
こ
っ
た
﹁
科
学
革
命
﹂︑

近
代
科
学
の
成
立
と
い
う
も
の
を
︑
一
般
史
の
中
で
︑
こ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に

近
代
を
近
代
た
ら
し
め
た
大
事
件
だ
と
し
た
︒
今
ま
で
近
代
を
規
定
す
る
も

の
は
︑﹁
ル
ネ
サ
ン
ス
﹂
と
か
﹁
宗
教
改
革
﹂
と
か
言
わ
れ
て
き
た
け
れ
ど
︑

そ
う
で
は
な
い
ん
だ
と
︒
こ
のScientific Revolution

こ
そ
が
近
代
を
作

っ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
︑
こ
の
本
の
中
で
言
っ
て
︑
そ
し
て
実
際

に
︑
こ
う
い
う
見
解
を
と
っ
て
︑
一
般
歴
史
家
と
し
て
近
代
科
学
の
成
立
を

と
て
も
よ
い
セ
ン
ス
で
書
き
上
げ
た
︒
そ
の
科
学
の
変
革
を
︑
と
て
も
並
の

科
学
史
の
専
門
家
と
は
違
っ
た
見
方
で
捉
え
た
名
著
で
す
︒
こ
の
二
人
が
そ

う
い
うScientific Revolution

な
る
も
の
を
強
調
し
た
ん
だ
と
い
う
ふ
う

に
言
っ
て
い
い
と
思
う
ん
で
す
︒

三
番
目
と
し
て
︑
私
の
こ
と
を
と
り
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
何
故

な
ら
︑
私
は
お
二
人
と
違
っ
て
︑
も
ち
ろ
ん
本
質
的
に
は
継
承
し
て
い
る
ん

で
す
け
ど
も
︑
相
違
し
て
い
る
所
が
あ
る
︒
つ
ま
り
私
の
﹁
科
学
革
命
﹂
の

概
念
は
︑
単
に
科
学
史
上
の
転
換
期
だ
け
で
は
な
く
︑
人
類
文
明
史
に
お
け

る
五
つ
の
根
本
的
な
変
革
期
の
一
つ
に
し
て
い
る
こ
と
で
す
︒
私
の
世
界
文

明
史
の
五
大
革
命
説
は
︑
一
番
最
後
の
革
命
が
︑﹁
科
学
革
命
﹂
な
の
で
す
︒

人
類
革
命
・
農
業
革
命
・
都
市
革
命
・
精
神
革
命
・
科
学
革
命
︒
そ
う
い
う

人
類
文
明
史
の
大
転
換
期
と
し
て
こ
れ
を
捉
え
直
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ

が
違
う
ん
で
す
︒
つ
ま
り
科
学
史
の
次
元
だ
け
で
は
な
い
ん
で
す
︒
コ
イ
㆑

も
バ
タ
フ
ィ
ー
ル
ド
も
文
明
史
の
広
い
視
野
か
ら
問
題
に
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
の
で
︑
そ
の
意
識
が
違
っ
て
く
る
わ
け
で
す
︒
私
は
そ
う
い
う
ふ
う
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一
一
二

に
﹁
科
学
革
命
﹂
を
単
に
科
学
史
の
画
期
で
は
な
く
て
︑
人
類
文
明
史
の
画

期
だ
と
い
う
ふ
う
に
捉
え
直
し
て
︑
そ
し
て
こ
れ
が
﹁
産
業
革
命
﹂﹁
情
報

革
命
﹂
と
続
い
て
︑
現
代
の
科
学
技
術
時
代
を
つ
く
っ
て
い
る
と
考
え
る
の

で
す
︒
現
代
は
こ
の
科
学
技
術
と
い
う
も
の
が
地
球
的
に
人
類
全
体
に
浸
透

し
て
き
て
い
る
︒
こ
の
﹁
科
学
革
命
﹂
は
一
七
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
始
ま

っ
た
と
し
て
も
︑
そ
の
影
響
は
世
界
的
全
地
球
的
で
す
︒
で
す
か
ら
︑
私
の

地
球
的
人
類
史
の
第
五
期
は
明
ら
か
に
こ
こ
に
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
︑

こ
れ
を
重
視
し
て
い
る
と
い
う
点
が
︑
こ
の
お
二
人
と
は
い
さ
さ
か
異
な
っ

て
い
ま
す
︒
あ
る
い
は
お
二
人
の
考
え
を
︑
科
学
史
か
ら
文
明
史
へ
と
拡
大

し
て
︑
捉
え
直
し
た
と
言
っ
て
も
よ
い
︒

そ
れ
か
ら
第
二
に
︑
さ
ら
に
付
け
加
え
る
べ
き
は
︑
私
の
立
場
は
︑
そ
の

﹁
科
学
革
命
﹂
以
来
の
帰
結
を
積
極
的
に
評
価
す
る
だ
け
で
な
く
︑
そ
れ
を

今
や
克
服
す
べ
き
課
題
と
し
て
把
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
こ
の
﹁
科

学
革
命
﹂
↓
﹁
産
業
革
命
﹂
↓
﹁
情
報
革
命
﹂
と
い
う
一
続
き
も
の
︱
第

二
︑
第
三
の
も
の
は
第
一
の
延
長
線
上
に
あ
り
︑
そ
の
第
二
段
階
︑
第
三
段

階
と
考
え
ら
れ
る
︱
は
実
に
多
く
の
便
宜
を
人
類
の
文
明
に
与
え
た
︒
こ

う
し
て
電
気
が
つ
い
て
い
る
の
も
そ
う
で
す
︒
皆
さ
ん
が
利
用
し
た
交
通
機

関
だ
っ
て
︑
医
学
が
進
ん
で
寿
命
が
延
び
た
こ
と
︑
さ
ら
に
は
情
報
機
器
の

発
達
な
ど
と
︑
い
ろ
ん
な
こ
と
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
︒
す
ご
い
功
績
が

あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
れ
が
他
面
で
は
︑
今
日
負
の
側
面
を
持
ち
は
じ
め
︑

そ
れ
を
な
ん
と
か
し
な
け
れ
ば
人
類
の
未
来
が
な
い
よ
う
な
︑﹁
環
境
問
題
﹂

﹁
資
源
枯
渇
﹂﹁
核
兵
器
の
脅
威
﹂﹁
放
射
能
汚
染
﹂
な
ど
︑
文
明
の
桎
梏
と

な
る
も
の
を
つ
く
り
出
し
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
そ
の
結
果
︑
現
代
は
次
の
も

う
一
つ
の
大
き
な
六
番
目
の
革
命
︑﹁
環
境
革
命
﹂
の
時
代
に
わ
れ
わ
れ
は

入
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
な
ん
で
す
︒
も
ち
ろ
ん
こ
の
二
人
の
先
行
者
に
は

こ
う
し
た
意
識
が
な
い
の
は
︑
時
代
の
制
約
で
仕
方
が
な
い
か
も
知
れ
ま
せ

ん
︒し

か
し
こ
の
お
二
人
の
後
も
︑
幾
つ
か
の
﹁
科
学
革
命
﹂
の
本
が
出
て
い

る
け
れ
ど
︑
み
ん
な
や
は
り
科
学
史
の
枠
の
中
だ
け
で
考
え
て
い
る
し
︑
そ

れ
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
も
あ
る
ん
だ
と
い
う
批
判
的
見
解

を
出
し
て
い
る
も
の
が
︑
は
っ
き
り
言
っ
て
ま
だ
一
つ
も
な
い
︒
最
近
出
た

﹁
科
学
革
命
﹂
の
幾
つ
か
の
本
を
調
べ
て
い
る
け
ど
︑
誰
も
そ
う
い
う
こ
と

を
問
題
に
し
て
い
な
い
点
で
は
︑
私
の
﹁
科
学
革
命
﹂
の
捉
え
方
は
︑
他
の

人
と
は
違
っ
て
い
る
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒

こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
︑
次
に
先
程
述
べ
た
神
戸
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
で
の
私
の
議
論
を
中
心
に
し
て
︑
ま
ず
︑﹁
科
学
革
命
の
意
義
﹂
︱
つ

ま
り
そ
れ
が
何
故
真
の
﹁
近
代
﹂
の
起
源
た
り
う
る
の
か
と
い
う
問
題
︑
さ

ら
に
﹁
科
学
革
命
の
意
味
﹂
︱
つ
ま
り
そ
れ
が
何
故
﹁
革
命
﹂
な
の
か
と

い
う
そ
の
本
質
的
内
容
︑
さ
ら
に
最
後
﹁
科
学
革
命
の
構
造
﹂
︱
つ
ま
り
︑

一
七
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
だ
け
︑
ど
う
し
て
そ
う
し
た
革
命
が
起
こ
っ
た
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の
か
と
い
う
問
題
を
と
り
上
げ
ま
し
ょ
う
︒
こ
れ
こ
そ
﹁
科
学
革
命
の
起

源
﹂
と
い
う
本
日
の
テ
ー
マ
に
直
結
す
る
答
え
と
な
る
で
し
ょ
う
︒

こ
れ
ま
で
は
﹁
科
学
革
命
﹂
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
ま
し
た
︒

今
度
は
そ
の
意
義
で
す
ね
︒﹁
科
学
革
命
﹂
の
意
義
︒
今
日
わ
れ
わ
れ
が
そ

の
中
で
生
活
し
て
い
る
現
代
社
会
は
︑
原
子
力
だ
と
か
︑
人
工
衛
星
︑
先
端

技
術
︑
I 

T
技
術
︑
遺
伝
子
工
学
等
々
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
︑
科
学
技
術

が
巨
大
な
力
を
持
っ
て
き
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
は
単
に
科
学
史
の
問
題

だ
け
で
は
な
く
て
︑
文
化
的
︑
社
会
的
︑
い
や
政
治
的
問
題
に
も
な
っ
て
い

る
︒
原
爆
を
持
っ
て
い
る
か
持
っ
て
い
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
︑
政
治
的
な

問
題
に
も
な
る
わ
け
で
す
ね
︒
放
射
能
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
の
も
そ
う
で

す
︒
科
学
史
と
い
う
よ
り
も
社
会
の
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
︒
で
す
か
ら
︑

現
代
社
会
は
良
か
れ
悪
し
か
れ
︑
こ
の
甚
大
な
影
響
を
免
れ
な
い
︒
人
間
の

将
来
の
運
命
も
︑
こ
の
科
学
技
術
の
方
向
い
か
ん
に
懸
っ
て
い
る
︒
こ
の
科

学
技
術
を
ど
っ
ち
の
方
向
に
向
け
変
え
て
い
け
ば
い
い
の
か
︒
こ
の
こ
と
は

問
題
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
に
は
今
︑
一
七
世
紀
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中

心
と
し
て
︑
起
こ
っ
た
﹁
科
学
革
命
﹂
の
意
義
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
つ

い
で
に
言
え
ば
︑
そ
れ
以
前
の
私
の
言
う
幾
つ
か
の
文
明
的
革
命
に
は
複
数

の
原
点
が
あ
っ
た
の
で
す
︒
例
え
ば
︑﹁
精
神
革
命
﹂
だ
っ
た
ら
四
つ
あ
る

わ
け
で
す
︒
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
と
中
国
と
イ
ン
ド
と
イ
ス
ラ
エ
ル
で
︑
そ
れ

