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序
　
　
言

明
治
四
十
四
年
八
月
中
東
北
帝
国
大
学
理
科
大
学
は
夏
季
休
業
に
際
し
て
学
術
講
演
会
を
催
す
、
教
授
す
る
処
の
学

科
は
数
学
科
の
み
な
り
し
が
、
余
其
の
一
部
を
分
担
し
て
講
演
の
題
目
を
「
初
等
幾
何
学
の
体
裁
」
と
す
。
聴
講
者
七

十
有
余
名
に
達
し
盛
会
な
り
し
。

本
篇
は
出
版
書
肆
の
請
に
依
り
其
の
講
演
を
速
記
せ
し
め
た
る
も
の
な
り
、
東
北
帝
国
大
学
理
科
大
学
は
其
時
　あ

た
か恰　も

創
設
の
期
間
に
あ
り
て
百
事
未
だ
整
頓
せ
ず
余
等
は
諸
般
の
事
務
に
関
し
て
極
め
て
繁
忙
な
り
し
、
　

し
か
の
み
な
ら
ず

加
之　
未
だ
繁
忙
と

な
ら
ざ
り
し
時
、
出
演
を
約
し
置
き
た
る
帝
国
教
育
会
及
び
高
知
県
教
育
会
の
夏
季
講
習
会
に
も
臨
席
せ
ざ
る
べ
か
ら

ざ
り
し
を
以
て
、
余
は
実
の
処
準
備
乏
し
き
講
演
を
な
す
よ
り
外
途
な
か
り
し
、
是
れ
極
め
て
遺
憾
な
り
し
が
又
止
む

を
得
ざ
る
次
第
な
り
し
。

今
此
の
速
記
録
を
読
み
如
何
に
も
其
内
容
の
蕪
雑
浅
薄
な
る
を
見
、
余
は
公
刊
を
躊
躇
す
る
も
の
な
る
が
他
日
更
に

之
れ
を
補
正
し
て
完
全
の
も
の
た
ら
し
め
ん
こ
と
を
期
し
、
　と兎　
も
　か

く角　
も
本
篇
を
出
版
せ
し
む
、
　も若　
し
本
篇
に
し
て
読
者

に
多
少
の
利
益
を
与
う
る
あ
ら
ば
そ
は
誠
に
僥
倖
な
り
と
云
わ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

　
明
治
四
十
五
年
二
月
十
日

仙
台
に
於
て

林
　
　
鶴
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第
一
講

夏
休
み
の
際
に
当
り
ま
し
て
わ
ざ
わ
ざ
お
集
ま
り
に
な
り
ま
し
た
御
熱
心
は
感
佩
の
至
り
に
堪
え
ま
せ
ぬ
。
　し

か然　
る
に

緒
言

私
の
不
才
の
為
め
、皆
さ
ん
が
期
待
せ
ら
る
る
様
な
有
益
な
る
講
義
を
致
す
と
云
う
こ
と
の
出
来
な
い
の
は
甚
だ
　は

じ愧　
入
っ

た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
大
学
の
創
設
の
際
で
非
常
に
忙
が
し
く
、
微
力
の
上
に
　な

お尚　
種
々
な
る
事
務
の
方
の
こ
と
が
沢
山

あ
り
ま
す
為
に
十
分
の
準
備
を
す
る
と
云
う
こ
と
も
出
来
兼
ね
ま
し
て
誠
に
申
訳
の
な
い
次
第
で
あ
り
ま
す
。
又
皆
さ

ん
の
中
に
は
御
経
験
の
方
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
講
習
と
い
う
も
の
は
、
非
常
に
是
れ
は
講
師
の
側
か
ら
考
え
て
や
り

に
く
い
。
甲
の
人
に
適
当
で
あ
る
こ
と
が
、
乙
の
人
に
必
し
も
適
当
で
な
い
と
云
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
も

其
の
辺
を
非
常
に
心
配
致
し
ま
し
た
。
皆
さ
ん
に
同
じ
程
度
に
於
て
都
合
の
好
い
と
云
う
様
な
風
に
話
を
す
る
と
云
う

こ
と
は
、
な
か
な
か
考
え
て
居
る
と
此
の
席
に
立
つ
こ
と
は
出
来
な
い
と
思
わ
れ
る
程
に
困
難
を
感
じ
ま
す
。
が
、
其

の
辺
は
　や已　
む
を
得
ま
せ
ぬ
。
或
場
合
に
は
甲
の
人
に
都
合
の
好
い
こ
と
も
あ
り
、
或
場
合
に
は
乙
の
人
に
都
合
の
好
い

こ
と
も
あ
る
と
云
う
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
が
、
其
の
辺
は
　

あ
ら
か
じ
予　
め
御
承
知
を
願
い
ま
す
。

私
が
お
話
を
致
し
ま
す
る
題
目
は
初
等
幾
何
学
の
体
裁
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
居
り
ま
す
。
純
粋
の
学
問
と
し
て
お

話
す
る
よ
り
も
、
　む

し寧　
ろ
、
多
く
の
御
方
は
教
育
に
従
事
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
ら
、
多
少
と
も
教
育
の

上
に
利
益
の
あ
る
側
の
諸
点
を
お
話
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
余
り
高
尚
な
こ
と
に
立
入
る
こ
と
は
避
け
ま
し
て
―
―
ま

た
そ
う
云
う
高
尚
な
こ
と
は
私
に
出
来
も
し
ま
せ
ぬ
が
、
卑
近
な
方
へ
、
卑
近
な
方
へ
と
向
け
て
お
話
致
し
ま
す
。
或

御
方
か
ら
は
、
そ
う
云
う
詰
ら
ぬ
こ
と
は
先
刻
承
知
で
あ
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
仙
台
ま
で
来
て
聴
く
積
り
で
は
な
か
っ
た

と
云
う
様
な
御
批
評
を
受
け
る
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
が
、
是
れ
亦
前
に
申
し
ま
し
た
通
り
、
講
習
の
困
難
な
る
点
で
あ
り

ま
し
て
、
何
と
も
　い

た
し
か
た

致
方　
は
あ
り
ま
せ
ぬ
で
、
　と兎　
に
　か

く角　
私
の
考
は
、
　な

る
べ

成
可　
く
卑
近
の
方
に
向
け
て
お
話
を
し
た
い
と
考
え

る
の
で
あ
り
ま
す
。
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　ま先　
ず
第
一
に
お
断
り
を
す
る
の
は
体
裁
と
云
う
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
あ
ま
り
今
迄
講
義
の
題
目
な
ど
に
或
る
学
問
の

体
裁
と
い
う
よ
う
な
言
葉
を
用
い
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ぬ
が
、
其
の
積
り
は
、
吾
々
が
初
等
幾
何
学
と
云
う
て
居
る
も
の

は
　い如　
　か何　
　よ

う様　
に
組
織
さ
れ
て
居
る
か
と
云
う
こ
と
に
付
て
お
話
を
す
る
つ
も
り
な
の
で
。
又
形
と
云
う
て
も
　よ

ろ宜　
し
い
。
体

裁
と
い
う
言
葉
の
代
り
に
形
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
も
　よ

ろ
し宜　か
ろ
う
、或
は
組
織
と
云
う
て
も
　よ

ろ
し宜　か
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ

の
幾
何
学
の
組
織
に
就
い
て
今
迄
度
々
諸
方
の
教
師
の
御
方
か
ら
質
問
せ
ら
れ
た
こ
と
が
沢
山
あ
り
ま
す
が
、
其
等
の

質
問
は
、
そ
の
質
問
を
発
せ
ら
れ
た
人
々
の
み
に
必
要
な
も
の
で
は
な
く
、
其
外
の
御
方
に
も
　や矢　
　は張　
り
必
要
な
こ
と
で

あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
中
等
学
校
の
教
員
の
御
方
で
、
時
々
こ
の
初
等
幾
何
学
の
組
織
に
付
て
疑
問
と
な
る
諸
点
が
あ

り
ま
す
。
例
え
ば
公
理
と
云
う
の
は
　い如　
　か何　
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
定
理
の
形
は
　い如　
　か何　
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
と
云
う
様

な
こ
と
に
付
て
問
題
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
う
云
う
問
題
を
取
集
め
て
多
少
順
序
を
立
て
て
お
話
致
し
た
い
と
考
え
る

の
で
あ
り
ま
す
。

　ま先　
ず
そ
う
云
う
こ
と
を
お
話
す
る
の
に
は
、一
応
幾
何
学
の
基
礎
土
台
と
い
う
も
の
は
　い如　
　か何　
に
し
て
築
き
上
げ
る
か
と

云
う
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
就
い
て
は
其
の
幾
何
学
の
基
礎
と
云
う
様
な
こ
と
を
研
究
す

る
に
参
考
す
れ
ば
利
益
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
書
物
を
　こ此　
　こ処　
に
挙
げ
ま
し
ょ
う
。
既
に
御
承
知
の
御
方
も
あ
り
ま
し
ょ

幾
何
学
の
基
礎
に

関
す
る
参
考
書

う
。
あ
ま
り
変
わ
っ
た
も
の
は
挙
げ
な
い
積
り
で
あ
り
ま
す
。

(1)

　D
ix
on

―
―T

h
e
fou

n
d
ation

s
of

geom
etory,

1801.

(2)

　V
oron

ese

―
―F

on
d
am

en
ti
d
i
G
eom

etria,
1891.

=
G
ru
n
d
zü
ge

d
er

G
eom

etrie,
1894.

(3)

　K
illin

g

―
―G

ru
n
d
lagen

d
er

G
eom

etrie,
1893–1895.

(4)

　K
ön

igsb
erger

―
―F

u
n
d
am

en
tal

p
rin

cip
les

of
m
ath

em
atics,

S
m
ith

on
ian

R
ep

ort,
1896.
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(5)

　R
u
ssell

―
―E

ssay
s
on

th
e
fou

n
d
ation

s
of

geom
etry,

1897.

(6)

　P
oin

caré

―
―O

n
th
e
fou

n
d
ation

s
of

geom
etry,

T
h
e
M
on

ist,
1898.

(7)

　H
ilb

ert

―
―G

ru
n
d
lagen

d
er

G
eom

etrie,
1899.

=
F
ou

n
d
ation

s
of

geom
etry,

1902.

(8)

　R
u
ssell

―
―T

h
e
p
rin

cip
les

of
m
ath

em
atics,

vol
I,
1903.

(9)
　W

ith
ors

―
―E

u
clid

’s
p
arallel

p
ostu

lates,
1904.

(10)

　S
eh
u
r

―
―G

ru
n
d
lagen

d
er

G
eom

etrie,
1909.

(11)

　F
ran

k
lan

d

―
―T

h
eories

of
p
arallelism

,
1910.

(12)

　W
h
iteh

ead
an

d
R
u
ssell

―
―P

rin
cip

ia
m
ath

em
atica,

vol
I,
1911.

ま
た
日
本
語
の
も
の
で
、

菊
池
博
士
著
　
初
等
幾
何
学
教
科
書
随
伴
幾
何
学
講
義
第
一
巻
及
び
第
二
巻

は
　も

と固　
よ
り
御
承
知
と
存
じ
ま
す
、

是
等
の
書
物
を
詳
細
に
掲
げ
出
し
ま
す
と
随
分
多
数
で
あ
り
ま
す
が
　ま先　
ず
是
れ
だ
け
で
止
め
ま
し
よ
う
、
私
の
つ
も

り
は
　こ此　
　こ処　
に
　こ斯　
う
云
う
種
類
の
書
物
の
完
全
な
表
を
作
り
上
げ
て
し
ま
う
の
で
は
決
し
て
な
い
。
唯
其
中
の
幾
つ
か
を

思
い
出
ず
る
ま
ま
に
並
べ
た
に
過
ぎ
ま
せ
ぬ
。
此
外
に
も
あ
り
ま
す
が
、
是
れ
だ
け
に
し
て
置
き
ま
し
ょ
う
。

幾
何
学
の
英
語
は
、
御
承
知
の
通
りG

eom
etry

と
申
し
ま
す
が
、
こ
の
ぜ
オ
メ
ト
リ
ー
と
い
う
意
義
は
、
是
れ
も
既

幾
何
学
の
字
義

に
知
ら
れ
て
い
る
通
りE

arth
’s
m
easu

re

陸
地
測
量
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
今
日
　い謂　
う
所
の
幾
何
学
と
い
う
も
の
は
陸

地
測
量
と
云
う
も
の
で
は
な
い
け
れ
共
、
元
は
そ
う
云
う
も
の
で
あ
る
。
　こ斯　
う
云
う
こ
と
は
外
の
学
問
に
も
よ
く
あ
る

こ
と
で
、
代
数
学
と
云
う
言
葉
で
も
、
今
吾
々
が
代
数
学
と
云
う
て
居
る
も
の
と
古
の
も
の
と
比
較
し
て
大
変
内
容
の

―― 3 ――



違
い
が
あ
る
。M

ath
em

atics

数
学
と
云
う
言
葉
も
、
も
と
を
　た

だ糾　
せ
ば
別
に
数
の
学
問
と
い
う
意
義
は
な
い
、
唯
知
識
と

云
う
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
ゼ
オ
メ
ト
リ
ー
の
意
義
は
、
よ
く
書
物
の
初
な
ど
に
書
い
て
あ
る
。
マ
セ
マ
チ
ッ
ク
ス
の
字

義
は
、
余
り
書
い
て
な
い
が
只
広
い
意
味
で
知
識
と
か
学
問
と
か
云
う
の
で
、
数
に
関
し
た
り
空
間
に
関
し
た
意
味
は

少
し
も
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
現
在
で
は
平
面
幾
何
学
と
立
体
幾
何
学
と
を
両
方
合
わ
せ
て
ゼ
オ
メ
ト
リ
ー
と
云
っ
て

居
り
ま
す
が
、
　ギ

リ
シ
ア

希
臘　
の
時
代
に
は
―
―
い
つ
で
も
と
は
限
り
ま
せ
ぬ
が
、
古
い
時
代
に
は
平
面
幾
何
学
ば
か
り
を
ゼ
オ

メ
ト
リ
ー
と
云
っ
て
居
っ
た
。
そ
れ
が
後
の
時
代
に
は
立
体
幾
何
学
を
も
含
ま
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
吾
々
は
単

に
ゼ
オ
メ
ト
リ
ー
と
云
え
ば
平
面
と
立
体
と
を
併
せ
て
指
し
て
居
る
。
　な

お尚　
吾
々
日
本
人
の
使
っ
て
居
る
幾
何
学
と
い
う

言
葉
は
ど
う
云
う
意
義
か
。
是
れ
も
御
承
知
の
御
方
が
沢
山
あ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
　ち

ょ
っ
と

一
寸　
添
え
て
置
き
ま
し
ょ
う
。

幾
何
学
と
い
う
の
はG

eom
etry

と
い
う
字
の
支
那
人
の
飜
訳
で
あ
り
ま
す
。
明
の
徐
光
啓
と
い
う
人
が
飜
訳
を
し
た
。

幾
何
と
云
う
字
は
イ
ク
バ
ク
と
使
う
の
で
、
支
那
人
も
　や矢　
　は張　
り
吾
々
の
云
う
様
な
意
味
に
使
っ
て
居
る
。
イ
ク
バ
ク
と

い
う
こ
と
が
数
に
関
係
し
て
居
る
か
ら
、
数
学
の
一
分
科
の
名
前
と
し
て
は
適
当
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
特
に
吾
々
の

　い謂　
う
幾
何
学
を
何
故
指
す
よ
う
に
な
っ
た
か
と
云
う
と
、
是
れ
は
支
那
人
に
読
ま
せ
る
と
発
音
が
似
て
居
る
か
ら
で
あ

り
ま
す
。
支
那
は
彼
の
様
に
大
き
な
国
で
あ
る
か
ら
処
々
に
依
っ
て
発
音
は
違
い
ま
す
が
、
通
例
は
キ
ー
ホ
ー
、
或
は

ケ
ー
ホ
ー
、
又
は
キ
ー
オ
ー
と
云
い
ま
す
。
そ
れ
が
ゲ
オ
と
云
う
の
と
似
て
居
る
。
そ
う
し
て
幸
に
数
の
こ
と
に
関
係

の
あ
る
　イ

ク
バ
ク

幾
何　
と
云
う
字
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
こ
で
即
ち
発
音
の
似
て
居
る
と
い
う
所
と
、
数
に
関
係
し
て
居
る
と
い

う
所
か
ら
、
そ
う
云
う
風
に
飜
訳
し
た
の
で
あ
る
、
と
云
う
の
が
説
で
あ
り
ま
す
。
其
外
に
も
或
は
説
が
あ
る
か
も
知

れ
ま
せ
ぬ
け
れ
ど
も
、
私
は
知
り
ま
せ
ぬ
。

吾
々
が
観
察
す
る
所
の
物
体
に
は
い
ろ
い
ろ
の
性
質
が
附
属
し
て
居
る
。
物
体
と
は
　い如　
　か何　
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
云

物
体
と
立
体

う
こ
と
も
問
題
で
あ
り
ま
す
が
、唯
今
そ
う
云
う
細
か
い
処
に
は
入
り
ま
せ
ぬ
。
又
其
の
性
質
と
は
　い如　
　か何　
な
る
も
の
で
あ
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る
か
と
云
う
こ
と
に
な
る
と
こ
れ
も
非
常
に
む
ず
か
し
い
。
物
体
と
い
う
も
の
が
な
く
っ
て
性
質
と
云
う
も
の
が
物
体

で
あ
る
と
か
、
物
体
と
云
う
も
の
が
あ
っ
て
性
質
が
出
来
る
と
か
。
そ
う
云
う
こ
と
は
略
し
ま
し
て
、
　と兎　
も
　か

く角　
も
吾
々
の

観
察
す
る
所
の
物
体
に
は
い
ろ
い
ろ
の
性
質
が
属
し
て
居
る
。
其
の
性
質
の
中
で
　い

ず何　
れ
を
研
究
の
目
的
と
す
る
か
。
い

ろ
い
ろ
の
性
質
が
あ
る
が
、
其
の
中
で
　い

ず何　
れ
を
研
究
の
対
象
に
す
る
か
。
と
云
う
こ
と
に
依
っ
て
　そ其　
　こ処　
に
い
ろ
い
ろ
の

学
問
が
出
来
る
。
幾
何
学
に
於
て
は
物
体
の
い
ろ
い
ろ
の
性
質
の
中
で
唯
其
の
形
、
大
さ
、
位
置
の
三
つ
に
付
て
の
み

注
目
し
て
、
其
外
の
性
質
は
毫
も
顧
み
な
い
の
で
あ
る
こ
と
は
御
承
知
の
通
り
で
あ
る
。
　し

か併　
し
其
の
形
、
大
さ
、
位
置
と

い
う
三
つ
の
も
の
が
是
れ
が
物
体
の
性
質
と
云
う
べ
き
も
の
か
ど
う
か
。
位
置
と
云
う
の
も
性
質
で
あ
る
、
大
さ
と
云

う
の
も
性
質
で
あ
る
、
形
と
云
う
の
も
性
質
で
あ
る
と
云
う
こ
と
に
付
て
は
疑
問
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
そ

れ
は
性
質
と
云
う
こ
と
が
　い如　
　か何　
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
云
う
こ
と
の
極
ま
っ
て
来
な
い
以
上
判
定
は
出
来
ま
せ
ぬ
。
そ

う
云
う
こ
と
が
問
題
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
　し

か併　
し
そ
れ
は
甚
だ
面
倒
な
問
題
に
な
り
ま
す
か
ら
、
　ま先　
ず
　こ此　
　こ処　
で
は
性
質

と
し
て
置
き
ま
し
て
、
あ
ま
り
其
の
事
に
付
て
は
深
入
は
致
し
ま
せ
ぬ
。

　と兎　
も
　か

く角　
も
形
と
大
さ
と
位
置
と
の
み
に
関
し
て
見
た
と
こ
ろ
の
物
体
。
是
れ
は
吾
々
は
立
体
と
称
え
て
居
る
。
物
体

と
云
う
の
は
実
在
し
て
居
る
け
れ
ど
も
、
立
体
と
云
う
も
の
は
存
在
し
て
居
る
の
で
は
な
い
。
数
学
を
組
織
す
る
に
当

り
て
そ
の
　い

ず何　
れ
の
部
分
を
も
貫
い
て
用
い
ら
れ
て
居
る
と
こ
ろ
の
心
の
働
き
は
抽
象
作
用A

b
straction

と
云
う
も
の
で

あ
る
。
そ
う
云
う
心
の
働
き
が
あ
る
。
随
っ
て
概
括
作
用G

en
eralization

と
云
う
も
の
が
終
始
用
い
ら
れ
て
居
る
。
抽

抽
象
と
概
象

象
作
用
と
概
括
作
用
と
は
、
違
う
の
は
違
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
其
の
違
い
の
こ
と
に
も
余
り
立
入
り
ま
す
ま
い
。
抽
象

と
云
っ
た
ら
ば
概
括
す
る
と
云
う
こ
と
に
な
る
と
云
う
こ
と
は
、
ざ
っ
と
分
る
。
抽
象
す
る
と
云
う
の
は
ま
ず
ざ
っ
と

こ
う
で
あ
る
。
　こ此　
　こ処　
に
或
物
が
あ
っ
て
、
其
の
物
に
は
要
素
或
は
性
質
と
云
う
も
の
が
五
つ
あ
る
と
す
る
。
其
中
の
二

つ
だ
け
捨
て
る
。
即
ち
色
と
か
堅
さ
な
ど
を
捨
て
る
。
そ
う
す
る
と
或
具
体
的
の
も
の
か
ら
違
っ
た
も
の
が
心
の
作
用
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で
造
ら
る
る
と
云
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
云
う
も
の
は
元
の
二
つ
の
属
し
て
居
っ
た
も
の
よ
り
も
、
制
限
が
な
く
な
っ