が
世
界
に
拡
大
し
た
︒

し
か
し
一
七
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
発
し
た
﹁
科
学
革
命
﹂
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

だ
け
に
起
こ
っ
て
︑
そ
れ
が
世
界
に
拡
大
し
た
︒
そ
し
て
こ
の
科
学
技
術
文

明
と
い
う
も
の
こ
そ
が
近
代
の
原
型
を
作
り
上
げ
た
︒
例
え
ば
︑
そ
れ
ま
で

は
よ
く
ル
ネ
サ
ン
ス
が
近
代
の
は
じ
ま
り
だ
と
い
わ
れ
る
が
︑
ル
ネ
サ
ン
ス

と
い
う
の
は
︑
本
質
的
に
は
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
文
化
の
復
活
で
す
︒
も

っ
と
も
復
活
に
尽
き
な
い
新
し
い
動
向
が
ル
ネ
サ
ン
ス
に
は
あ
り
ま
し
た
︒

こ
れ
も
重
視
し
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
︒
し
か
し
︑
西
欧
の
ル
ネ
サ
ン
ス
が

中
国
に
ど
ん
な
影
響
を
与
え
た
で
し
ょ
う
か
︒
日
本
は
ど
う
で
す
か
︒
宗
教

改
革
も
同
様
で
す
よ
ね
︒
ル
タ
ー
が
﹁
信
仰
に
よ
っ
て
の
み
義
﹂
と
せ
ら
れ

る
と
い
う
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
起
こ
し
た
が
︑
そ
れ
が
日
本
に
ど
ん

な
関
係
が
あ
っ
た
か
︑
中
国
に
︑
イ
ン
ド
に
は
︑
ほ
と
ん
ど
何
も
関
係
が
な

い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
︒

と
こ
ろ
が
﹁
科
学
革
命
﹂
だ
け
は
︑
や
が
て
イ
ン
ド
も
中
国
も
日
本
も
︑

と
く
に
日
本
な
ん
か
は
先
駆
的
に
そ
の
成
果
を
受
け
入
れ
て
︑
発
展
さ
せ

た
︒
そ
し
て
全
世
界
に
広
が
っ
た
ん
で
す
︒
も
ち
ろ
ん
ア
メ
リ
カ
に
も
︑
ロ

シ
ア
に
も
︒
そ
れ
で
全
世
界
の
構
造
を
変
え
た
︒
こ
れ
は
︑
ル
ネ
サ
ン
ス
や

宗
教
改
革
と
違
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
︒
だ
か
ら
私
は
世
界
文
明
史
の
文
明
史

区
分
の
ひ
と
つ
に
﹁
科
学
革
命
﹂
を
入
れ
る
わ
け
で
す
︒
引
用
は
︑
な
る
べ

く
少
な
く
し
た
い
と
思
う
ん
で
す
け
ど
︑
次
の
バ
タ
フ
ィ
ー
ル
ド
の
有
名
な

言
葉
が
あ
る
の
で
︑
そ
れ
だ
け
は
ち
ょ
っ
と
読
み
上
げ
と
き
ま
し
ょ
う
か
︒
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﹁
こ
の
革
命
は
中
世
の
み
な
ら
ず
古
代
世
界
に
お
け
る
権
威
を
覆
し
︑
ま
た

ス
コ
ラ
哲
学
を
崩
壊
さ
せ
た
の
み
な
ら
ず
ア
リ
ス
ト
テ
㆑
ス
の
自
然
学
を
破

壊
に
導
い
た
が
︑
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
勃
興
以
来
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
ぬ

き
ん
で
て
輝
き
︑
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
ル
ネ
サ
ン
ス
や
宗
教
改
革
は
た
だ
単
な

る
一
つ
の
歴
史
的
挿
話
︑
す
な
わ
ち
中
世
キ
リ
ス
ト
教
枠
内
で
の
内
部
的
変

化
の
位
置
に
ま
で
引
き
下
げ
ら
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
で
あ
る
︒
そ
れ
は
人
間
の

習
慣
的
な
知
的
営
み
の
性
格
を
変
革
し
︑
物
理
的
宇
宙
の
全
構
図
と
人
間
生

活
そ
の
も
の
の
構
造
を
変
換
せ
し
め
つ
つ
︑
近
代
世
界
と
近
代
精
神
と
の
真

の
起
源
と
な
り
︑
こ
れ
ま
で
の
定
型
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
時
代
区
分
を
す

で
に
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
た
ら
し
め
て
い
る
﹂︒
こ
れ
は
そ
の
と
お
り
だ
と
思

い
ま
す
︒

そ
う
い
う
わ
け
で
︑
こ
の
意
義
は
つ
ま
り
﹁
近
代
﹂
と
い
う
も
の
が
︑
何

で
決
定
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
︑
世
界
的
な
規
模
で
考
え
た
ら
﹁
科
学

革
命
﹂
で
あ
る
︒
ル
ネ
サ
ン
ス
や
宗
教
改
革
は
あ
く
ま
で
西
欧
的
な
ロ
ー
カ

ル
な
事
件
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
﹁
科
学
革
命
﹂
は
全
世
界
的
な

事
象
で
︑
現
在
は
わ
れ
わ
れ
を
も
︑
そ
の
支
配
下
に
置
い
て
い
る
と
い
う
︑

そ
う
い
う
意
義
が
あ
る
わ
け
で
す
︒

次
に
︑
第
三
番
目
︒﹁
科
学
革
命
の
意
味
﹂
と
い
う
問
題
に
入
り
ま
し
ょ

う
︒
つ
ま
り
﹁
科
学
革
命
﹂
は
何
故
︑﹁
革
命
﹂
な
の
か
と
い
う
問
題
で
す

ね
︒
科
学
革
命
がrevolution

と
言
わ
れ
て
い
る
ゆ
え
ん
は
何
か
︒
近
代
科

学
に
お
け
る
﹁
科
学
﹂
の
意
味
は
︑
ギ
リ
シ
ア
科
学
と
か
中
世
科
学
な
ど
と

言
わ
れ
る
と
き
の
﹁
科
学
﹂
と
は
︑
意
味
を
根
本
的
に
異
に
し
て
い
る
ん
で

す
︒
世
界
観
︑
自
然
観
︑
価
値
観
︑
そ
れ
か
ら
そ
れ
を
遂
行
す
る
手
段
︑
目

的
な
ど
で
す
︒
思
考
︑
そ
れ
か
ら
方
法
︑
最
後
に
そ
の
構
造
と
い
う
か
︑
そ

の
知
の
構
造
︑
こ
れ
が
︑
根
本
的
に
違
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
一
つ
づ
つ
こ
れ

か
ら
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
︑
こ
れ
が
根
本
的
に
違
っ
て
い
る
︒
だ
か
ら
革
命

だ
と
︑
こ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
す
︒

ま
ず
第
一
に
世
界
像
の
問
題
を
あ
げ
ま
し
ょ
う
︒w

orld view
 

︑
こ
れ
が

ど
ん
な
ふ
う
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
の
か
︑
ど
の
よ
う
な
根
本
的
な
変
貌
を

遂
げ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
︑
ま
ず
は
っ
き
り
と
認
識
し
と
か
な
け
れ
ば
い

け
な
い
︒
そ
れ
ま
で
の
古
代
︑
中
世
を
貫
い
て
存
在
し
て
い
た
世
界
像
︑
そ

れ
は
﹁
コ
ス
モ
ス
的
世
界
像
﹂
と
い
う
も
の
で
す
︒
そ
れ
は
ど
う
い
う
も
の

か
と
言
う
と
︑
真
ん
中
に
地
球
が
あ
っ
て
︑
こ
れ
は
動
か
な
い
︒﹁
地
球
中

心
説
﹂︒
そ
れ
で
こ
の
地
球
の
周
り
に
は
地
︑
水
︑
空
気
︑
火
の
四
層
が
あ

り
︑
そ
の
一
番
外
側
に
火
の
領
域
が
あ
り
︑
そ
の
下
に
空
気
の
領
域
が
あ
っ

て
︑
さ
ら
に
そ
の
下
に
水
の
領
域
が
あ
っ
て
︑
最
後
に
土
の
領
域
が
あ
る
と

い
う
ふ
う
に
︑
四
元
素
か
ら
成
っ
て
い
る
ん
で
す
︒
四
元
素
が
︑
そ
の
よ
う

に
層
的
な
構
造
を
成
し
て
い
る
︒
だ
か
ら
物
を
離
す
と
落
ち
て
ゆ
き
ま
す

ね
︒
何
故
か
と
い
う
と
︑
こ
の
物
は
地
の
元
素
で
で
き
て
お
り
︑
だ
か
ら
地

の
本
来
の
位
置
が
あ
る
真
ん
中
に
戻
っ
て
い
く
ん
で
す
よ
︒
そ
う
い
う
こ
と
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な
ん
で
す
︒
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
よ
う
な
重
力
に
よ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
こ

う
い
う
世
界
構
造
に
よ
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
ら
は
﹁
月
下
界
﹂
と
い

っ
て
そ
れ
よ
り
上
の
﹁
天
界
﹂
に
対
し
て
い
る
︒
ま
ず
月
の
天
球
が
そ
の
周

り
を
回
っ
て
い
て
︑
さ
ら
に
水
星
︑
金
星
︑
そ
れ
か
ら
太
陽
の
天
球
が
あ
っ

て
︑
そ
の
さ
き
に
火
星
︑
木
星
の
天
球
が
あ
り
︑
一
番
最
後
の
所
が
︑
恒
星

を
全
部
乗
せ
て
い
る
天
球
に
な
っ
て
い
る
︒
恒
星
は
二
四
時
間
で
︑
恒
星
を

全
部
乗
せ
て
い
る
天
球
が
一
回
転
す
る
か
ら
︑
一
緒
に
一
回
転
︑
つ
ま
り
︑

日
周
を
す
る
わ
け
で
す
︒
星
と
い
う
の
は
み
な
天
球
に
は
り
つ
い
て
い
て
周

る
の
で
す
︒
今
の
わ
れ
わ
れ
の
考
え
方
は
違
い
ま
す
ね
︒
地
球
自
身
が
自
転

し
て
い
る
か
ら
星
が
回
っ
て
見
え
る
の
だ
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
て
い
る
︒
そ

れ
と
は
全
然
違
っ
て
い
た
︒
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
に
地
球
自
身
が
太
陽
の
周
り

を
自
転
し
な
が
ら
周
る
と
い
う
の
は
︑
一
六
世
紀
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
が
提
出

し
た
新
し
い
﹁
地
動
説
﹂
で
︑﹁
太
陽
中
心
説
﹂
と
も
言
い
︑﹁
科
学
革
命
﹂

の
出
発
点
に
な
る
︒
そ
れ
以
前
は
︑
地
球
が
不
動
の
中
心
に
あ
り
︑
そ
の
周

り
に
地
︑
水
︑
空
気
︑
火
の
四
層
か
ら
な
る
月
下
界
が
あ
り
︑
そ
の
上
の

﹁
天
界
﹂︑
つ
ま
り
一
〇
箇
の
天
球
に
は
り
つ
い
て
回
る
星
と
︑
そ
の
上
に
は

神
の
居
るhabitaculum

 D
ei

と
い
う
領
域
が
あ
る
︒
逆
に
地
獄
は
大
地
の

真
中
に
あ
る
︒
そ
う
い
う
世
界
像
で
あ
っ
た
︒
す
べ
て
は
こ
の
世
界
像
に
の

っ
と
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
︒

こ
こ
に
あ
る
の
が
︑
ペ
ト
ル
ス
・
ア
ピ
ア
ヌ
ス
︵Petrus A

pianus

︶
と

い
う
当
時
の
人
が
︑
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
が
出
て
く
る
直
前
の
一
六
世
紀
の
半
ば