た
一
般
的
の
も
の
と
云
わ
れ
る
。
抽
象
と
云
う
こ
と
と
概
括
と
云
う
こ
と
と
は
、
や
か
ま
し
く
云
う
と
違
っ
た
所
が
あ

る
け
れ
ど
も
又
よ
く
似
た
所
は
あ
る
。
そ
の
抽
象
作
用
と
概
括
作
用
と
云
う
も
の
が
数
学
を
貫
い
て
居
る
。
こ
の
心
の

働
き
が
な
く
し
て
は
、
数
学
と
云
う
も
の
を
組
立
て
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
今
現
に
物
体
と
云
う
も
の
か
ら
立
体
と
云

う
概
念
を
得
る
と
云
う
の
が
其
れ
で
あ
る
。
　し

か然　
の
み
な
ら
ず
幾
何
学
で
　い謂　
う
物
体
な
る
も
の
は
、
そ
れ
は
物
体
か
ら
出

た
も
の
に
違
い
あ
り
ま
せ
ぬ
が
、
普
通
に
人
々
が
考
え
て
居
る
よ
り
も
　な

お尚　
一
層
激
し
い
抽
象
作
用
を
施
し
て
居
り
ま
す
。

　た
だ唯　

形
と
大
さ
と
位
置
と
の
み
に
付
て
や
る
ぞ
と
、
そ
う
云
う
こ
と
に
極
ま
っ
た
よ
う
に
云
い
ま
す
が
、
そ
う
云
う
こ
と

よ
り
一
層
激
し
い
こ
と
を
や
っ
た
。
例
え
ば
　こ

こ茲　
に
立
方
体
と
云
う
言
葉
を
使
っ
て
居
る
。
立
方
体
と
云
う
の
は
一
つ
の

立
体
で
あ
る
が
、
其
の
立
方
体
の
　ま

ま儘　
の
物
体
は
無
論
あ
り
ま
せ
ぬ
が
、
其
の
立
方
体
に
色
と
か
堅
さ
と
か
云
う
他
の
あ

ら
ゆ
る
性
質
を
附
加
え
た
も
の
が
あ
る
か
と
云
う
と
、
そ
れ
も
な
い
。
逆
に
戻
し
て
立
方
体
の
通
り
の
形
を
も
っ
て
居

る
物
体
が
あ
る
か
と
云
う
に
あ
り
ま
せ
ぬ
。
　い謂　
う
の
は
、
鐵
の
　キ

レ片　
に
し
て
も
石
の
片
に
し
て
も
、
そ
れ
を
以
て
立
方
体

と
云
う
も
の
を
　こ

し
ら拵　え
て
あ
ら
ん
限
り
の
力
を
　つ

く盡　
し
て
十
分
に
其
面
を
磨
い
て
又
其
の
　カ

ド角　
を
四
角
に
し
た
と
す
る
、
さ
て

其
の
面
は
人
の
眼
で
見
た
ら
ば
滑
ら
か
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
又
分
度
器
で
測
っ
た
ら
其
の
角
は
直
角
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
幾
何
学
で
云
う
通
り
の
完
全
な
平
面
で
囲
ま
れ
て
居
り
、
又
完
全
な
直
角
が
　そ其　
　こ処　
に
出
来
て
居
る

と
云
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
で
あ
る
か
ら
　た

だ唯　
形
と
大
さ
と
位
置
と
に
付
て
や
る
と
云
っ
て
も
、
実
際
の
形
に
付
て
や
っ

て
居
る
か
ど
う
か
分
ら
な
い
。
い
や
や
っ
て
居
る
の
で
は
な
い
。
物
体
か
ら
其
の
堅
さ
と
か
色
と
か
云
う
も
の
を
抜
い

た
も
の
を
や
る
と
云
う
け
れ
ど
も
、
其
れ
以
上
に
激
し
い
抽
象
作
用
を
施
し
て
居
る
。
そ
う
云
う
も
の
を
取
去
っ
た
ま

ま
の
も
の
は
取
扱
わ
な
い
。
そ
う
云
う
ま
ま
の
も
の
で
は
立
体
と
い
う
も
の
が
出
来
な
い
。
出
来
て
も
そ
れ
は
極
め
て

不
規
則
な
形
の
立
体
で
学
問
の
力
の
及
ば
ぬ
も
の
で
学
問
に
は
か
か
ら
な
い
。
非
常
に
規
則
正
い
形
の
も
の
で
な
け
れ
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ば
学
問
の
力
の
及
ぶ
所
で
な
い
。
現
在
目
の
前
に
あ
る
よ
う
な
不
規
則
な
形
の
も
の
に
依
っ
て
は
学
問
は
　な

り
た
成
立　
た
な
い
。

学
問
の
領
域
と
云
う
の
は
非
常
に
情
け
な
い
も
の
で
あ
る
。
非
常
に
規
則
正
し
い
よ
う
な
も
の
を
自
分
自
身
に
組
立
て

て
置
い
て
、
実
際
と
は
離
れ
て
そ
う
云
う
も
の
を
心
の
作
用
に
依
っ
て
組
立
て
て
置
い
て
、
其
れ
に
就
い
て
学
問
を
組

立
て
る
と
云
う
こ
と
に
な
る
。
其
故
に
そ
の
学
問
を
応
用
す
る
時
分
は
ど
う
で
あ
る
か
と
云
う
と
、
応
用
は
出
来
な
い

の
が
至
当
だ
と
云
う
て
も
　よ

ろ
し宜　い
位
で
あ
る
。
人
は
学
問
の
応
用
な
ん
と
云
う
け
れ
ど
も
、
学
問
は
応
用
が
出
来
ぬ
と
云

う
の
が
至
当
だ
と
も
云
え
る
。
何
故
か
と
云
う
と
、
幾
何
学
で
も
何
で
も
、
学
問
の
基
礎
と
い
う
も
の
は
、
実
在
し
て

居
る
も
の
其
者
を
取
扱
う
の
で
な
い
。
物
理
学
者
や
化
学
者
か
ら
言
え
ば
或
は
其
の
見
解
が
違
う
か
も
知
れ
ぬ
が
、
恐

ら
く
は
そ
う
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
実
在
し
て
居
る
も
の
か
ら
、
多
く
は
抽
象
作
用
概
括
作
用
と
云
う
も
の
に
依
っ
て
組

立
て
た
理
想
的
の
も
の
。
そ
の
理
想
的
の
も
の
に
就
い
て
学
間
を
す
る
こ
と
は
出
来
る
が
、
そ
う
云
う
も
の
に
就
い
て

組
立
て
た
学
問
は
之
を
元
に
戻
し
て
実
際
の
場
合
に
当
嵌
め
る
こ
と
が
出
来
る
か
と
云
う
と
、
其
の
時
分
に
は
、
困
難

ど
こ
ろ
で
は
な
い
、
当
嵌
ま
ら
ぬ
様
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
致
し
方
は
な
い
、
そ
う
な
る
の
が
当
然
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

幾
何
学
か
ら
物
体
を
観
察
す
る
と
き
に
は
、
其
の
物
体
の
占
有
し
て
居
る
空
間
の
部
分
と
云
う
も
の
を
考
え
る
こ
と

空
間
の
概
念

が
甚
だ
緊
要
で
あ
る
。
其
の
空
間
の
部
分
と
云
う
も
の
が
即
ち
　さ

き曩　
に
云
う
所
の
物
体
の
形
、
大
さ
、
及
び
位
置
と
い
う
こ

と
に
緊
密
な
る
関
係
を
有
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
其
故
に
幾
何
学
の
基
礎
を
確
乎
た
ら
し
む
る
に
は
空
間
と
は
　い如　
　か何　
な

る
も
の
で
あ
る
か
と
云
う
こ
と
を
研
究
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
大
問
題
で
あ
る
。
数
学
者
ば
か
り
で
な

し
に
、
殆
ど
　す

べ凡　
て
の
哲
学
者
が
此
の
問
題
に
就
い
て
は
昔
か
ら
苦
心
を
し
て
居
る
。
吾
々
は
、
曖
昧
で
は
あ
る
け
れ
ど

も
何
人
と
　い

え
ど雖　も
空
間
を
認
識
す
る
と
云
う
こ
と
は
出
来
る
。
　し

か併　
し
、
　い如　
　か何　
な
る
も
の
で
あ
る
や
と
云
う
問
に
明
答
す
る

こ
と
は
至
っ
て
難
い
の
で
あ
る
。
只
子
供
の
時
分
か
ら
、
い
つ
と
は
な
し
に
空
間
の
慨
念
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

居
る
。
ど
う
い
う
も
の
だ
と
尋
ぬ
れ
ば
、
手
を
拡
げ
て
空
間
を
撫
で
る
様
に
し
て
　こ斯　
う
云
う
も
の
だ
と
い
う
様
な
パ
ッ
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と
し
た
こ
と
に
な
っ
て
居
る
。
　た

だ唯　
物
体
の
存
在
す
る
の
を
見
て
空
間
の
観
念
を
得
る
様
に
な
っ
た
の
で
あ
る
と
、
　こ斯　
う

云
う
て
居
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
各
個
人
の
脳
中
に
認
め
ら
れ
た
空
間
の
概
念
と
云
う
も
の
は
皆
違
う
か
も

知
れ
ぬ
。
私
な
ら
私
の
脳
中
に
考
え
て
居
る
空
間
と
云
う
の
と
、
あ
な
た
方
の
脳
中
に
考
え
て
居
る
空
間
と
云
う
の
と

違
う
か
も
知
れ
ぬ
。
其
故
に
幾
何
学
を
建
設
す
る
に
就
い
て
は
、
自
己
が
認
識
し
た
空
間
の
性
質
を
出
来
る
限
り
陳
述

し
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
空
間
の
観
念
の
要
素
と
云
う
て
も
　よ

ろ
し宜　か
ろ
う
。
空
間
の
観
念
に
は
い
ろ
い
ろ
の
要
素
が
あ
る
。

其
の
要
素
と
云
う
も
の
を
出
来
る
限
り
陳
述
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　し

こ
う而　し
て
此
の
　ご

と如　
き
陳
述
は
、
単
に
自
己

の
認
識
し
た
空
間
の
性
質
で
あ
る
と
云
う
こ
と
に
止
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
他
人
の
認
識
し
た
空
間
の
性
質
で
な
い
か
も

知
れ
ぬ
。
一
致
す
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
一
致
す
る
か
一
致
し
な
い
か
と
云
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
証
明
も
何
も
出
来
る
も

の
で
な
い
。
そ
う
し
て
此
の
　ご

と如　
き
空
間
の
性
質
に
関
す
る
陳
述
と
云
う
も
の
は
、
初
等
幾
何
学
に
於
て
、
其
の
中
の
或

者
は
述
べ
ら
れ
て
居
る
。
或
者
は
述
べ
ら
れ
ず
に
居
る
。
　も若　
し
其
れ
が
述
べ
ら
れ
て
居
る
な
ら
ば
、
多
く
は
公
理
と
云

う
も
の
の
中
に
述
べ
ら
れ
て
居
る
。
初
等
幾
何
学
は
完
全
な
る
演
繹
法
に
依
っ
て
組
立
て
ら
れ
た
も
の
と
昔
か
ら
云
わ

れ
て
居
る
に
　か

か
わ拘　ら
ず
、
其
の
基
礎
の
所
に
は
欠
点
が
あ
る
。
今
現
に
用
い
て
居
る
空
間
に
関
す
る
公
理
に
就
い
て
は
曖

昧
な
所
が
沢
山
に
残
さ
れ
て
居
る
。

　し
か
し併　な
が
ら
　こ

こ茲　
に
一
言
し
て
置
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
初
等
幾
何
学
を
組
立
て
る
時
分
に
、
一
箇
の
学
問
と
し
て
学
者

純
正
学
術
と
し
て

の
幾
何
学
と
教
育

上
の
幾
何
学
と
の

相
違

が
要
求
す
る
程
そ
れ
に
完
全
な
る
論
理
的
基
礎
を
与
え
て
置
く
べ
き
か
ど
う
か
と
云
う
こ
と
と
、
教
育
上
か
ら
観
た
幾

何
学
の
取
扱
方
に
於
て
築
く
べ
き
基
礎
は
　い如　
　か何　
　よ

う様　
に
し
た
ら
　よ

ろ
し宜　い

か
と
云
う
こ
と
と
は
別
問
題
で
あ
る
と
云
う
こ
と
を

注
意
せ
ん
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
時
々
普
通
の
教
科
書
に
あ
る
幾
何
学
の
理
論
に
関
し
て
教
師
が
其
の
欠
点
を
挙
げ
る
。
　こ斯　

う
云
う
処
に
理
論
の
抜
目
が
あ
る
と
云
う
て
之
を
挙
げ
る
と
云
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
教
師
自
身
の
学
問
研
究
と
し

て
は
至
極
必
要
な
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
其
の
研
究
の
結
果
を
ば
直
に
生
徒
に
対
し
て
述
べ
る
と
云
う
こ
と
は
、
教
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育
上
か
ら
見
て
は
非
常
な
害
が
あ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
害
に
な
ら
ぬ
場
合
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
時
に
依
っ
て

は
余
り
面
倒
な
こ
と
を
言
立
て
て
生
徒
を
困
ら
す
こ
と
が
あ
る
。
教
師
自
身
と
　い

え
ど雖　も

　よ
う
や漸　く

気
が
着
い
た
こ
と
。
今
ま
で

長
年
気
の
着
か
な
か
っ
た
も
の
が
初
め
て
気
着
い
た
こ
と
。
そ
れ
を
翌
日
　た

だ
ち直　に

生
徒
に
向
っ
て
　の陳　
べ
る
と
云
う
こ
と
は

非
常
な
害
に
な
る
場
合
が
あ
る
。
教
師
の
方
か
ら
云
う
と
其
の
　あ

い
て
対
手　
は
生
徒
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
其
の
生
徒
の
学
力
に

応
じ
た
程
度
に
於
て
理
論
的
完
全
を
望
む
べ
き
で
あ
る
。
む
や
み
に
学
者
が
要
求
す
る
　だ丈　
け
の
こ
と
を
望
ん
で
は
な
ら

ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。

　さ
き曩　

に
言
う
た
通
り
、
空
間
の
観
念
が
既
に
各
人
異
な
る
か
も
知
れ
ぬ
、
同
じ
か
も
知
れ
ぬ
が
、
各
人
異
な
る
か
も
知
れ

ぬ
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
其
の
空
間
の
観
念
を
基
礎
と
し
て
構
成
せ
ら
れ
た
幾
何
学
は
、
そ
れ
は
又
種
々
雑
多
な
組
織

又
は
形
の
も
の
で
あ
っ
て
妨
げ
の
な
い
訳
で
あ
る
。
こ
う
云
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
即
ち
幾
何
学
は
一
つ
で
な
い
。

い
ろ
い
ろ
の
幾
何
学
が
　そ其　
　こ処　
に
出
来
て
来
て
一
向
　さ

し
つ
か
え

差
支　
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
い
ろ
い
ろ
の
幾
何
学
の
中
で
、
教
育

上
、
或
は
人
間
の
現
在
の
生
活
に
向
っ
て
　い

ず何　
れ
が
最
も
適
切
で
あ
る
か
と
云
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
又
別
に
判
断
を
加
う

べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
問
題
が
違
っ
て
来
ま
す
。

次
に
通
例
多
く
の
人
に
依
っ
て
許
さ
れ
た
空
間
の
性
質
を
二
三
述
べ
て
見
ま
し
ょ
う
。
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第
二
講

前
講
の
　し

ま
い
仕
舞　
は
、
空
間
の
二
三
の
性
質
を
挙
げ
よ
う
、
通
例
の
人
は
空
間
に
付
て
　い如　
　か何　
な
る
考
を
も
っ
て
居
る
か
、
其

空
間
の
性
質

の
い
ろ
い
ろ
な
る
性
質
の
中
で
二
三
挙
げ
て
見
よ
う
。
　こ斯　
う
云
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。

第
一
は
、
空
間
は
分
つ
こ
と
が
出
来
る
と
云
う
こ
と
を
誰
も
考
え
て
居
る
。
既
に
今
迄
に
於
て
も
空
間
の
部
分
と
云

第
一
、空
間
は
分
ち

得

う
様
な
こ
と
を
言
い
ま
し
た
が
、
空
間
の
部
分
と
云
う
こ
と
を
用
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
既
に
分
つ
こ
と
が
出
来
る
も

の
と
考
え
て
居
る
に
相
違
な
い
。
こ
れ
は
何
人
も
疑
を
容
れ
ぬ
所
で
有
ま
し
ょ
う
。
第
二
に
は
、
空
間
は
英
語
で
云
い

ま
す
とh

om
ogen

eou
s

オ
モ
ゲ
ン
で
あ
る
と
云
い
一
様
等
勢
で
あ
る
と
云
っ
て
居
る
。
是
れ
は
前
の
第
一
の
様
に
は
説

明
の
　し

や
す

仕
易　
い
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
空
間
の
中
に
一
つ
の
立
体
を
仮
想
す
る
。
即
ち
空
間
の
部
分
を
仮
想
す
る
。
ど
れ

程
で
も
　よ

ろ
し宜　い

か
ら
空
間
の
部
分
を
仮
想
し
て
、
　し

こ
う而　し

て
更
に
他
の
位
置
に
於
て
是
れ
と
同
形
同
大
の
立
体
を
仮
想
す
る
。

　す
な
わ乃　ち
其
の
二
つ
の
立
体
は
、
位
置
に
於
て
異
な
る
ば
か
り
で
あ
っ
て
其
他
は
少
し
も
異
な
る
所
は
な
い
。
　こ斯　
う
云
う
風

に
考
え
る
。
其
時
に
、
甲
の
立
体
の
占
有
し
て
居
る
空
間
の
組
織
（
組
織
と
い
う
言
葉
が
既
に
妙
な
こ
と
で
、
組
織
と
は

ど
う
云
う
も
の
で
あ
る
か
と
云
う
様
に
先
き
か
ら
先
き
に
疑
問
が
起
る
が
、
そ
れ
は
　や已　
む
を
得
な
い
）
が
乙
の
立
体
の
占

有
し
て
居
る
空
間
の
組
織
と
全
く
同
一
で
あ
る
、
少
し
も
変
る
所
は
な
い
。
随
っ
て
其
の
空
間
に
於
て
は
一
つ
の
立
体

を
　い

ず何　
れ
の
方
向
（
方
向
と
云
う
こ
と
も
な
か
な
か
や
か
ま
し
い
こ
と
で
、
本
当
は
ど
う
云
う
も
の
で
あ
る
か
と
問
わ
れ

る
と
非
常
に
窮
す
る
が
、
　ま先　
ず
通
例
の
意
味
で
使
っ
て
行
く
）
に
向
っ
て
も
動
か
さ
る
る
為
め
に
、
同
じ
有
様
に
於
て
運

動
せ
し
む
る
こ
と
が
出
来
る
。
例
え
ば
抵
抗
が
あ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
ど
っ
ち
へ
突
い
て
も
抵
抗
は
同
じ
で
あ
っ
て
更

に
変
り
は
な
い
。
　こ斯　
う
云
う
風
に
考
え
る
。
つ
ま
り
ザ
ッ
と
通
俗
的
に
言
え
ば
、
空
間
の
中
に
ブ
ツ
ブ
ツ
の
塊
り
が
な

い
。
　こ斯　
う
考
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。
此
の
こ
と
で
も
　や矢　
　は張　
り
前
回
言
い
ま
し
た
抽
象
的
の
結
果
で
そ
う
云
う
風
に
言
う

の
で
あ
り
ま
す
。
実
は
吾
々
の
実
際
に
見
て
居
る
と
こ
ろ
の
空
間
と
云
う
も
の
は
処
々
で
ブ
ツ
ブ
ツ
が
あ
る
。
変
っ
た
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も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
処
々
で
組
織
が
変
っ
て
居
る
と
云
う
て
も
　よ

ろ
し宜　い
。
或
処
に
は
物
体
が
あ
る
、
或
処
に
は
物
体
が

な
い
と
云
う
様
な
風
に
な
っ
て
居
る
。
い
う
様
な
処
か
ら
考
え
て
、
人
の
脳
中
に
は
今
言
う
た
様
な
極
く
一
様
等
勢
な

空
間
が
其
の
　ま

ま儘　
存
在
し
て
居
る
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
取
扱
い
に
く
い
の
で
、
そ
う
云
う
空

間
を
仮
想
す
る
。（
空
間
は
オ
モ
ゲ
ン
な
る
外
に
イ
ソ
ト
ロ
ッ
プisotorop

ic

な
り
と
も
云
わ
る
、
そ
れ
等
の
こ
と
は
ポ

ア
ン
カ
レ
ー
原
著
拙
訳
「
科
学
と
臆
説
」
第
七
十
頁
及
び
其
他
の
頁
を
参
照
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
望
む
）。
第
三
は
、
空
間

第
三
、空
間
は
連
続

的
な
り

は
連
続
的con

tin
u
ou

s

で
あ
る
。
こ
の
連
続
的
と
云
う
こ
と
も
　ち

ょ
っ
と

一
寸　
言
い
表
わ
す
の
に
困
り
ま
す
が
、
空
間
の
中
に
一

つ
の
点
を
　え

ら択　
ぶ
と
い
う
と
、
是
れ
に
　い如　
　か何　
程
近
い
点
で
も
を
　い

ず何　
れ
の
方
向
に
も
　え

ら択　
ぶ
こ
と
が
出
来
る
。
元
の
点
の
周
囲

な
ら
ば
ど
ち
ら
の
方
向
で
も
、
四
方
八
方
　い如　
　か何　
程
近
い
点
で
も
を
　え

ら択　
ぶ
こ
と
が
出
来
る
。
　こ斯　
う
云
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

け
れ
ど
も
、
是
れ
で
　ち

ょ
っ
と

一
寸　
満
足
し
て
居
っ
て
　よ宜　
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
実
は
そ
う
で
な
い
。
例
え
ば
一
つ
の
有
理
数
を
取