に
出
し
た
﹃
宇
宙
誌
﹄
と
い
う
本
に
出
て
く
る
﹁
コ
ス
モ
ス
像
﹂
で
す
︒
ギ

リ
シ
ア
の
ア
リ
ス
ト
テ
㆑
ス
も
︑
中
世
の
自
然
像
も
︑
み
ん
な
こ
れ
な
ん
で

す
︒
だ
か
ら
︑
い
つ
も
彼
ら
の
考
え
を
こ
の
世
界
像
の
上
で
考
え
な
け
れ
ば

い
け
な
い
︒
と
こ
ろ
が
近
代
は
︑
こ
れ
を
や
め
た
︒
真
ん
中
に
あ
る
の
は
太

図 2．16世紀まで存在していた「コスモス」像
ペトルス・アピアヌスの『コスモグラフィア』（1539）より
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陽
で
︑
そ
の
周
り
を
地
球
を
含
め
た
惑
星
が
回
る
︒
天
球
な
ど
と
い
う
も
の

は
あ
り
ま
せ
ん
︒
天
体
は
天
球
に
張
り
付
い
て
い
て
回
っ
て
い
る
わ
け
じ
ゃ

な
い
︒
天
体
自
身
の
運
動
︱
こ
れ
は
や
が
て
ケ
プ
ラ
ー
︑
ニ
ュ
ー
ト
ン
に

よ
っ
て
︑
万
有
引
力
で
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
ん
で
す
が
︱
が
一
様
な

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
空
間
中
で
実
現
し
て
い
る
︒
そ
し
て
空
間
は
ず
っ
と
無
限
に

広
が
っ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
︒
こ
う
い
う
ふ
う
に
自
然
像
が

大
き
く
変
わ
っ
た
︒
こ
の
こ
と
を
十
分
考
え
な
い
と
い
け
な
い
︒
現
在
は
も

ち
ろ
ん
こ
の
新
し
い
自
然
像
を
継
承
し
て
い
る
わ
け
で
︑
そ
れ
が
も
っ
と
詳

し
く
な
っ
て
ゆ
き
ま
す
が
︑
そ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
︒
で

す
か
ら
地
球
中
心
の
天
球
的
階
層
的
自
然
像
︵
コ
ス
モ
ス
的
世
界
像
︶
か

ら
︑
太
陽
を
中
心
と
す
る
同
質
的
な
無
限
宇
宙
の
世
界
像
へ
と
転
換
す
る
︒

こ
れ
は
大
き
な
転
換
で
す
ね
︒
こ
の
コ
ス
モ
ス
的
世
界
像
が
な
く
な
っ
た
と

い
う
こ
と
︱
一
言
で
言
え
ば
︑﹁
コ
ス
モ
ス
の
崩
壊
﹂
と
い
う
の
は
実
に
大

き
な
思
考
の
枠
組
み
を
変
え
た
変
換
期
を
つ
く
り
上
げ
た
︒

次
に
︑
自
然
観
︒
自
然
観
が
全
く
違
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
︒
ど
う
い
う

ふ
う
に
変
わ
っ
た
か
と
い
う
と
︑
そ
れ
ま
で
古
代
中
世
を
貫
い
て
︑dom

i-

nant

な
自
然
観
と
い
う
の
は
︑
ア
リ
ス
ト
テ
㆑
ス
の
よ
う
な
ギ
リ
シ
ア
は

も
ち
ろ
ん
だ
が
︑
こ
れ
を
う
け
つ
い
だ
中
世
で
も
︑
そ
れ
は
目
的
論
的
︑
生

気
論
的
と
い
っ
て
い
い
も
の
で
し
た
︒
何
か
世
界
が
︑
木
で
も
人
間
で
も
︑

何
か
目
的
を
持
っ
て
成
長
し
て
い
く
︒
生
命
的
なvitalistic

と
言
う
ん
で

す
け
れ
ど
も
︑
生
気
論
的
な
︱
一
言
で
言
え
ば
生
き
物
の
類
推
で
全
て
を

考
え
て
い
く
︒
そ
れ
を
や
め
て
機
械
論
︒
機
械
と
い
う
生
き
て
い
な
い
世
界

の
原
子
論
︒
粒
子
が
独
立
に
動
い
て
お
り
︑
そ
れ
で
い
ろ
ん
な
も
の
が
で
き

て
き
て
い
る
よ
う
に
︑
機
械
が
い
ろ
ん
な
部
品
で
成
っ
て
い
る
︒
機
械
的
世

界
像
に
変
わ
っ
た
︒
ア
リ
ス
ト
テ
㆑
ス
の
生
命
的
自
然
観
か
ら
デ
カ
ル
ト
の

機
械
論
的
自
然
観
へ
︒
こ
れ
は
非
生
命
的
な
自
然
観
だ
と
言
っ
て
い
い
と
思

い
ま
す
︒
同
時
に
機
械
と
い
う
言
葉
で
思
い
出
す
の
は
機
械
は
道
具
で
す
よ

ね
︒
だ
か
ら
こ
の
時
か
ら
自
然
の
道
具
視
が
起
こ
る
︒
道
具
と
し
て
︑
利
用

し
て
何
か
使
っ
て
う
ま
く
や
っ
て
い
こ
う
と
い
う
︒
自
然
が
単
な
る
資
源
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
︒
今
︑
自
然
は
完
全
に
資
源
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
こ

れ
は
と
ん
で
も
な
い
こ
と
な
ん
で
す
が
︑
そ
ん
な
こ
と
に
な
っ
て
い
く
の
は

デ
カ
ル
ト
と
ベ
イ
コ
ン
の
自
然
観
に
私
は
大
き
な
原
因
が
あ
る
と
思
っ
て
い

ま
す
︒

そ
の
次
の
︑
三
つ
目
の
問
題
は
︑﹁
科
学
的
方
法
﹂︵scientific m

ethod

︶

と
い
う
も
の
が
そ
の
時
︑
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
︒
こ
れ
は
ど
う

い
う
こ
と
か
と
言
う
と
︑
数
学
的
な
方
法
と
実
験
的
な
方
法
︑
こ
れ
を
結
び

付
け
る
ん
で
す
︒
こ
れ
が
科
学
的
方
法
な
ん
で
す
︒
こ
の
数
学
的
な
方
法
と

実
験
的
な
方
法
を
結
び
付
け
た
の
は
ガ
リ
㆑
オ
が
主
と
し
て
実
現
し
た
こ
と

で
す
︒
こ
の
科
学
的
方
法
を
つ
く
り
出
し
た
ガ
リ
㆑
オ
と
い
う
人
は
︑
や
は

り
一
七
世
紀
の
デ
カ
ル
ト
︑
ベ
イ
コ
ン
と
並
ぶ
科
学
の
巨
人
で
す
︒
で
も
思
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想
家
と
い
う
よ
り
も
数
学
者
・
自
然
学
者
︑
今
の
感
じ
で
言
え
ば
︑
物
理
学

者
・
天
文
学
者
で
︑
こ
う
い
う
科
学
方
法
と
い
う
の
を
作
り
ま
し
た
︒
ギ
リ

シ
ア
に
は
数
学
的
な
方
法
は
あ
り
ま
し
た
︒
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
み
た
い
に
偉
大

な
数
学
体
系
も
あ
り
ま
し
た
︒
で
も
実
験
的
な
方
法
は
な
い
で
す
よ
︒
実
験

な
ん
か
は
あ
ま
り
や
ら
な
い
︒
ギ
リ
シ
ア
人
は
観
察
は
よ
く
や
り
ま
し
た
け

ど
︑
実
験
は
や
ら
な
い
︒
大
体
手
で
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
や
っ
た
り
す
る
こ
と

は
︑
奴
隷
の
や
る
こ
と
な
ん
で
す
よ
︒
ギ
リ
シ
ア
の
市
民
と
い
う
の
は
観
て

楽
し
む
︑
考
察
す
る
人
な
ん
で
す
ね
︒
い
わ
ゆ
る
︑﹁
テ
オ
リ
ア
﹂︵
観
照
︶

と
い
う
言
葉
が
あ
る
で
し
ょ
う
︒theory
と
い
う
言
葉
の
起
源
︑
テ
オ
リ

ア
︒
こ
れ
が
知
識
人
の
や
る
こ
と
だ
っ
た
わ
け
で
す
︒

そ
れ
か
ら
中
世
で
も
数
学
的
な
議
論
や
何
か
は
あ
り
ま
し
た
︒
そ
れ
を

使
っ
て
自
然
現
象
を
な
ん
と
か
記
述
し
よ
う
と
す
る
試
み
す
ら
あ
っ
た
が
実

験
的
方
法
が
な
い
︒
中
世
の
神
学
者
は
実
験
し
な
い
で
す
よ
︒
自
然
を
問
題

と
し
て
も
︒
大
体
頭
の
思
弁
で
考
え
て
︑
こ
う
い
う
ふ
う
に
こ
う
考
え
ら
れ

る
︒
こ
う
い
う
ふ
う
に
神
様
が
作
っ
た
ん
だ
と
︑
あ
あ
う
ま
く
で
き
て
る
な

あ
と
︑
感
心
し
て
終
わ
り
︒
こ
う
い
う
こ
と
で
す
︒
や
っ
ぱ
り
︑
超
越
者

に
向
か
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
︑
あ
ら
ゆ
る
知
が
︒
こ
の
世
界
で
は
な
い
で

す
ね
︑
結
局
は
︒
と
こ
ろ
が
ガ
リ
㆑
オ
は
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
か
ら
離

れ
て
︑
数
学
的
で
か
つ
実
験
的
︑
で
す
か
ら
定
量
的
で
も
あ
る
︒quantita-

tive

に
や
っ
て
い
て
︑
そ
う
い
う
こ
と
を
始
め
た
︒
そ
し
て
﹁
仮
説
演
繹
法
﹂

と
今
で
は
呼
ん
で
い
る
︑
例
え
ば
︑
落
下
の
速
度
は
︑
時
間
に
比
例
す
る
と

仮
定
し
て
︑
そ
う
す
る
と
落
下
の
距
離
は
︑
時
間
の
二
乗
に
比
例
す
る
は
ず

で
あ
る
と
︒
こ
れ
は
数
学
的
な
演
繹
で
す
︒
こ
れ
を
実
験
で
確
か
め
る
ん
で

す
︒
斜
面
で
球
を
転
が
し
て
︑
ど
れ
だ
け
の
時
間
に
ど
れ
だ
け
距
離
落
ち
て

い
く
か
︒
こ
れ
は
実
験
で
き
ま
す
よ
ね
︒
非
常
に
緩
い
傾
斜
の
上
で
や
る
ん

で
す
︒
時
計
は
砂
時
計
を
使
っ
た
ら
し
い
け
ど
そ
れ
で
や
っ
て
み
て
︑
こ
れ

を
実
証
し
て
︑
こ
れ
は
正
し
い
ん
だ
か
ら
︑
結
局
そ
の
元
に
な
っ
て
い
る
関

係
も
正
し
い
と
︒
こ
れ
を
﹁
仮
説
演
繹
法
﹂
と
い
っ
て
︑
今
の
科
学
で
も
使

っ
て
い
ま
す
︒
あ
る
数
学
的
仮
説
を
置
い
て
み
て
︑
ず
っ
と
結
論
出
し
て
︑

こ
の
結
論
を
実
験
で
確
か
め
る
︒
そ
う
す
る
と
こ
の
理
論
は
正
し
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
わ
け
だ
︒
こ
う
い
う
﹁
科
学
的
方
法
﹂
が
そ
の
と
き
で
き
た
と

い
う
こ
と
︑
こ
れ
が
三
番
目
の
こ
と
で
す
ね
︒

四
番
目
は
何
だ
ろ
う
︒
四
つ
目
は
︑
古
代
中
世
と
異
な
っ
た
近
代
の
科
学

知
の
新
し
い
エ
ー
ト
ス
と
い
う
べ
き
も
の
︒
こ
れ
が
何
か
と
言
う
と
︑﹁
知

の
実
用
性
﹂
と
い
う
こ
と
︒﹁
実
効
性
﹂
と
言
っ
た
方
が
い
い
か
︒
つ
ま
り
︑

﹁
知
は
力
で
あ
る
﹂
と
い
う
言
葉
で
︑
ベ
イ
コ
ン
が
言
い
表
わ
し
て
い
る
こ

と
で
す
︒
ギ
リ
シ
ア
人
は
世
界
を
理
解
し
よ
う
と
し
ま
し
た
︒
で
も
﹁
知
は

力
﹂
な
ん
て
思
っ
て
な
か
っ
た
で
す
よ
︒
世
界
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
︒
し

か
し
何
か
そ
の
知
識
で
も
っ
て
︑
そ
の
力
を
利
用
し
て
自
然
を
支
配
し
よ
う

な
ど
と
は
考
え
て
な
か
っ
た
︒
も
ち
ろ
ん
中
世
の
神
学
者
も
そ
う
じ
ゃ
な
か
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っ
た
︒
け
れ
ど
も
近
代
初
頭
に
お
い
て
︑
こ
の
﹁
知
の
実
効
性
﹂︑
貧
し
い

一
七
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
突
破
し
よ
う
と
し
て
︑
大
航
海
時
代
が
始
ま
る

ん
だ
が
︑
そ
し
て
海
外
の
植
民
地
支
配
も
こ
こ
で
始
ま
り
︑
そ
う
い
う
植
民

地
支
配
に
︑
こ
の
科
学
技
術
が
大
い
に
貢
献
も
し
て
る
と
い
う
側
面
も
︑
見

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
黒
船
が
日
本
に
や
っ
て
来
た
と
き
︑
黒
船
が

来
て
︑
大
砲
を
向
け
て
︑
浦
賀
湾
で
︑﹁
お
前
た
ち
俺
た
ち
の
言
う
こ
と
を

き
か
な
い
と
︑
こ
れ
ド
ー
ン
と
撃
っ
た
ら
み
ん
な
死
ぬ
ん
だ
よ
﹂
と
言
わ
れ

た
ら
︑
こ
れ
ど
う
し
よ
う
も
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
︒
そ
れ
で
ハ
ッ
と
日
本

人
は
気
付
い
て
︑
こ
れ
は
い
か
ん
と
い
う
の
で
︑
佐
久
間
象
山
な
ん
か
も
一

生
懸
命
大
砲
の
研
究
し
て
︑
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
や
り
だ
し
ま
し
た
よ

ね
︒
い
わ
ゆ
る
近
代
科
学
技
術
︒
日
本
で
は
そ
れ
は
軍
事
技
術
と
し
て
最
初

は
発
達
し
た
と
言
っ
て
い
い
か
も
し
れ
な
い
︒
純
粋
科
学
が
入
る
前
は
ね
︒

蘭
学
な
ん
か
も
そ
う
で
す
よ
︒
あ
れ
は
実
学
で
す
ね
︒
そ
れ
が
オ
ラ
ン
ダ
経

由
で
入
っ
て
き
ま
し
た
か
ら
︑
そ
れ
を
利
用
し
て
︑
向
こ
う
に
立
ち
向
か
う

よ
う
に
し
た
︒
そ
れ
を
や
ら
な
か
っ
た
ら
ど
う
な
っ
た
か
︒
中
国
は
ア
ヘ
ン

戦
争
で
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
し
︑
イ
ン
ド
み
た
い
に
植
民
地
に
な
っ
た
り
す

る
わ
け
で
す
ね
︒

で
す
か
ら
︑
こ
の
知
の
実
効
性
︑
こ
の
﹁
知
は
力
だ
﹂
と
い
う
こ
の
考
え

方
︑
こ
れ
は
新
し
い
ん
で
す
︒
こ
れ
は
今
で
も
こ
の
力
を
使
っ
て
い
る
わ
け

で
す
︒
そ
れ
で
環
境
問
題
が
起
き
た
り
︑
原
発
の
問
題
が
起
き
た
り
し
て
い

ま
す
︒
あ
る
い
は
生
態
系
の
破
壊
と
か
︑
核
の
放
射
能
と
か
︑
み
ん
な
こ
の

力
の
乱
用
と
い
う
か
︑
行
き
過
ぎ
と
い
う
か
︑
そ
の
ほ
こ
ろ
び
が
今
出
て
い

る
と
言
っ
て
い
い
と
思
う
︒

そ
れ
か
ら
︑
五
つ
目
︑
累
積
的
知
識
の
成
立
︒﹁
科
学
革
命
﹂
以
後
︑
知

識
が
累
積
し
て
い
く
ん
で
す
︒
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
正
し
く
決
め
ら
れ
る
と
ど
ん

ど
ん
そ
の
上
に
累
積
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
た
︒
例
え
ば
︑
天
文

学
は
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
太
陽
中
心
説
︑
い
わ
ゆ
る
地
動
説
が
で
き
て
︑
ケ
プ

ラ
ー
が
そ
れ
を
惑
星
系
で
論
証
し
て
︑
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
万
有
引
力
の
そ
れ
を

ま
と
め
る
と
い
う
ふ
う
に
︑
そ
の
上
に
い
ろ
ん
な
こ
と
が
ど
ん
ど
ん
さ
ら
に

発
達
し
て
い
く
︒
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
出
て
き
て
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
を
駄

目
に
し
た
と
い
う
け
れ
ど
︑
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
ん
で
す
︒
ア
イ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
が
や
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
い
わ
ば
︑
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
に
は
適
用
限

界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
︒
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
力
学

の
法
則
と
い
う
の
は
︑
光
の
速
度
に
対
し
て
︑
き
わ
め
て
遅
い
日
常
的
速
度

だ
っ
た
ら
そ
の
ま
ま
成
り
立
っ
て
い
る
︒
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
日
常
世
界
は
ニ

ュ
ー
ト
ン
力
学
で
十
分
じ
ゃ
な
い
で
す
か
︒
だ
か
ら
︑
そ
う
い
う
光
の
速
度

な
ん
か
に
近
づ
い
て
き
た
ら
︑
も
う
相
対
性
理
論
を
使
わ
な
い
と
駄
目
で
す

ね
︒
で
す
か
ら
︑
宇
宙
論
な
ん
か
は
相
対
性
理
論
で
な
く
て
は
や
れ
な
い
︒

ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
だ
け
で
は
や
っ
て
い
け
な
い
︒
量
子
力
学
も
そ
う
で
す
︒

量
子
力
学
は
プ
ラ
ン
ク
定
数
の
h
と
い
う
の
が
あ
っ
て
︑
こ
れ
が
ゼ
ロ
に
な
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れ
ば
古
典
力
学
が
成
り
立
つ
ん
で
す
︒
だ
け
ど
︑
こ
の
プ
ラ
ン
ク
の
定
数
h

が
あ
る
有
限
の
数
を
持
ち
ま
す
ね
︒
こ
れ
が
ゼ
ロ
の
と
き
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
力

学
は
成
り
立
つ
︒
そ
の
h
の
整
数
倍
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
束
が
と
び
と
び
に
で

き
る
と
こ
ろ
で
光
量
子
が
で
て
き
て
︑
量
子
力
学
の
世
界
に
な
る
︒
量
子
力

学
が
出
た
か
ら
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
が
駄
目
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
ん

で
す
よ
︒
適
用
限
界
が
決
ま
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
︑
そ
れ
だ
け
の
こ
と
︒

こ
こ
ま
で
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
で
い
い
で
す
よ
︒
だ
け
ど
そ
れ
以
上
は
こ
っ
ち
で

な
き
ゃ
駄
目
で
す
と
い
う
そ
う
い
う
関
係
︒
だ
か
ら
知
識
に
累
積
性
は
あ
る

わ
け
で
す
︒
ひ
っ
く
り
返
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
ね
︒

次
に
六
つ
目
は
︑
制
度
と
し
て
の
科
学
が
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
が
あ

る
︒
こ
れ
も
大
き
い
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
︒
つ
ま
り
学
会
な
ど
が
で
き

る
︒
こ
れ
な
か
っ
た
で
す
よ
ね
︑
古
代
中
世
で
は
︒
プ
ラ
ト
ン
の
ア
カ
デ
ミ

ア
が
あ
っ
た
︒
で
も
あ
れ
は
︑
同
好
の
士
の
集
ま
り
で
す
よ
ね
︑
学
校
で
す

よ
︒
ア
リ
ス
ト
テ
㆑
ス
の
リ
ュ
ケ
イ
オ
ン
も
︒
学
会
と
い
う
の
は
そ
う
じ
ゃ

な
い
ん
で
す
︒
弟
子
と
先
生
の
関
係
︑
そ
ん
な
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
︒
全
く

の
平
等
の
市
民
が
ね
︑
自
分
は
こ
う
い
う
こ
と
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
と
︒

じ
ゃ
あ
︑
集
ま
り
ま
し
ょ
う
と
言
っ
て
︑
共
同
体
を
作
る
ん
で
す
よ
︑
共
同

研
究
の
体
制
を
︑
近
代
の
市
民
が
作
っ
て
い
く
ん
で
す
︒
だ
か
ら
︑
プ
ラ
ト

ン
の
ア
カ
デ
ミ
ア
な
ん
か
と
は
︑
こ
れ
は
違
っ
た
組
織
で
︑
そ
こ
で
学
会
誌

を
出
す
わ
け
︒
わ
れ
わ
れ
の
研
究
は
こ
う
だ
と
︑
機
関
誌
を
出
し
て
み
ん 

な
に
知
ら
せ
て
ゆ
く
︒
そ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
だ
っ
た
らThe Royal Society