る
と
、
其
れ
に
　い如　
　か何　
程
で
も
近
い
有
理
数
を
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
　し

か
し併　な
が
ら
其
の
間
に
又
無
理
数
と
い
う
よ
う
な
数

が
横
わ
っ
て
居
る
と
云
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
果
し
て
吾
々
の
考
え
て
居
る
通
り
の
連
続
と
い
う
こ
と
が
今
言
う
た
言

葉
で
表
わ
さ
れ
る
か
ど
う
か
分
ら
な
い
。
　い如　
　か何　
程
で
も
近
い
と
い
う
言
葉
は
都
合
の
好
い
言
葉
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
　い如　

　か何　
程
近
く
　え

ら択　
ん
で
見
て
も
又
其
の
間
へ
ま
で
一
歩
進
ん
で
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
、
其
れ
　だ丈　
け
で
満
足
が
出
来
ぬ

と
云
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
か
ら
、
も
っ
と
言
葉
は
悪
い
け
れ
ど
も
、
或
場
処
に
於
て
断
絶
す
る
こ
と
が
な
い
と
云
う

こ
と
だ
と
云
う
て
居
る
。
け
れ
ど
も
、
断
絶
す
る
こ
と
が
な
い
と
云
え
ば
、
そ
れ
は
　な

お尚　
更
悪
い
言
葉
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

次
に
空
間
は
無
限
で
あ
る
。
　こ斯　
う
云
う
風
に
誰
も
思
っ
て
居
る
。
即
ち
　い

ず何　
れ
の
方
向
に
進
行
し
て
も
元
の
位
置
に
は

第
四
、空
間
は
無
限

な
り

還
ら
な
い
と
云
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
　い

ず何　
れ
の
方
向
に
進
行
し
て
行
っ
て
も
　ま復　
た
元
の
位
置
に
還
っ
て
来
る
こ
と

は
な
い
、
ズ
ン
ズ
ン
先
へ
行
く
こ
と
が
出
来
る
。
通
例
は
直
線
に
関
す
る
公
理
と
し
て
認
め
ら
れ
て
居
る
も
の
で
あ
る
。

直
線
は
之
を
雙
方
へ
極
ま
り
な
く
延
長
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
　こ斯　
う
云
う
て
あ
る
。
そ
の
と
き
別
に
空
間
と
い
う
言
葉
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を
使
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
其
れ
に
当
り
ま
す
。
こ
の
極
ま
り
な
く
延
長
す
る
と
云
う
こ
と
も
大
抵
は
そ
れ
で
頷
い
て

居
る
。
無
論
中
学
校
の
生
徒
に
教
ゆ
る
時
分
な
ど
に
は
其
れ
で
　よ能　
く
分
っ
て
居
る
け
れ
ど
も
、
極
ま
り
な
く
延
長
す
る

と
云
う
の
に
は
、
例
え
ば
直
線
が
あ
っ
て
、
或
長
さ
を
取
る
。
一
尺
な
ら
一
尺
に
取
る
。
又
其
次
に
一
尺
取
る
。
又
其

次
に
一
尺
取
る
と
云
う
様
に
し
て
延
ば
し
て
行
く
。
恐
ら
く
そ
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
唯
極
ま
り
な
い
度
数
を
重
ね

る
と
云
う
だ
け
で
あ
っ
て
見
る
と
、
初
に
一
尺
其
次
に
は
等
比
級
数
で
進
ん
で
半
尺
、
其
又
次
に
は
四
分
の
一
尺
を
進

む
と
云
う
こ
と
に
な
る
と
、
極
ま
り
な
く
延
長
し
て
居
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
吾
々
の
思
想
と
は
合
わ
な
い
こ
と
に
な

る
。
　ち

ょ
っ
と

一
寸　
考
え
る
と
、
極
ま
り
な
く
延
長
と
云
う
の
で
　よ宜　
さ
そ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
今
言
う
様
に
考
え
る
と
是
れ
だ

け
で
は
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
延
ば
す
に
は
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
吾
々
の
頭
の
内
に
考
え
て
居
っ
た
直
線
の
無

限
の
長
さ
と
云
う
も
の
と
は
違
う
こ
と
が
出
来
ま
す
。
是
れ
も
少
し
細
か
に
考
え
た
ら
説
明
を
要
す
る
こ
と
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。

其
の
次
は
、
空
間
は
三
次
元
を
有
す
る
。th

ree
d
em

en
sion

al

で
あ
り
ま
す
。
三
つ
の
次
元
を
有
す
る
と
云
う
こ
と

第
五
、空
間
は
三
次

元
を
有
す

を
云
っ
て
居
る
。
吾
々
が
通
例
認
識
し
て
居
る
と
こ
ろ
の
空
間
中
に
あ
る
立
体
は
長
さ
と
、
厚
さ
と
、
幅
と
を
も
っ
て

居
る
。
是
れ
は
時
々
疑
問
に
な
る
。
そ
の
厚
さ
、
長
さ
、
幅
と
い
う
こ
と
が
分
ら
な
い
。
　ち

ょ
う
ど

丁
度　
立
方
体
で
あ
れ
ば
其
等

が
　よ能　
く
分
る
が
、
極
く
不
規
則
な
も
の
、
或
は
球
と
云
う
様
な
も
の
で
あ
る
と
長
さ
、
厚
さ
、
幅
と
云
う
こ
と
が
む
ず

か
し
く
な
る
。
や
か
ま
し
い
言
葉
で
言
う
た
な
ら
ば
、
吾
々
の
認
識
し
て
居
る
空
間
の
中
の
一
点
の
位
置
は
　い如　
　か何　
　よ

う様　
な

る
方
法
を
以
て
し
て
も
三
つ
の
数
を
要
す
る
と
云
う
の
で
あ
る
。

　な
お尚　

此
の
外
に
も
空
間
の
性
質
は
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
元
来
前
に
も
言
い
ま
し
た
通
り
、
吾
人
が
概
念
せ
る
空
間

空
間
の
性
質
の
変

更

の
あ
ら
ゆ
る
性
質
を
挙
げ
る
と
云
う
こ
と
は
到
底
不
可
能
の
こ
と
で
あ
る
。
　も若　
し
　そ其　
　こ処　
に
五
つ
な
り
十
な
り
の
空
間
の

性
質
を
並
べ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
吾
々
の
脳
中
に
も
っ
て
居
っ
た
空
間
の
概
念
と
は
違
う
空
間
を
規
定
す
る
こ
と
に
な
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る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
又
上
に
述
べ
ま
し
た
の
は
、
通
例
認
め
ら
る
る
所
の
空
間
の
性
質
の
陳
述
で
あ
る
、
即
ち
空

間
に
関
す
る
公
理
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
何
人
も
真
で
あ
る
と
合
点
す
る
こ
と
の
出
来
る
性
質
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
疑

え
ば
疑
う
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
も
な
い
。
空
間
は
一
様
等
斉
で
な
い
、
ヘ
テ
ロ
ゲ
ンh

eterogen
eou

s

で
あ
る
と
見

て
も
一
つ
の
幾
何
学
を
作
る
こ
と
が
出
来
る
。
例
え
ば
縦
横
に
直
線
を
引
い
て
、
そ
の
横
線
に
平
行
に
左
右
に
動
か
す

こ
と
は
、
そ
れ
は
　い

ず何　
れ
の
部
分
で
動
か
し
て
も
同
様
で
変
わ
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
上
下
に
向
け
て
動
か
す
時
分
に
は
其

の
有
様
が
左
右
に
横
に
動
か
す
の
と
非
常
に
違
う
と
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
空
間
の
中
の
組
織
の
　あ

ん
ば
い

塩
梅　
で
は
違
っ
て

来
る
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
う
云
う
空
間
も
想
像
の
出
来
ぬ
こ
と
は
な
い
。
そ
う
云
う
こ
と
を
し
て
悪
い
と
云
う

こ
と
は
、
誰
も
言
う
こ
と
が
出
来
な
い
。
例
え
ば
一
つ
の
正
方
形
を
右
左
に
動
か
す
と
き
に
は
其
の
形
ち
に
少
し
も
影

響
な
け
れ
ど
も
、
上
下
に
動
か
す
と
き
に
は
例
え
ば
上
に
動
か
せ
ば
動
か
す
程
、
其
の
長
さ
は
変
わ
ら
ぬ
が
幅
が
段
々

短
か
く
な
る
と
仮
定
す
る
こ
と
も
出
来
る
。

第一図　

又
空
間
が
無
限
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
あ
る
、随
っ
て
直
線
は
極
ま
り
な

く
延
長
す
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
あ
る
と
云
う
こ
と
を
云
っ
て
居
る
が
、

既
に
学
者
の
組
立
て
た
或
種
の
幾
何
学
に
於
て
は
、
直
線
の
長
さ
は
必
し

も
無
限
で
な
い
、
有
限
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
。
又
空
間
は
四

次
元
以
上
を
も
っ
て
居
る
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
云
う
空

間
を
仮
想
し
て
其
の
空
間
に
於
け
る
幾
何
学
を
組
立
て
る
こ
と
も
出
来
る
。

　と兎　
に
　か

く角　
吾
々
は
空
間
を
認
め
る
。
空
間
の
性
質
に
付
て
は
い
ろ
い
ろ
の

説
を
立
て
る
こ
と
が
出
来
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
　と兎　
に
　か

く角　
空
間
を
認
め
て

居
る
。
其
の
空
間
の
中
に
於
て
　い

わ
ゆ
る

所
謂　
幾
何
学
上
の
基
本
の
概
念
、
点
、
線
、 ―― 13 ――



面
、
角
等
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
う
云
う
認
め
方
を
す
る
の
で
あ
る
か
。
追
々
と
繰
返
し
繰
返
し
お
話
を

す
る
が
　と兎　
に
　か

く角　
そ
う
云
う
も
の
を
認
め
て
居
る
。
　こ

こ茲　
に
於
て
其
等
の
点
、
線
、
面
、
角
と
云
う
よ
う
な
も
の
の
定
義
と
、

此
等
の
概
念
の
各
個
の
性
質
と
、
又
此
等
の
概
念
の
相
互
の
関
係
等
を
規
定
す
る
必
要
が
起
こ
る
、
別
々
に
直
線
な
ら
直

線
の
性
質
を
き
め
る
公
理
、
或
は
直
線
と
面
と
の
相
互
の
関
係
を
規
定
す
る
公
理
と
云
う
も
の
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
。

通
例
の
幾
何
学
で
は
皆
そ
う
云
う
こ
と
を
し
て
居
る
。
此
等
の
定
義
と
公
理
と
、
　な

お尚　
其
上
に
公
準
（
後
に
説
明
す
る
）
と

定
義
公
理
公
準

称
え
て
居
る
も
の
が
あ
る
。
公
準
は
公
理
の
中
に
含
め
て
置
い
で
も
　よ

ろ
し宜　い
が
、
其
れ
だ
け
の
も
の
を
基
礎
と
し
て
幾
何

学
は
組
織
さ
れ
て
居
る
。
其
れ
だ
け
が
基
礎
に
な
っ
て
居
る
。
其
の
基
礎
が
一
旦
定
ま
っ
た
な
ら
ば
幾
何
学
は
純
正
に
、

演
繹
的
に
推
理
せ
ら
れ
て
、
　そ其　
　こ処　
に
定
理
の
一
列
が
出
来
る
。
初
等
幾
何
学
の
中
に
は
作
図
問
題
と
云
う
も
の
が
あ
る
。

是
れ
は
少
し
特
別
の
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
今
言
う
た
所
の
定
理
の
一
列
が
、
そ
れ
が
実
に
幾
何
学
の
本
体
を
成
す
も
の

で
あ
る
。
　こ斯　
う
云
う
て
誤
り
は
な
い
。
御
承
知
の
通
り
推
理
の
方
法
に
は
演
繹
法
の
外
に
帰
納
法
が
あ
る
。
吾
々
が
通

帰
納
的
幾
何
学
と

演
繹
的
幾
何
学

例
中
等
教
育
に
於
て
教
え
て
居
る
と
こ
ろ
の
幾
何
学
は
無
論
演
繹
的
の
幾
何
学
で
あ
る
。
　し

か併　
し
教
授
上
の
便
利
か
ら
し

て
、
そ
う
云
う
様
な
状
態
を
取
ら
し
め
て
な
い
場
合
が
あ
る
。
即
ち
直
観
的
に
実
物
の
助
け
を
借
り
て
帰
納
的
に
経
験

的
に
幾
何
学
的
真
理
を
導
き
出
す
と
云
う
よ
う
な
方
法
を
取
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
は
教
授
上
の
便
利
か
ら
そ
う
云
う

こ
と
を
や
る
。
其
の
際
に
は
帰
納
的
幾
何
学in

d
u
ctive

geom
etry

或
は
工
夫
幾
何
学in

ven
tion

al
geom

etry

と
云
っ

て
、
目
撃
す
る
こ
と
を
綜
合
し
て
、
此
の
場
合
に
は
　こ斯　
う
だ
、
此
の
場
合
に
は
　こ斯　
う
だ
と
云
う
様
な
こ
と
を
実
験
し
て

や
る
。
或
は
紙
を
折
っ
て
極
め
る
と
か
、
　じ

ょ
う
ぎ

定
規　
で
当
っ
て
見
る
と
か
、
分
度
器
で
　は

か度　
る
と
か
云
う
様
な
こ
と
を
し
て
真

理
の
発
見
を
や
る
。
是
れ
に
対
し
て
は
通
例
の
遣
り
方
を
証
明
幾
何
学d

em
on

strative
geom

etry

と
云
う
て
居
る
こ

と
が
あ
る
。
　こ斯　
う
云
う
　わ

か別　
ち
を
す
る
の
は
教
育
の
上
か
ら
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
幾
何
学
の
み
な
ら
ず
一
般
に
数
学
に

於
て
証
明
と
云
え
ば
演
繹
的
推
理
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
帰
納
的
推
理
は
、
　た

だ唯　
初
歩
の
際
に
は
　や已　
む
を
得
な
い
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で
こ
れ
を
用
い
る
と
云
う
よ
う
な
風
に
な
っ
て
居
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
普
通
教
育
の
中
で
普
通
の
幾
何
学
が
重
き
を
為

す
　ゆ

え
ん

所
以　
の
一
つ
と
云
う
も
の
は
、
吾
々
の
脳
髄
を
し
て
演
繹
的
推
理
に
慣
れ
し
む
る
と
云
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
其
他

の
学
科
は
殆
ど
　す

べ総　
て
帰
納
的
推
理
に
重
き
を
置
い
て
居
る
の
で
あ
る
。
其
中
に
就
い
て
幾
何
学
は
演
繹
的
推
理
に
慣
れ

し
む
る
に
最
も
効
の
あ
る
も
の
と
な
っ
て
居
る
訳
で
あ
る
。
　も

と固　
よ
り
帰
納
的
幾
何
学
も
教
育
上
無
価
値
の
も
の
で
な
い
、

女
子
教
育
及
び
程
度
の
低
い
男
子
教
育
に
は
　も

ち
ろ
ん

勿
論　
必
要
で
あ
る
。

次
に
定
義
の
こ
と
に
付
て
申
し
ま
す
。
誰
も
言
い
ま
す
通
り
、
一
つ
の
言
葉
の
定
義
を
作
る
と
云
う
こ
と
は
常
に
甚

だ
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
定
義
の
最
も
完
全
な
る
形
は
、
論
理
学
に
於
て
云
わ
れ
て
居
る
通
り
、
其
の
言
葉
の
指
す
所

論
理
的
定
理

の
も
の
を
包
括
す
る
類
の
名
を
掲
げ
る
。
ど
う
云
う
種
類
に
属
し
て
居
る
か
と
云
う
類
の
名
を
掲
げ
る
。
　し

こ
う而　し
て
其
の

類
中
の
他
の
も
の
と
区
別
せ
ら
る
る
だ
け
の
必
要
な
る
性
質
を
　え

ら択　
ん
で
之
を
附
加
え
る
。
　こ斯　
う
　い云　
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
が
　い

わ
ゆ
る

所
謂　
論
理
的
定
義logical

d
efi
n
ition

で
あ
る
。
例
え
ば
平
行
四
辺
形
の
定
義
に
於
て
二
雙
の
相
対
す
る
辺
が
平

行
な
る
四
辺
形
な
り
と
云
う
よ
う
な
場
合
、
そ
れ
は
四
辺
形
と
い
う
類
に
属
す
る
。
そ
う
し
て
他
の
四
辺
形
と
違
う
所

は
二
雙
の
相
対
す
る
と
云
う
と
こ
ろ
で
、
そ
の
形
容
詞
が
附
い
て
居
る
。
　し

か然　
る
に
　か

く斯　
の
　ご

と如　
き
完
全
な
る
ロ
ジ
カ
ル
・
デ

フ
イ
ニ
シ
ョ
ン
の
形
は
多
く
の
場
合
に
於
て
取
ら
し
め
て
な
い
場
合
が
あ
る
。
　も若　
し
こ
の
完
全
な
る
形
を
取
ら
し
め
て

な
か
っ
た
な
ら
ば
、
此
の
完
全
な
る
形
に
改
め
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
是
れ
が
一
ト
通
り
の
こ
と
で
、
誰
で

も
皆
そ
う
云
う
て
居
る
こ
と
で
あ
る
。
　し

か併　
し
上
に
云
う
様
な
、
完
全
な
形
を
取
ら
し
め
得
る
も
の
ば
か
り
で
幾
何
学
の

中
の
定
義
が
出
来
て
居
る
か
と
云
う
と
、
そ
う
で
な
い
。
あ
れ
は
一
応
の
理
屈
で
あ
る
。
　か

え
っ却　て

今
云
う
様
な
、
ロ
ジ
カ

ル
・
デ
フ
イ
ニ
シ
ョ
ン
の
形
を
与
え
て
居
る
又
与
え
し
め
る
こ
と
の
出
来
る
様
な
の
は
、
是
れ
は
実
は
其
の
幾
何
学
か
ら

取
去
っ
て
も
　さ

し
つ
か
え

差
支　
の
な
い
定
義
で
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
の
は
何
に
も
役
に
立
た
ぬ
も
の
だ
と
云
う
こ
と
も
言
え
る
。
　な

お尚　

此
の
こ
と
は
後
に
言
い
ま
し
ょ
う
。
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そ
れ
は
　と兎　
に
　か

く角　
、
或
種
の
定
義
は
上
の
様
な
ロ
ジ
カ
ル
・
デ
フ
イ
ニ
シ
ョ
ン
を
取
ら
し
め
て
居
る
。
取
去
っ
て
も
　よ

ろ
し宜　

い
訳
で
あ
る
け
れ
ど
も
　と兎　
に
　か

く角　
そ
う
云
う
形
を
取
ら
し
め
る
。
又
取
ら
し
め
得
る
。
　し

か然　
れ
共
、
一
つ
の
言
葉
の
属
す
る

類
を
表
わ
す
言
葉
の
定
義
を
作
る
。
更
に
其
の
言
葉
の
属
す
る
類
を
表
わ
す
言
葉
の
定
義
を
作
る
。
そ
う
云
う
風
に
し

定
義
の
困
難

て
順
を
　お逐　
う
て
段
々
と
進
ん
で
行
く
。
是
れ
も
よ
く
人
の
云
う
所
で
あ
る
が
段
々
順
を
　お逐　
う
て
後
に
戻
し
て
行
く
な
ら

ば
　つ

い遂　
に
は
完
全
な
る
形
の
定
義
を
与
え
る
こ
と
の
出
来
な
い
時
に
到
達
す
る
に
違
い
な
い
。
完
全
な
る
論
理
的
定
義
を

与
え
る
こ
と
の
出
来
な
い
場
合
に
達
す
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
明
か
な
こ
と
で
あ
る
。
平
行
四
辺
形
は
四
辺
形
の
一

種
で
あ
る
。
四
辺
形
は
又
何
か
の
一
種
で
あ
る
。
何
か
は
又
何
か
の
一
種
で
あ
る
。
い
う
こ
と
に
し
て
行
く
と
、
　し

ま
い

仕
舞　

に
は
ど
う
云
う
類
に
属
し
て
居
る
か
分
ら
な
い
時
に
到
達
す
る
に
違
い
な
い
。
幾
何
学
の
基
本
の
概
念
と
云
わ
れ
て
居

る
点
、
線
、
直
線
、
面
、
平
面
、
立
体
、
平
面
角
、
立
体
角
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
云
う
様
な
終
局
の
所
に
あ
る
、

　も
し若　
く
は
終
局
に
近
い
所
に
あ
る
言
葉
に
相
違
な
い
。
あ
と
へ
あ
と
へ
と
戻
し
て
来
て
、
全
く
終
局
の
所
に
あ
る
か
、
　も

し若　

く
は
終
局
に
近
い
所
に
あ
る
言
葉
に
相
違
な
い
。
其
故
に
其
等
の
基
本
の
概
念
の
定
義
と
云
う
も
の
は
誠
に
困
難
で
あ

る
。
　ギ

リ
シ
ア

希
臘　
の
「
プ
ラ
ト
ー
」
の
時
代
か
ら
い
ろ
い
ろ
其
等
の
定
義
に
付
て
苦
心
を
し
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
皆
成
功
し

て
居
る
も
の
で
は
な
い
、
満
足
の
定
義
が
得
ら
れ
た
と
云
う
こ
と
が
な
い
。
其
等
の
概
念
は
、
定
義
を
与
え
る
に
は
余

り
に
簡
単
過
ぎ
る
も
の
で
あ
る
。

時
々
　こ斯　
う
云
う
基
本
の
概
念
の
定
義
の
中
に
は
、
定
義
其
者
と
し
て
不
完
全
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
今
言
う
様
な
ロ

ジ
カ
ル
・
デ
フ
イ
ニ
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
が
与
え
ら
れ
て
居
な
い
の
み
な
ら
ず
、
公
理
的
の
性
質
を
帯
び
た
事
項
が
　は這　