︑

フ
ラ
ン
ス
だ
っ
た
らA

cadem
ie R

oyale des Sciences

︒
そ
の
前
に
イ 

タ
リ
ア
で
︑
ア
ッ
カ
デ
ミ
ア
・
デ
ル
・
チ
メ
ン
ト
︵A

ccadem
ia del 

C
im

ento

︶
と
い
う
の
が
で
き
ま
し
た
︒﹁
実
験
学
会
﹂
と
い
う
の
が
ね
︒

何
し
ろ
イ
タ
リ
ア
は
一
番
早
い
ん
で
す
︒
イ
タ
リ
ア
の
市
民
社
会
と
い
う
も

の
が
︑
や
は
り
こ
こ
を
先
導
す
る
ん
で
す
︒
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
に
も
中
世
に

も
な
か
っ
た
︒

そ
れ
か
ら
︑
こ
れ
が
七
つ
目
に
な
る
か
な
︒
科
学
の
担
い
手
の
交
代
︒
い

わ
ゆ
る
科
学
を
や
っ
て
い
る
人
は
ど
ん
な
人
た
ち
だ
っ
た
か
︒
ギ
リ
シ
ア
だ

と
哲
学
者
な
ん
で
す
よ
︒
世
界
全
体
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
で
き
て
い
る
の
か

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
問
題
に
す
る
哲
学
者
な
ん
で
す
︒
プ
ラ
ト
ン
も
ア
リ

ス
ト
テ
㆑
ス
も
︑
そ
の
他
も
ね
︒
世
界
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
い
ろ
ん
な
仮

説
を
論
じ
る
ん
で
す
よ
︒
世
界
は
全
て
水
で
で
き
て
い
ま
す
か
ら
始
ま
っ

て
︑
い
や
そ
う
じ
ゃ
な
い
︑
四
元
素
か
ら
成
っ
て
い
る
と
か
︑
火
か
ら
成
っ

て
い
る
な
ど
と
い
う
の
は
︑
い
ろ
ん
な
説
が
出
て
議
論
し
て
い
る
ん
だ
が
︑

そ
れ
ら
は
み
な
哲
学
者
で
す
よ
︒

中
世
は
ど
う
で
す
か
︒
中
世
は
神
学
者
で
し
ょ
う
︑
学
者
の
中
心
は
︒
こ

れ
は
や
っ
ぱ
り
超
越
者
と
の
関
係
と
い
う
こ
と
が
︑
一
番
の
中
心
に
な
っ
て

い
る
ん
で
す
ね
︒
も
ち
ろ
ん
自
然
の
研
究
を
し
ま
す
よ
︒
自
然
学
者
も
出
て

き
ま
す
よ
ね
︒
つ
ま
り
︑
自
然
と
い
う
の
は
神
のcreata

だ
か
ら
︑
つ
ま
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り
︑
被
造
物
だ
か
ら
研
究
す
る
ん
で
す
よ
︒
研
究
す
る
ん
だ
け
ど
︑
実
験
で

そ
れ
を
確
か
め
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
私
は
デ
カ
ル
ト
や
ガ
リ
㆑
オ

の
先
駆
者
が
中
世
に
い
る
と
い
う
こ
と
で
︑
中
世
科
学
の
研
究
に
入
っ
た
ん

だ
が
︑
や
っ
て
見
る
と
や
は
り
違
う
︒
ど
こ
が
決
定
的
に
違
う
か
︑
実
験
を

や
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
︒
思
弁
で
す
︒
数
学
的
関
係
や
な
ん
か
で
も
︑

そ
の
思
弁
の
結
果
︑
た
ま
た
ま
ガ
リ
㆑
イ
と
同
じ
よ
う
な
式
を
出
し
て
い

る
︒
だ
け
ど
︑
実
験
で
確
か
め
る
と
い
う
こ
と
は
一
切
や
っ
て
い
ま
せ
ん
︒

だ
か
ら
こ
こ
が
違
う
ん
で
す
よ
︒

で
す
か
ら
﹁
科
学
革
命
﹂
が
本
当
にrevolution

だ
っ
た
と
い
う
こ
と

が
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
う
ん
で
す
︒
単
な
る
科
学
理
論
の
連
続
じ
ゃ

な
い
ん
で
す
︒
根
本
的
な
変
貌
が
こ
う
い
う
点
に
あ
っ
た
わ
け
で
す
︒
こ
れ

が
折
り
重
な
っ
て
﹁
科
学
革
命
﹂
が
起
こ
っ
て
︑
そ
の
後
は
︑
こ
の
路
線
の

上
で
深
め
て
い
っ
て
る
わ
け
で
す
︒
深
め
て
今
日
ま
で
来
て
い
る
︒

次
の
問
題
に
移
り
ま
し
ょ
う
か
︑
そ
れ
は
﹁
科
学
革
命
の
構
造
﹂
と
い
う

問
題
︒
つ
ま
り
﹁
ど
の
よ
う
に
し
て
一
七
世
紀
の
西
欧

0

0

0

0

0

0

0

に
科
学
革
命
は
起
こ

っ
た
の
か
﹂
と
い
う
問
題
︒
だ
か
ら
こ
れ
は
﹁
科
学
革
命
の
起
源
﹂
と
い
う

問
題
と
非
常
に
関
係
あ
り
ま
す
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
い
ろ
ん
な
事
を
言
わ

な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
で
す
︒
例
え
ば
︑
中
世
末
期
に
︑
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ

ッ
カ
ム
な
ん
か
が
出
て
き
て
︑
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
で
す
よ
︑
知
識
と
信
仰

と
を
分
離
し
て
︑
二
重
真
理
説
と
い
うdouble truth theory

︱
知
識
と

信
仰
と
い
う
二
つ
の
話
を
分
け
ま
し
ょ
う
と
︒
知
識
は
知
識
で
︑
信
仰
は
信

仰
で
あ
る
︒
こ
れ
を
や
は
り
分
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
言
い
出
し
た
︒
こ

れ
を
言
い
出
し
た
こ
と
は
た
し
か
に
大
き
い
︒
こ
れ
は
服
部
先
生
も
︑
お
っ

し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
よ
ね
︒
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
ね
︒

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
︑﹁
科
学
革
命
﹂
が
起
こ
っ
た
と
は
言
え
な
い
わ
け

で
す
︒
そ
れ
は
︑
何
と
言
う
か
︑
一
番
原
点
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

す
︒
そ
れ
か
ら
﹁
知
的
な
突
然
変
異
﹂︵transm

utation intellectuelle

︶

と
い
う
け
ど
︑
そ
れ
が
︑
た
だ
わ
れ
わ
れ
の
頭
の
中
で
理
由
も
な
く
起
こ
っ

た
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
︒
何
故
︑
一
七
世
紀
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
︑
と
り
わ
け
イ
タ
リ
ア
に
︑﹁
科
学
革
命
﹂
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
と
い

う
問
題
で
す
︒
だ
か
ら
︑
バ
タ
フ
ィ
ー
ル
ド
も
︑“thinking-cap”

の
交
代

と
い
う
ん
だ
け
れ
ど
︑
そ
の
﹁
思
考
の
帽
子
﹂
が
変
わ
っ
た
の
は
︑
い
っ
た

い
ど
う
し
て
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
言
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
じ
ゃ
な
い
で

す
か
︒
そ
こ
で
非
常
に
重
要
な
こ
と
は
︑
こ
の
一
七
世
紀
と
い
う
特
有
な
時

代
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
特
有
な
地
域
に
そ
の
知
の
大
変
換
が
起
こ
っ
た
の

は
何
故
か
︒
そ
れ
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
市
民
社
会
の

成
立
︑
そ
こ
に
お
け
る
学
者
層
と
職
人
層
が
︑
こ
の
市
民
社
会
の
中
で
結
び

つ
い
た
︒
職
人
と
い
う
の
は
︑
自
分
の
手
で
物
を
作
っ
て
い
る
︒
造
船
所
で

船
を
つ
く
り
︑
工
場
で
時
計
を
つ
く
り
︑
鉱
山
そ
の
他
で
も
い
ろ
ん
な
機
械

を
扱
っ
て
掘
っ
て
い
る
わ
け
︒
そ
う
い
う
職
人
層
と
大
学
の
教
師
の
よ
う
な
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一
二
一

知
識
人
層
と
︑
こ
の
両
方
が
ね
︑
こ
の
ル
ネ
サ
ン
ス
の
市
民
社
会
で
︑
平
等

な
市
民
と
し
て
結
び
つ
く
︒
ガ
リ
㆑
オ
は
特
別
な
人
で
は
な
い
ん
で
す
︒
イ

タ
リ
ア
の
普
通
の
市
民
で
︑
彼
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
︑
ベ
ネ
チ
ア
の
造
兵

廠
に
行
っ
て
︑
そ
こ
の
親
方
た
ち
の
や
っ
て
る
仕
事
か
ら
︑
ガ
リ
㆑
オ
が
ど

ん
な
に
多
く
の
も
の
を
学
ん
だ
か
と
い
う
こ
と
を
︑
彼
は
証
言
し
て
る
ん
で

す
よ
︒﹃
新
科
学
論
議
﹄︵D

iscorsi

︶
と
い
う
彼
の
一
番
重
要
な
本
の
最
初

で
そ
れ
を
言
っ
て
い
る
︒﹁
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
市
民
の
あ
の
有
名
な
造
兵
廠

で
の
日
々
た
え
ま
な
い
活
動
は
︑
研
究
者
た
ち
の
頭
に
思
索
の
た
め
の
広
々

と
し
た
働
き
場
所
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
︒﹂
こ
れ
が
な
か
っ

た
で
す
ね
︑
中
世
の
神
学
者
に
は
︒
中
世
の
神
学
者
が
職
人
の
工
場
な
ん
か

行
っ
て
ま
す
か
︒
行
っ
て
な
い
で
し
ょ
う
︒
だ
け
ど
︑
ガ
リ
㆑
オ
は
そ
う
し

た
︒
こ
れ
が
ガ
リ
㆑
オ
だ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
︒
ル
ネ
サ
ン
ス
の
す
ぐ
れ
た

知
識
層
の
学
者
た
ち
は
︑
一
方
で
は
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
数
学
的
知
識
を
も
つ

と
同
時
に
︑
職
人
の
実
践
と
い
う
も
の
に
注
目
し
て
い
た
︒
だ
か
ら
数
学
的

な
も
の
と
実
験
的
な
も
の
︱
実
験
と
い
う
の
は
結
局
︑
職
人
が
や
っ
て
た

し
︑
数
学
的
な
も
の
は
学
者
の
方
の
伝
統
が
ず
っ
と
や
っ
て
い
た
︒
こ
の
両

方
が
結
び
付
く
と
い
う
こ
と
が
︑
そ
こ
で
起
こ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
︒

職
人
の
方
も
︑
こ
の
ル
ネ
サ
ン
ス
の
職
人
と
い
う
の
は
︑
た
だ
の
職
人
じ

ゃ
な
い
︒
つ
ま
り
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
高
級
職
人
︒artisan supérieur.　

彼
ら
は
た
だ
単
に
物
を
作
っ
て
︑
腕
伝
え
に
伝
え
て
い
く
職
人
︱
中
世
な

ん
か
は
そ
う
だ
っ
た
ん
で
す
︱
で
は
な
く
︑
ル
ネ
サ
ン
ス
社
会
に
な
る
と
︑

職
人
も
文
字
で
も
っ
て
そ
の
技
術
を
書
き
表
し
て
い
く
︒
そ
れ
を
知
識
人
に

伝
え
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
や
る
し
︑
自
分
た
ち
も
み
ん
な
数
学
の
勉
強
し

た
り
幾
何
学
の
勉
強
を
し
た
り
し
て
︑
そ
う
い
う
﹁
高
級
職
人
﹂
と
い
う
も

の
が
現
れ
︑
こ
の
典
型
が
㆑
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
だ
と
言
っ
て
よ

い
︒
あ
の
人
は
職
人
で
す
よ
︒
職
人
だ
け
ど
勉
強
家
で
す
ね
︒
中
世
の
自
然

学
を
勉
強
し
た
り
︑
ギ
リ
シ
ア
の
数
学
な
ん
か
も
︑
か
な
り
身
に
付
け
︑
自

分
で
も
勉
強
し
て
い
ま
す
︒
デ
ュ
ー
ラ
ー
な
ん
か
も
そ
う
だ
︒
遠
近
法
ね
︑

こ
れ
は
幾
何
学
で
し
ょ
う
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
絵
を
描
い
て
い
く
︒

そ
う
い
う
ふ
う
に
︑
こ
の
職
人
の
側
か
ら
の
知
識
層
へ
の
接
近
が
あ
る
と

同
時
に
︑
ガ
リ
㆑
オ
︑
デ
カ
ル
ト
︑
ベ
イ
コ
ン
︑
ボ
イ
ル
︑
こ
う
い
う
一
七

世
紀
の
知
識
人
は
み
ん
な
そ
の
職
人
の
技
に
注
目
し
た
︒
デ
カ
ル
ト
な
ら
滑

車
や
て
こ
︑
そ
う
し
た
も
の
を
自
分
で
あ
や
つ
っ
て
る
ん
で
す
よ
︒
だ
か
ら

デ
カ
ル
ト
は
単
に
解
析
幾
何
学
の
数
学
や
っ
た
人
で
あ
る
だ
け
で
な
し
に
︑

D
escartes artisan

と
い
う
考
え
方
が
あ
る
ん
で
す
︒﹁
技
術
者
デ
カ
ル

ト
﹂︑
哲
学
者
デ
カ
ル
ト
の
他
に
︒
そ
う
い
う
ふ
う
に
み
ん
な
こ
の
職
人
の

実
践
に
注
目
し
︑
そ
こ
か
ら
多
く
を
学
ぼ
う
と
す
る
︒
で
す
か
ら
︑
ギ
リ
シ

ア
の
理
論
的
伝
統
︑
こ
れ
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
と
い
う
見
事
な
数
学
の

体
系
あ
り
ま
す
よ
ね
︒
し
か
し
そ
れ
は
自
然
の
研
究
と
結
び
つ
い
て
い
な
か

っ
た
︒
近
代
に
な
る
と
微
積
分
の
よ
う
な
も
の
も
そ
ろ
そ
ろ
出
始
め
る
︒
無
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限
小
数
学
と
か
︑
そ
ん
な
も
の
も
出
始
め
て
い
る
︒

何
故
か
と
言
う
と
︑
こ
れ
は
お
分
か
り
に
な
り
ま
す
ね
︒
つ
ま
り
彼
ら

は
﹁
運
動
﹂
を
研
究
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
す
よ
︒
運
動
を
研
究
し
よ
う
と

す
る
と
︑
ギ
リ
シ
ア
は
﹁
幾
何
学
﹂
で
す
か
ら
︑
動
き
を
把
え
て
い
る
わ
け

じ
ゃ
な
い
で
す
よ
︒
論
理
の
系
列
を
問
題
に
し
て
い
る
ん
で
す
︒
そ
れ
で
は

運
動
は
つ
か
め
な
い
︒
微
積
分
は
ま
さ
に
運
動
変
化
を
つ
か
ま
え
る
も
の
で

し
ょ
う
︒
関
数
と
い
う
概
念
を
使
っ
て
︑
だ
か
ら
そ
っ
ち
の
方
へ
行
く
︒
け

れ
ど
も
そ
の
と
き
は
ま
だ
完
成
し
て
な
い
︒
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
﹃
プ
リ
ン
キ
ピ

ア
﹄︵P

rincipia

︶
で
も
微
積
分
を
使
っ
て
な
い
︒
ガ
リ
㆑
オ
も
使
っ
て
な

い
ん
で
す
︑
実
は
︒
使
っ
て
い
て
い
い
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
け
ど
ま
だ
使

っ
て
な
い
︒
や
は
り
ギ
リ
シ
ア
の
数
学
を
自
分
な
り
に
変
容
し
て
使
っ
て
い

ま
す
︒

し
か
し
︑
こ
の
よ
う
に
︑
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
理
論
的
遺
産
と
中
世
末
期
以

来
の
技
術
的
実
践
と
が
︑
こ
の
市
民
社
会
と
い
う
共
通
の
る
つ
ぼ
の
中
で
︑

合
流
す
る
︒
そ
こ
に
は
階
級
的
な
差
別
も
な
く
︑
彼
ら
は
仲
間
な
ん
で
す
︑

い
つ
も
一
緒
に
や
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
独
特
な
形
で
両
者
が
結
び
付
い

た
時
に
近
代
の
自
然
科
学
︑
つ
ま
り
﹁
科
学
革
命
﹂
が
生
ま
れ
た
︒

つ
ま
り
比
喩
的
に
言
え
ば
頭
と
手
が
初
め
て
ひ
と
つ
に
な
っ
た
︒
ギ
リ
シ

ア
や
中
世
で
は
︑
知
識
人
は
頭
で
考
え
て
い
た
︒
手
の
方
は
も
っ
ぱ
ら
奴
隷

ま
た
は
職
人
が
使
っ
て
い
た
︒
こ
の
両
者
は
分
離
し
て
い
た
の
で
す
︒
こ
れ

が
こ
の
よ
う
に
結
び
付
く
︒
そ
れ
が
﹁
科
学
革
命
﹂
を
生
み
出
し
た
と
い
う

ふ
う
に
言
っ
て
い
い
ん
で
し
ょ
う
ね
︒
科
学
革
命
に
お
け
る
数
学
的
方
法
と

実
験
的
方
法
の
結
合
も
︑
そ
の
ひ
と
つ
の
表
れ
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
︒

こ
の
職
人
層
か
ら
︑
知
識
層
へ
の
接
近
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
言
え
ば
︑

そ
れ
ま
で
は
職
人
︑
手
づ
て
︑
腕
づ
て
に
教
え
た
の
で
︑
何
も
書
き
物
を
残

し
て
い
ま
せ
ん
︒
中
身
が
ど
ん
な
も
の
か
︑
そ
こ
に
は
い
ろ
ん
な
面
白
い
問

題
が
あ
る
ん
だ
け
ど
︑
そ
れ
を
知
的
に
処
理
し
よ
う
と
は
し
な
い
︒
し
か
し

そ
れ
を
行
っ
た
最
初
の
例
を
挙
げ
る
と
︑
チ
ェ
ン
ニ
ー
ニ
︵C

ennini

︶
と

い
う
人
が
い
る
︒
こ
の
人
は
フ
ィ
㆑
ン
ツ
ェ
の
画
家
な
ん
で
す
が
︑
職
人
な

ん
で
す
︒
だ
け
ど
こ
の
人
が
︑
自
分
の
技
術
的
知
識
の
書
物
を
書
い
て
出
す

ん
で
す
︒﹃
芸
術
の
書
﹄︵Libro dell’arte

︶
で
す
が
︑
こ
のarte

は
︑
芸
術

で
も
あ
り
技
術
で
も
あ
る
と
思
う
︒
こ
の
書
物
を
出
し
て
︑
自
分
た
ち
の
知

識
を
公
開
し
ま
し
た
︒

そ
れ
か
ら
︑
ロ
リ
ツ
ェ
ル
︵R

oritzer

︶
と
い
う
職
人
の
こ
と
も
挙
げ
て

お
い
た
方
が
い
い
︒
こ
れ
は
ド
イ
ツ
人
で
㆑
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
の
大
伽
藍
を

建
築
し
た
技
術
者
で
す
よ
ね
︒
建
築
家
で
す
よ
ね
︒
こ
の
人
が
︑﹃
尖
塔
を

正
し
く
建
て
る
こ
と
﹄︵Von der Fialen G

erechtigkeit

︶
と
い
う
書
物
を

一
五
世
紀
の
終
わ
り
︑
一
四
八
六
年
に
出
し
て
ま
す
︒
こ
のF

ialen

と
い

う
の
は
小
尖
塔
で
す
︑
教
会
の
尖
塔
︒
こ
の
尖
塔
を
真
っ
直
ぐ
に
立
て
る
に
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一
二
三

は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
を
こ
の
中
で
や
っ
て
︑
そ
こ
で
幾
何
学

的
設
計
図
の
よ
う
な
も
の
を
出
し
て
い
る
ん
で
す
︒
そ
う
い
う
ふ
う
に
職
人

の
方
か
ら
知
的
な
も
の
を
消
化
し
て
い
く
︒
そ
れ
と
並
行
し
て
︒
今
度
は
︑

知
識
人
の
方
か
ら
職
人
の
技
に
接
近
し
た
の
が
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
で
す
︒

ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
︵A

lberti

︶
は
非
常
に
有
名
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
で
す
︒

こ
の
人
も
﹃
建
築
術
﹄︵D

e re aedificatoria

︶
と
い
う
本
を
書
い
た
︒
こ

の
人
は
も
と
も
と
知
識
人
で
す
が
︑
こ
う
い
う
職
人
の
技
術
の
問
題
を
あ
え

て
知
識
化
し
よ
う
と
す
る
︒
そ
れ
の
結
合
の
中
か
ら
︑
さ
っ
き
言
っ
た
㆑
オ

ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
が
出
て
く
る
の
で
す
︒
彼
は
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
後

継
者
と
言
っ
て
も
よ
い
面
が
あ
る
︒
こ
の
間
に
非
常
に
大
き
な
つ
な
が
り
が

あ
る
と
思
い
ま
す
︒
同
じ
型
の
人
で
す
︒
両
方
の
こ
と
を
や
っ
て
︑
ど
っ
ち

か
と
い
う
と
㆑
オ
ナ
ル
ド
は
職
人
層
に
近
い
で
す
︒
こ
れ
に
対
し
ア
ル
ベ
ル

テ
ィ
は
知
識
人
層
に
近
い
︒
で
も
何
か
共
有
す
る
も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
︒

そ
れ
で
︑
㆑
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
言
葉
を
引
用
し
て
お
く
と
こ

う
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
︒
こ
れ
は
手
記
︵m

anoscritti

︶
の
中
の
言

葉
で
す
︒﹁
科
学
的
問
題
を
取
り
扱
う
際
︑
私
は
ま
ず
い
く
つ
か
の
実
験
を

整
理
す
る
﹂
と
言
っ
て
い
ま
す
︒﹁
な
ぜ
な
ら
︑
私
の
目
的
は
実
験
に
従
っ

て
問
題
を
決
定
し
︑
次
に
な
ぜ
物
体
が
そ
の
よ
う
に
作
用
せ
ざ
る
を
得
な
い

か
を
示
す
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
︒
こ
れ
こ
そ
自
然
界
の
現
象
を
ど
の
よ
う
に