定
義
中
の
公
理

　い入　
っ
て
居
る
と
云
う
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
点
の
定
義
を
与
え
る
。
其
の
定
義
に
直
ち
に
引
付
け

て
何
も
云
わ
ず
し
て
、
　や矢　
　は張　
り
定
義
の
中
に
入
れ
て
あ
る
よ
う
な
有
様
で
あ
る
が
、
二
つ
の
直
線
の
交
る
処
は
点
な
り
、

と
。
　こ斯　
う
云
う
風
に
し
て
居
る
。
点
と
は
ど
う
云
う
も
の
で
あ
る
と
云
う
こ
と
を
一
旦
説
明
し
て
置
い
て
、
　し

か然　
る
後
に
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交
わ
る
処
は
点
な
り
と
云
う
。
そ
れ
は
公
理
的
の
性
質
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
か
と
云
う
と
、
点
な
ら
点
と
云
う

こ
と
に
付
て
は
極
ま
っ
た
定
義
が
　そ其　
　こ処　
に
あ
る
、
其
上
に
、
二
つ
の
直
線
の
交
わ
る
処
が
点
だ
と
い
う
な
ら
ば
、
其
の

極
め
た
処
に
果
し
て
当
る
か
ど
う
か
と
云
う
こ
と
を
調
べ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
普
通
の
教
科
書
の
中
に
あ
る
定

義
の
中
に
は
、
線
に
付
て
も
そ
う
で
あ
る
。
面
の
限
界
で
あ
る
と
、
　こ斯　
う
云
う
て
置
い
て
、
二
面
の
交
わ
る
処
は
線
な

り
と
云
う
。
そ
う
す
る
と
困
る
こ
と
が
あ
る
。
一
旦
線
と
い
う
こ
と
を
極
め
て
あ
る
の
に
、
又
其
上
に
、
二
面
の
交
わ

る
処
が
線
で
あ
る
と
云
う
と
、
其
の
二
番
目
に
起
っ
た
と
き
に
は
、
定
義
で
は
な
く
し
て
線
の
公
理
と
で
も
云
わ
な
け

れ
ば
な
ぬ
。

有
名
な
数
学
者
で
、
又
哲
学
者
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
パ
ス
カ
ー
ルP

ascal

と
云
う
人
。
此
人
が
定
義
を
作
る
際
に
注

意
し
て
居
る
べ
き
三
箇
條
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
　こ斯　
う
云
う
こ
と
を
述
べ
て
居
り
ま
す
。

定
義
に
関
す
る「
パ

ス
カ
ー
ル
」
の
言

第
一
吾
々
が
或
言
葉
の
定
義
を
与
え
ん
と
す
る
と
き
に
、
之
を
説
明
す
る
に
足
る
程
の
一
層
明
白
な
る
言
葉
が

あ
る
と
云
う
こ
と
を
見
出
さ
な
か
っ
た
な
ら
ば
其
の
定
義
を
下
す
こ
と
を
止
め
よ
。

第
二
曖
昧
に
し
て
疑
わ
し
き
言
葉
を
定
義
無
し
に
置
く
べ
か
ら
ず
。

第
三
完
全
に
理
会
せ
ら
れ
た
言
葉
、
　も

し若　
く
は
既
に
説
明
せ
ら
れ
た
言
葉
の
み
を
用
い
て
定
義
を
作
れ
。

是
れ
は
皆
至
当
な
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
今
の
幾
何
学
の
基
本
の
概
念
で
あ
る
直
線
と
か
、
面
と
か
、
角
と
か
云
う

様
な
も
の
は
、
此
の
「
パ
ス
カ
ー
ル
」
の
第
一
箇
條
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
を
説
明
す
る
に
足
る
程

の
一
層
明
白
な
る
言
葉
が
な
い
。
直
線
と
云
え
ば
其
れ
で
分
る
。
面
と
云
え
ば
其
れ
で
分
る
。
一
層
そ
れ
よ
り
明
白
な

言
葉
が
な
い
と
云
う
様
な
場
合
に
な
っ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

今
の
は
一
般
の
定
義
に
付
て
で
あ
り
ま
す
が
、
　な

お尚　
同
じ
く
パ
ス
カ
ー
ル
と
云
う
人
が
　こ斯　
う
云
う
こ
と
を
云
っ
て
居
る
。

幾
何
学
に
於
け
る
基
本
の
概
念
に
定
義
を
下
す
こ
と
の
出
来
な
い
の
は
、
是
れ
は
人
の
欠
点
に
あ
ら
ず
し
て
、
　か

え
っ却　て

人
の
長
所
な
り
。
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と
云
っ
て
居
る
。
　う

ま旨　
く
言
遁
げ
を
し
て
居
る
。
其
の
概
念
の
曖
昧
な
る
が
為
で
は
な
い
、
余
り
に
明
白
に
遇
ぐ
る
に
因

る
の
で
あ
る
と
云
う
。

又
哲
学
者
の
セ
ン
ト
・
オ
ー
ガ
ス
チ
ンS

t.
A
u
gu

stin
e

と
い
う
人
は
次
の
様
な
言
葉
を
述
べ
て
て
居
り
ま
す
。

人
が
其
の
何
た
る
や
を
問
わ
ば
我
之
を
答
う
る
　あ

た能　
わ
ず
。
問
わ
ざ
れ
ば
我
よ
く
之
れ
を
知
る
。

セ
ン
ト
・
オ
ー
ガ
ス

チ
ン
の
言

人
か
ら
、
其
れ
は
ど
う
云
う
も
の
だ
と
云
っ
て
問
わ
れ
た
な
ら
ば
我
は
之
を
答
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
け
れ
ど
も
、
問

わ
れ
ず
は
我
は
よ
く
之
を
知
っ
て
居
る
の
だ
、
と
。
基
本
の
概
念
は
皆
マ
ア
、
そ
う
云
う
様
な
　タ性　
　チ質　
の
も
の
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。

要
す
る
に
基
本
の
概
念
の
定
義
を
作
る
と
云
う
こ
と
は
是
れ
は
至
難
の
こ
と
で
あ
る
。
教
科
書
に
は
之
を
実
際
書
き

表
わ
し
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
到
底
完
全
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
し
て
、
い
ろ
い
ろ
の
仕
方
で
、
百
方
種
々
の
説
明
を

試
み
る
。
教
師
は
自
己
の
脳
中
に
描
い
て
居
る
よ
う
な
概
念
を
生
徒
の
脳
中
に
も
描
か
し
む
る
様
に
　つ

と力　
め
る
よ
り
外
な

い
。
元
来
定
義
を
作
っ
て
、
自
分
の
脳
中
に
描
い
て
居
る
観
念
を
非
常
に
　よ能　
く
表
わ
す
、
是
れ
よ
り
上
の
表
わ
し
方
は
な

い
と
云
う
程
立
派
な
言
表
わ
し
方
を
得
た
な
ら
ば
、
其
れ
以
上
に
説
明
を
加
え
る
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
筈
の
も
の

で
あ
ろ
う
。
　も若　
し
説
明
を
加
え
た
な
ら
ば
、
前
に
最
も
好
い
と
思
っ
た
述
べ
方
よ
り
も
悪
い
仕
方
を
用
ゆ
る
に
極
ま
っ

て
居
る
。
一
遍
或
定
義
を
作
る
。
是
れ
は
完
全
無
欠
な
定
義
で
あ
る
、
と
。
　こ斯　
う
云
う
こ
と
が
出
来
た
と
す
る
。
そ
う

云
う
定
義
を
本
な
ら
本
に
書
表
わ
す
、
生
徒
の
前
に
述
べ
る
。
そ
う
す
る
と
そ
の
通
り
を
繰
り
返
え
し
て
読
む
だ
け
で

其
の
先
き
は
無
言
の
　ま

ま儘　
で
居
る
よ
り
外
な
い
。
そ
れ
に
説
明
を
加
え
る
と
云
う
こ
と
は
、
其
れ
以
下
の
悪
い
言
葉
を
以

て
云
う
の
で
あ
る
。
あ
あ
も
言
い
、
こ
う
も
言
う
。
其
の
あ
あ
も
言
い
、
こ
う
も
言
う
言
葉
は
前
の
言
葉
よ
り
も
ズ
ッ

と
悪
い
言
葉
に
違
い
な
い
。
教
授
の
際
に
は
、
其
の
あ
あ
も
言
い
、
こ
う
も
言
う
と
云
う
こ
と
は
無
論
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
が
、
只
い
ろ
い
ろ
説
明
し
て
正
し
い
処
に
導
い
て
来
る
の
で
あ
る
。
導
い
て
来
る
に
は
悪
い
階
段
を
経
て
、
そ
う
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し
て
好
い
処
へ
来
ら
す
の
で
あ
る
。

無
論
定
義
は
簡
単
に
し
て
明
瞭
な
る
を
要
す
る
が
、
簡
単
な
ら
ん
が
為
に
必
要
の
言
語
を
省
い
て
は
な
ら
ぬ
。
又
明

定
義
は
簡
単
に
し

て
明
瞭
な
る
べ
し

瞭
な
ら
ん
が
為
に
、
冗
長
に
し
て
要
ら
な
い
も
の
を
附
加
え
て
置
く
と
云
う
こ
と
は
な
ら
ぬ
。
つ
ま
り
其
の
言
葉
の
指

す
所
の
も
の
が
定
ま
り
さ
え
す
れ
ば
　よ

ろ
し宜　い
の
で
あ
る
か
ら
、
其
の
言
葉
の
指
す
所
を
定
め
る
為
に
必
要
に
し
て
十
分
な

る
程
度
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
　し

か然　
れ
ど
も
例
え
ば
平
行
四
辺
形
に
付
て
言
う
な
ら
ば
、
平
行
四
辺
形
の
定
義
と
い
う
も
の

定
義
の
自
由

は
、
是
れ
は
其
の
幾
何
学
と
云
う
学
問
を
作
る
人
々
の
考
に
依
っ
て
い
ろ
い
ろ
に
作
る
こ
と
が
出
来
る
と
云
う
こ
と
を

忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
例
え
ば
前
に
言
う
通
り
、
二
雙
の
相
対
す
る
辺
が
互
に
平
行
な
る
四
辺
形
な
り
、
又
二
雙
の
相
対

す
る
辺
が
互
に
相
等
し
き
四
辺
形
な
り
。
ど
っ
ち
で
も
　よ

ろ
し宜　い
。
其
外
に
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
　も若　
し
其
の
中
の
　い

ず孰　
れ
か

一
つ
を
定
義
に
す
る
な
ら
ば
、
他
の
も
の
は
定
理
と
し
て
演
繹
し
て
証
明
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
う
こ
と
に

な
り
ま
し
ょ
う
。
　し

か然　
る
に
平
行
四
辺
形
は
二
雙
の
対
辺
が
相
等
し
く
　か且　
つ
平
行
な
る
四
辺
形
な
り
と
云
え
ば
之
れ
は
定

義
と
し
て
価
値
は
な
い
。

そ
れ
か
ら
又
定
義
が
、
甲
は
乙
な
り
と
云
う
様
な
形
を
取
ら
し
め
ら
れ
た
な
ら
ば
、
　た

だ
ち直　に
乙
は
甲
な
り
と
言
換
え
て

定
義
の
逆
述

も
　さ

し
つ
か
え

差
支　
の
起
ら
ぬ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
逆
さ
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
な
け
れ
ば
其
の
定
義
は
推
理
の
基
礎