調
査
す
る
さ
い
に
も
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
方
法
で
あ
る
﹂︒
こ
こ
に
実
験

的
方
法
を
非
常
に
は
っ
き
り
と
打
ち
出
し
て
い
る
と
同
時
に
︑
こ
う
も
言
っ

て
い
る
︒﹁
数
学
的
科
学
の
一
つ
も
適
用
さ
れ
え
な
い
と
こ
ろ
に
は
︑
も
し

く
は
そ
の
数
学
と
結
合
さ
れ
な
い
も
の
に
は
︑
い
か
な
る
確
実
性
も
な
い
﹂︒

数
学
と
そ
れ
が
結
合
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
︑
こ
こ
で
㆑
オ

ナ
ル
ド
は
言
っ
て
い
る
ん
で
す
︒

で
す
か
ら
︑
大
学
に
お
け
る
学
者
的
伝
統
の
下
で
︑
知
的
訓
練
を
受
け
︑

し
か
し
そ
れ
に
物
足
ら
ず
︑
大
学
に
学
ん
で
も
つ
ま
ら
な
い
︒
何
か
ア
リ
ス

ト
テ
㆑
ス
の
注
釈
ば
か
り
や
っ
て
︑
こ
ん
な
の
に
は
飽
き
た
︒
こ
ん
な
も
の

を
続
け
て
や
っ
て
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
︑
む
し
ろ
職
人
的
な
伝
統
に
属

す
る
技
術
者
の
現
実
的
知
識
︑
実
験
的
方
法
を
取
り
入
れ
︑
こ
れ
を
消
化
し

て
い
く
と
い
う
こ
と
を
︑
最
初
に
示
し
て
い
る
科
学
者
を
挙
げ
れ
ば
︑
ウ
ィ

リ
ア
ム
・
ギ
ル
バ
ー
ト
︵W

illiam
 G

ilbert

︶
で
し
ょ
う
ね
︒
こ
の
人
は

近
代
磁
気
学
の
創
始
者
で
す
︒
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
の
侍
医
で
も
あ
っ
た
︒
こ

の
人
は
︑
ロ
バ
ー
ト
・
ノ
ー
マ
ン
︵R

obert N
orm

an

︶
と
い
う
︑
こ
れ

は
全
く
職
人
な
ん
で
す
が
︑
航
海
を
し
て
る
う
ち
に
︑
磁
石
を
使
い
な
が
ら

磁
針
が
水
平
線
か
ら
ち
ょ
っ
と
傾
き
ま
す
ね
︒
こ
れ
伏
角
と
い
う
ん
で
す
け

ど
︑
伏
角
の
こ
と
を
発
見
し
て
い
る
ん
だ
が
︑
理
論
化
で
き
な
い
ん
で
す
︒

こ
れ
を
︑
こ
の
ギ
ル
バ
ー
ト
は
﹃
磁
石
に
つ
い
て
﹄︵D

e M
agnete

︶
と
い

う
本
を
一
六
〇
〇
年
に
書
い
て
︑
そ
こ
で
こ
の
ロ
バ
ー
ト
・
ノ
ー
マ
ン
の
い

ろ
ん
な
磁
気
的
知
識
を
自
分
の
理
論
の
中
に
取
り
入
れ
て
地
球
の
南
極
・
北
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一
二
四

極
の
存
在
︑
伏
角
が
ど
う
し
て
起
こ
る
の
か
︑
そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
説

明
し
て
︑
そ
う
い
う
近
代
磁
気
学
の
理
論
的
基
礎
を
作
り
上
げ
た
︒
ニ
ュ
ー

ト
ン
の
万
有
引
力
な
ん
か
も
︑
こ
れ
は
は
じ
め
は
こ
の
磁
気
力
か
ら
出
発
す

る
ん
で
す
︒
磁
気
力
か
ら
出
発
し
て
︑
ギ
ル
バ
ー
ト
が
作
っ
た
数
式
を
改
造

し
て
い
っ
て
万
有
引
力
に
行
く
ん
で
す
が
︑
ギ
ル
バ
ー
ト
と
い
う
人
は
い
ろ

ん
な
と
こ
ろ
に
重
要
な
役
は
果
た
し
て
い
る
ん
で
す
︒

さ
て
︑
こ
ん
ど
は
も
う
ち
ょ
っ
と
思
想
的
な
方
向
へ
観
点
を
移
し
て
考
え

て
み
る
と
︑
つ
ま
り
近
代
科
学
の
基
礎
的
な
方
法
論
と
い
う
も
の
を
作
っ
た

人
た
ち
の
こ
と
を
考
え
る
と
︑
ま
ず
先
に
挙
げ
る
べ
き
は
︑
フ
ラ
ン
シ
ス
・

ベ
イ
コ
ン
︵Francis B

acon

︶︑
こ
の
人
も
イ
ギ
リ
ス
人
で
す
︒
こ
の
人
が

﹃
大
革
新
﹄︵Instauratio M

agna

︶
と
い
う
本
を
一
七
世
紀
前
半
に
書
き
︑

科
学
的
方
法
と
い
う
の
は
何
な
の
か
︑
正
面
切
っ
て
問
題
に
し
て
︑
そ
れ
は

経
験
的
能
力
と
合
理
的
能
力
の
結
婚
な
ん
だ
と
︒
だ
か
ら
学
者
の
知
的
伝

統
と
職
人
の
経
験
的
伝
統
を
結
合
し
な
さ
い
と
い
う
こ
と
を
言
う
ん
で
す
︒

こ
の
人
は
﹁
機
械
的
技
術
﹂︵m

echanical arts

︶
を
非
常
に
強
調
し
ま
し

た
︒
そ
し
て
︑
こ
の
人
は
職
人
階
層
で
は
な
く
︑
大
法
官
に
ま
で
な
っ
た
知

識
人
で
す
︒
こ
の
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
イ
コ
ン
が
実
験
︵experim

ent

︶
と

い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
ん
で
す
︒

も
う
一
人
︑
近
代
科
学
の
哲
学
的
基
礎
を
作
り
上
げ
た
人
の
名
前
を
挙
げ

る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
ル
ネ
・
デ
カ
ル
ト
︵R

ené D
escartes

︶︑
こ
の
人

は
フ
ラ
ン
ス
人
で
す
︒
デ
カ
ル
ト
と
い
う
の
は
合
理
論
者
︑
ベ
イ
コ
ン
は
経

験
論
者
と
い
う
ふ
う
に
︑
哲
学
書
で
は
分
け
て
書
い
て
あ
る
が
︑
実
は
今
言

っ
た
よ
う
な
点
で
は
︑
共
通
の
見
解
に
立
っ
て
い
る
ん
で
す
︒
ベ
イ
コ
ン
と

実
は
同
じ
な
ん
で
す
︒
こ
れ
も
有
名
な
個
所
︑
一
カ
所
だ
け
引
用
し
ま
し
ょ

う
か
︒﹃
方
法
序
説
﹄︵D

iscours de la M
éthode

︶
と
い
う
本
の
第
六
部
に
︑

﹁
こ
の
方
法
は
学
校
で
教
え
ら
れ
る
思
弁
的
思
想
の
代
わ
り
に
実
践
的
哲
学

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
︑
こ
の
助
け
に
よ
っ
て
︑
我
々
は
火
や
水
︑
空
気
︑

星
︑
天
体
︑
そ
の
他
の
我
々
を
取
り
ま
く
す
べ
て
の
物
体
の
力
と
作
用
を
︑

丁
度
職
人
が
い
ろ
い
ろ
な
手
工
業
を
知
っ
て
い
る
よ
う
に
は
っ
き
り
と
知
る

な
ら
ば
︑
我
々
は
そ
れ
ら
の
知
識
を
そ
れ
ぞ
れ
に
適
し
た
用
途
に
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
を
︑
自
然
の
支
配
者
に
し
て
所
有
者

た
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
﹂︒
こ
れ
は
も
う
ベ
イ
コ
ン
と
全
く
同
じ
で
す
︒

﹁
自
然
の
支
配
﹂
と
い
う
︑
盛
ん
に
ベ
イ
コ
ン
が
言
っ
た
こ
と
を
デ
カ
ル
ト

は
こ
こ
で
言
っ
て
い
る
︒
実
は
よ
く
探
す
と
こ
こ
だ
け
な
ん
で
す
︒
こ
こ
で

た
ま
た
ま
︑
本
音
を
漏
ら
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
︒
だ
け
ど

こ
の
個
所
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
な
か
っ
た
と
思
う
︒
私
が
盛
ん
に
言
う
よ

う
に
な
っ
て
か
ら
︑﹁
え
え
﹂
っ
と
み
ん
な
︑
よ
く
引
用
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
け
ど
︑
デ
カ
ル
ト
は
合
理
主
義
者
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
︑
職
人

の
実
践
と
い
う
も
の
に
注
目
し
た
人
で
︑
こ
の
両
方
が
結
合
す
べ
き
な
ん
だ

と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
︑
そ
れ
で
初
め
て
人
間
が
自
然
の
所
有
者
に
し
て
支
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一
二
五

配
者
に
な
れ
る
ん
だ
と
考
え
て
い
た
︒

最
後
に
ロ
バ
ー
ト
・
ボ
イ
ル
︵Robert B

oyle

︶
と
い
う
近
代
科
学
の
基

礎
を
作
っ
た
も
う
一
人
︑
重
要
な
科
学
革
命
の
担
い
手
が
い
ま
す
︒
彼
の
専

門
は
化
学
で
す
が
︑
こ
の
人
も
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
︒﹁
自
然
の
研

究
者
と
い
う
名
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
だ
け
が
︑
職
人
か
ら
学
ぶ
こ
と
を

軽
蔑
す
る
﹂
と
し
て
︑﹁
自
然
研
究
者
の
手
工
業
へ
の
注
目
﹂
の
必
要
を
説

い
て
い
ま
す
︒

こ
こ
で
︑
あ
と
一
五
分
く
ら
い
あ
り
ま
す
か
ら
こ
こ
で
結
論
に
入
ろ
う
と

思
い
ま
す
︒

以
上
述
べ
て
き
た
近
代
科
学
の
建
設
者
︑﹁
科
学
革
命
﹂
の
担
い
手
た
ち

は
︑
す
べ
て
職
人
の
技
術
的
実
践
に
関
心
を
持
ち
︑
そ
れ
を
高
く
評
価
す

る
︒
し
か
し
同
時
に
彼
ら
が
大
学
に
お
け
る
学
問
的
知
識
を
有
す
る
知
識
人

で
あ
っ
て
︑
そ
の
知
的
伝
統
に
十
分
な
知
識
を
持
っ
て
い
る
の
だ
が
︑
し
か

し
今
ま
で
の
ス
コ
ラ
の
議
論
や
単
な
る
形
式
的
数
学
に
は
満
足
し
な
い
︒
彼

ら
は
手
工
的
労
働
を
全
て
奴
隷
の
な
す
も
の
と
し
て
︑
自
ら
の
知
的
閑
暇
を

楽
し
ん
だ
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
で
は
な
く
︑
技
術
的
実
践
か
ら
遊
離
し
た
文

献
的
知
識
に
よ
る
弁
証
を
事
と
す
る
中
世
の
神
学
者
で
も
な
く
︑
ギ
リ
シ
ア

以
来
の
数
学
的
伝
統
と
︑
ル
ネ
サ
ン
ス
社
会
の
技
術
的
実
践
と
が
結
び
付
き

融
け
合
っ
て
︑
そ
こ
に
生
じ
た
新
し
い
タ
イ
プ
の
知
識
人
で
あ
る
︒
で
す
か

ら
︑
こ
れ
は
近
代
の
科
学
者
と
共
通
な
エ
ー
ト
ス
を
も
つ
も
の
で
す
︒
つ
ま

り
︑
合
理
的
な
も
の
と
経
験
的
な
も
の
を
結
び
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で

す
︒
だ
か
ら
︑
こ
の
近
代
の
科
学
者
の
原
型
が
こ
こ
の
﹁
科
学
革
命
﹂
に
よ

っ
て
初
め
て
出
始
め
た
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
︒
こ
の
方
向
が
そ
の
後

ど
ん
ど
ん
発
展
し
て
い
く
︒

こ
こ
で
少
し
比
較
的
考
察
を
し
て
み
る
と
︑
イ
ン
ド
で
は
ど
う
だ
っ
た

か
︒
イ
ン
ド
に
は
伝
統
的
カ
ー
ス
ト
制
度
が
あ
り
ま
し
た
︒
ず
っ
と
決
ま
っ

て
い
る
社
会
的
階
層
が
あ
る
ん
で
す
︒
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
だ
と
か
ク
シ
ャ
ト
リ

ヤ
と
か
︑
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
と
か
シ
ュ
ー
ド
ラ
と
か
︒
シ
ュ
ー
ド
ラ
の
や
る
こ
と

を
そ
の
上
の
人
は
や
っ
て
は
い
け
な
い
︒
で
す
か
ら
バ
ラ
モ
ン
は
も
っ
ぱ
ら

思
弁
的
な
考
え
を
展
開
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
︑
こ
の
二
つ
の
方
向
が

結
び
付
く
チ
ャ
ン
ス
が
な
か
っ
た
と
言
え
る
︒
だ
か
ら
何
か
の
階
層
で
数
学

や
天
文
学
が
発
展
し
た
り
︑
そ
れ
か
ら
ま
た
︑
職
人
の
間
の
技
術
的
な
蓄
積

が
あ
っ
て
も
︑
こ
う
い
う
近
代
科
学
を
生
み
出
す
契
機
は
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
う
ん
で
す
︒
そ
れ
は
難
し
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま

す
︒そ

れ
で
は
中
国
で
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
︒
中
国
で
は
伝
統
的
な
も
の
は
士

大
夫
の
科
学
で
す
︒
科
挙
の
試
験
を
受
か
っ
た
も
の
が
︑
学
者
の
典
型
な
ん

で
す
︒
だ
か
ら
四
書
五
経
の
こ
と
は
何
で
も
知
っ
て
い
る
し
︑
そ
れ
か
ら
科

学
の
本
も
書
き
ま
し
た
よ
ね
︒
確
か
に
﹃
九
章
算
術
﹄
と
か
︑﹃
周
髀
算
経
﹄

と
か
が
あ
り
ま
す
︒
だ
け
ど
や
は
り
彼
ら
は
監
督
者
の
立
場
で
す
︒
職
人
的
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二
六

実
験
か
ら
自
分
は
遊
離
し
て
い
る
︒
や
ら
せ
て
監
督
し
て
い
る
︒
ガ
リ
㆑
オ

は
職
人
を
監
督
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
︒
自
分
で
職
人
に
な
っ
て
や
る
わ
け

で
す
よ
︒
そ
う
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
は
や
は
り
な
い
︒

そ
れ
か
ら
中
国
に
は
も
う
ひ
と
つ
︑
方
士
の
科
学
と
い
う
も
の
が
あ
る
︒

方
士
と
い
う
の
は
︑
士
大
夫
と
は
違
っ
て
︑
科
挙
の
試
験
と
は
関
係
な
く
︑

そ
う
し
た
中
国
の
官
僚
制
か
ら
離
れ
て
い
る
︒
科
挙
の
試
験
に
失
敗
し
た
者

も
多
く
︑
あ
ん
な
政
府
の
使
い
物
に
な
っ
て
た
ま
る
か
と
い
う
人
も
い
た
と

思
う
︒
こ
の
方
士
は
︑
も
っ
と
自
然
と
直
接
に
交
わ
っ
て
︑
錬
金
術
や
な
ん

か
は
︑
こ
こ
で
発
展
す
る
︒
け
れ
ど
も
︑
こ
こ
に
は
合
理
的
科
学
の
伝
統
が

な
い
︒
ギ
リ
シ
ア
の
数
学
は
も
ち
ろ
ん
な
い
︒
数
学
は
あ
っ
て
も
神
秘
的
数

論
で
合
理
的
数
学
と
は
言
え
な
い
︒
だ
か
ら
単
な
る
生
の
経
験
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
︒
そ
こ
で
近
代
科
学
が
出
来
上
が
ら
な
か
っ
た
︒

問
題
は
イ
ス
ラ
ム
で
す
︒
イ
ス
ラ
ム
は
ど
う
な
ん
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と

で
︑
こ
れ
は
難
し
い
問
題
で
す
︒
イ
ス
ラ
ム
で
は
こ
の
結
合
が
可
能
で
は
な

か
っ
た
か
な
と
︑
私
は
思
う
ん
で
す
が
︑
し
か
し
︑
こ
う
い
う
こ
と
は
言

え
る
︒
イ
ス
ラ
ム
の
科
学
は
本
質
的
に
宮
廷
科
学
だ
っ
た
︒court science

で
す
︒
王
様
が
い
て
︑
王
様
が
余
裕
を
持
っ
て
い
る
と
︑
ハ
ー
ル
ー
ン
・
ア

ッ
・
ラ
シ
ー
ド
み
た
い
な
人
が
︑
天
文
学
や
数
学
を
や
ら
せ
る
わ
け
だ
︒
そ

こ
で
い
ろ
ん
な
科
学
が
発
展
し
ま
す
よ
ね
︒
し
か
し
そ
れ
は
宮
廷
科
学
の
中

だ
け
な
ん
で
す
︒
市
民
社
会
の
中
の
科
学
で
は
な
い
︒
こ
れ
が
や
は
り
両
者

の
自
由
な
結
合
を
難
し
く
し
た
と
い
う
こ
と
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
︒﹁
科
学

革
命
﹂
で
は
︑
知
識
人
も
職
人
も
平
等
な
相
互
作
用
を
行
う
︑
イ
タ
リ
ア
・

ル
ネ
サ
ン
ス
社
会
の
典
型
で
あ
る
市
民
社
会
こ
そ
︑
こ
の
形
成
の
必
須
の
条

件
で
あ
る
と
︑
私
に
は
思
わ
れ
る
ん
で
す
︒
こ
の
交
流
を
可
能
に
し
た
の
は

あ
の
イ
タ
リ
ア
市
民
社
会
で
︑
も
う
ど
っ
ち
も
平
等
で
︑
㆑
オ
ナ
ル
ド
・

ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
と
ガ
リ
㆑
オ
と
議
論
し
て
少
し
も
お
か
し
く
な
い
︒
全
然
︑

当
た
り
前
で
す
よ
︑
彼
ら
は
同
じ
市
民
な
ん
で
す
か
ら
︒

だ
か
ら
︑
こ
のcivil society

の
存
在
が
︑
そ
の
意
味
で
や
は
り
﹁
ル
ネ

サ
ン
ス
﹂
の
時
代
が
︑
そ
の
前
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

が
言
え
る
で
し
ょ
う
ね
︒﹁
科
学
革
命
﹂
は
重
要
だ
け
ど
︑
そ
れ
を
準
備
し
︑

条
件
を
整
え
た
ル
ネ
サ
ン
ス
の
市
民
社
会
の
形
成
と
い
う
も
の
が
や
は
り
重

要
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
︒

最
後
に
付
言
す
べ
き
は
︑
ベ
イ
コ
ン
︑
デ
カ
ル
ト
ら
に
よ
っ
て
形
成
さ

れ
た
近
代
科
学
が
︑
先
に
言
っ
た
よ
う
に
︑
自
然
の
支
配
と
所
有
を
目
指
し

た
﹁
力
と
し
て
の
科
学
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
︒
力
と
し
て
の
科
学
が
そ
こ
で
初

め
て
つ
く
ら
れ
た
︒
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
だ
け
豊
か
に
な
っ
た
︒
こ
れ

は
た
し
か
に
言
え
る
︒
し
か
し
同
時
に
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
︑
そ
の
力
が
︑
負

の
面
に
向
か
う
と
︑
環
境
破
壊
︑
生
態
系
の
攪
乱
︑
資
源
枯
渇
︑
核
の
脅

威
︑
等
々
は
今
や
わ
れ
わ
れ
の
問
題
に
な
っ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
起

こ
っ
て
い
る
︒
今
や
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
力
を
正
し
い
方
向
へ
と
導
い
て
ゆ
く
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一
二
七

方
途
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
︒
だ
か
ら
︑
そ
う
い
う
意
味
で
︑
私
は
第
六
の

根
本
的
変
革
と
し
て
﹁
環
境
革
命
﹂
と
い
う
こ
と
を
言
う
わ
け
で
す
ね
︒
こ

の
﹁
環
境
革
命
﹂
と
い
う
︑
新
た
な
時
代
に
今
や
わ
れ
わ
れ
は
入
っ
て
き
て

い
る
︒
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
未
来
は
単
に
科
学
革
命
↓
産
業
革
命
↓
情
報
革

命
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
流
れ
の
延
長
線
上
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
く
︑
新
し

い
文
明
的
変
革
が
今
や
必
要
と
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
に
大
き
な
転
換
が
や
は

り
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
と
い
う
こ
と
は
︑﹁
科
学
革
命
﹂
の
意
義
︑

価
値
︑
重
要
性
を
主
張
す
る
と
同
時
に
︑
今
や
そ
の
限
界
を
の
り
こ
え
て
ゆ

く
道
筋
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
︒
近
代
科
学
は
そ
う
い
う
︑
こ
の
生
き
た
地

球
の
保
全
︑
そ
の
上
に
お
け
る
生
命
体
の
維
持
に
反
り
が
合
わ
な
い
面
が
出

て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
同
時
に
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
︒
こ
の
よ
う

に
﹁
科
学
革
命
﹂
の
問
題
点
を
捉
え
て
い
る
人
は
科
学
史
家
の
な
か
に
は
ま

だ
い
な
い
︒
つ
ま
り
彼
ら
は
文
明
史
的
に
考
え
て
は
お
ら
ず
︑
こ
れ
を
科
学

の
な
か
の
事
件
だ
と
の
み
考
え
て
い
る
も
の
だ
か
ら
︒
最
近
に
出
た
﹁
科
学

革
命
﹂
の
本
を
読
ん
で
も
そ
う
い
う
意
識
が
な
い
よ
う
で
す
︒
こ
れ
は
ち
ょ

っ
と
ま
ず
い
か
な
と
い
う
こ
と
を
最
後
に
付
け
加
え
て
︑
終
わ
り
に
し
ま
し

ょ
う
︒
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