と
し
て
役
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
。

点
、
線
、
面
、
角
等
基
本
の
概
念
の
定
義
と
云
う
も
の
は
、
前
に
言
う
通
り
、
完
全
な
定
義
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
な

い
、
ロ
ジ
カ
ル
・
デ
フ
ィ
ニ
シ
ョ
ン
と
云
う
も
の
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
元
来
定
義
と
い
う
も
の
は
、
其
の
指
す

と
こ
ろ
の
言
葉
が
表
わ
し
て
居
る
も
の
の
性
質
を
掲
げ
て
あ
る
。
多
く
は
性
質
の
一
つ
を
掲
げ
て
あ
る
。
公
理
と
云
う

定
義
と
公
理

も
の
は
是
れ
は
　や矢　
　は張　
り
其
等
の
概
念
の
性
質
を
掲
げ
て
あ
る
。
定
義
と
云
い
公
理
と
云
い
、
初
等
の
幾
何
学
に
於
て
は

厳
格
に
其
間
に
区
分
を
立
て
て
あ
る
け
れ
ど
も
、
何
れ
も
基
本
の
概
念
の
性
質
を
述
べ
て
居
る
も
の
で
あ
る
。
此
の
こ
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と
に
就
い
て
は
両
者
少
し
も
変
り
は
な
い
。
直
線
の
定
義
だ
っ
て
も
直
線
の
性
質
を
述
べ
て
居
る
。
公
理
の
中
に
も
亦

直
線
の
性
質
を
述
べ
て
居
る
。
こ
の
点
に
於
て
は
少
し
も
変
り
は
な
い
。
或
一
つ
の
概
念
の
性
質
又
は
二
つ
以
上
の
概

念
の
間
に
あ
る
関
係
、
其
等
は
沢
山
に
あ
ろ
う
。
其
等
の
中
の
　い

ず孰　
れ
の
一
つ
を
定
義
の
中
へ
抜
出
し
て
掲
げ
て
も
　さ

し
つ
か
え

差
支　

な
い
。
例
え
ば
、
直
線
は
或
一
部
分
を
取
っ
て
引
く
り
返
し
て
、
ど
ん
な
方
法
を
以
て
重
ね
て
も
　よ

ろ
し宜　い
と
云
う
。
或
は
、

直
線
は
二
点
間
の
最
短
距
離
で
あ
る
と
云
う
。
　い

ず何　
れ
も
直
線
の
定
義
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
其
外
に
も
い
ろ
い
ろ
出
来
て

来
ま
し
ょ
う
。
直
線
は
或
方
向
か
ら
見
る
と
点
の
　ご

と如　
く
に
見
ゆ
る
も
の
だ
と
云
う
て
も
よ
か
ろ
う
、
何
か
も
う
少
し
工

夫
を
加
え
た
ら
又
別
の
直
線
の
定
義
を
下
す
こ
と
が
出
来
よ
う
。
　い

ず何　
れ
を
定
義
に
し
て
置
い
て
も
　よ

ろ
し宜　い

。
一
つ
択
ん
で

定
義
を
作
っ
た
な
ら
ば
、
其
外
の
も
の
は
　い謂　
わ
ば
公
理
と
云
う
も
の
の
中
に
あ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
定
義
の
中
に
三

つ
も
四
つ
も
性
質
を
加
え
る
こ
と
は
出
来
ぬ
か
ら
な
の
で
あ
り
ま
す
。
其
外
は
公
理
の
中
に
打
込
ん
で
排
列
し
て
置
く

と
云
う
風
に
し
て
あ
る
が
、
考
え
て
見
れ
ば
定
義
も
公
理
も
何
も
区
別
す
べ
き
所
は
な
い
。
其
故
に
近
頃
で
は
此
の
　ご

と如　

き
基
本
の
概
念
に
関
し
て
は
別
に
定
義
を
立
て
な
い
で
、
公
理
の
形
に
於
て
此
の
概
念
の
一
つ
一
つ
の
も
の
の
性
質
又

二
つ
以
上
の
も
の
の
相
互
の
関
係
と
い
う
も
の
を
述
べ
て
置
く
と
云
う
こ
と
に
な
っ
て
居
る
。
定
義
と
云
う
も
の
を
基

本
の
概
念
に
関
し
て
は
作
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
居
る
。

基
本
の
概
念
で
な
い
と
こ
ろ
の（
例
え
ば
平
行
四
辺
形
は
基
本
の
概
念
で
な
い
）
幾
何
学
的
図
形
の
定
義
と
い
う
も
の

は
是
れ
は
必
要
な
も
の
で
は
な
い
。
前
に
も
言
う
通
り
是
れ
は
英
語
で
な
ら
ば
ノ
ミ
ナ
ル
・
デ
フ
イ
ニ
シ
ョ
ンn

om
in
al

d
efi
n
ition

命
名
的
定
義
と
い
う
て
も
　よ

ろ
し宜　か
ろ
う
、
名
前
を
つ
け
る
定
義
で
あ
る
。
　た

だ唯　
常
に
長
き
言
葉
を
繰
返
し
繰
り
返

命
名
的
定
義

し
用
い
る
こ
と
は
不
便
で
あ
る
。
簡
短
な
言
葉
を
作
っ
て
置
く
こ
と
が
便
利
で
あ
る
か
ら
こ
ん
な
定
義
を
つ
く
る
の
で

あ
る
。
例
え
ば
前
の
平
行
四
辺
形
と
云
う
言
葉
は
要
ら
ぬ
。
何
処
迄
も
何
時
ま
で
も
二
雙
の
相
対
す
る
辺
が
平
行
な
る

四
辺
形
だ
と
云
っ
て
置
け
ば
沢
山
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
ん
な
長
い
こ
と
を
云
う
の
は
便
利
が
悪
い
。
便
不
便
と
云
う
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こ
と
と
要
不
要
と
云
う
こ
と
は
違
う
。
ど
う
し
て
も
そ
う
云
う
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
う
こ
と
と
、
な
く
っ
て

も
　よ

ろ
し宜　い

が
あ
っ
た
方
が
便
利
だ
と
云
う
こ
と
と
は
違
う
と
思
う
。
平
行
四
辺
形
と
云
う
が
　ご

と如　
き
は
　た

だ唯　
そ
う
云
う
簡
短
な

名
前
が
あ
っ
た
方
が
便
利
で
あ
る
と
云
う
の
で
附
け
て
置
く
方
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
所
が
基
本
の
概
念
の
定
義
と
い

う
も
の
は
、
そ
う
云
う
も
の
と
は
違
う
。
或
る
長
い
言
葉
を
簡
短
に
　つ

づ約　
め
て
置
く
と
云
う
様
な
も
の
と
は
マ
ル
で
違
う
。

そ
れ
で
初
等
幾
何
学
の
中
に
あ
る
所
の
定
義
は
、
大
部
分
は
ノ
ミ
ナ
ル
・
デ
フ
ィ
ニ
シ
ョ
ン
で
あ
る
が
。
そ
の
外
に
基

本
の
概
念
に
関
し
た
も
の
で
公
理
的
定
義ax

iom
atic

d
efi
n
ition

と
い
う
て
も
よ
か
ろ
う
と
思
う
も
の
が
あ
る
。
公
理

公
理
的
定
義

的
性
質
を
帯
び
た
定
義
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
し
て
其
中
の
ノ
ミ
ナ
ル
・
デ
フ
ィ
ニ
シ
ョ
ン
が
、
先
の
ロ
ジ
カ
ル
・
デ

フ
ィ
ニ
シ
ョ
ン
の
形
を
取
ら
し
め
ら
れ
て
あ
る
。
或
は
又
取
ら
し
め
得
る
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　な
お尚　
ノ
ミ
ナ
ル
・
デ
フ
ィ
ニ
シ
ョ
ン
を
与
え
る
際
に
注
意
す
べ
き
事
柄
は
、
そ
う
云
う
様
な
図
形
が
果
し
て
存
在
す
る

か
、
ど
う
か
と
云
う
こ
と
を
極
め
て
掛
か
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
　も

ち
ろ
ん

勿
論　
の
こ
と
で
あ
る
。
初
等
幾
何
学
に
於
て
は
、
時

と
し
て
は
定
義
の
方
が
先
に
出
て
、
　し

か然　
る
後
に
其
の
定
義
に
依
っ
て
定
め
ら
れ
た
図
形
が
存
在
す
る
こ
と
を
証
明
す
る

こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
理
論
上
は
　も

ち
ろ
ん

勿
論　
　よ

ろ宜　
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
そ
う
云
う
風
に
顛
倒
し
て
居
る
例
を
捜
が
す
こ
と

が
出
来
ま
し
ょ
う
。
い
ろ
い
ろ
の
教
科
書
に
あ
り
ま
し
ょ
う
。
理
論
上
か
ら
云
え
ば
　ま先　
ず
存
在
す
る
。
　こ斯　
う
云
う
図
形

図
形
の
存
在

が
成
立
つ
ぞ
と
云
う
こ
と
を
云
っ
て
置
い
て
、
　し

か然　
る
後
に
名
前
を
附
け
る
。
　こ斯　
う
　い云　
う
順
序
で
進
む
べ
き
が
至
当
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
数
授
と
い
う
側
か
ら
云
う
と
、
そ
の
様
な
完
全
な
順
序
を
守
る
こ
と
が
出
来
な
い
場
合
が
あ
る
。

其
故
に
悪
い
け
れ
ど
も
そ
う
云
う
風
に
さ
か
さ
に
し
て
置
く
と
云
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。

次
に
公
理
の
こ
と
を
話
す
こ
と
に
致
し
ま
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
又
定
義
の
こ
と
に
も
関
係
し
て
来
ま
す
。
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第
三
講

前
講
に
は
主
と
し
て
定
義
の
こ
と
に
就
い
て
お
話
を
致
し
ま
し
た
。
其
の
　し

ま
い
仕
舞　
に
初
等
幾
何
学
の
中
に
あ
る
定
義
と
云

う
も
の
は
二
通
り
に
別
れ
る
と
云
う
こ
と
を
申
し
ま
し
た
。
名
前
を
附
け
る
為
の
定
義
、
即
ち
英
語
で
云
え
ばn

om
in
al

d
efi
n
ition

―
―
長
い
言
葉
を
使
う
の
が
不
便
で
あ
る
か
ら
簡
短
な
名
前
を
附
け
て
置
い
た
ら
ば
先
々
の
説
明
が
　し

や
す
仕
易　
い

と
云
う
為
に
附
け
た
と
云
う
の
と
、
そ
れ
と
、
基
本
の
概
念
に
対
し
て
与
え
て
居
る
定
義
。
そ
れ
は
一
面
か
ら
見
た
ら

公
理
的
定
義
と
公

理

公
理
と
も
思
わ
れ
る
即
ち
公
理
的
の
定
義ax
iom

atic
d
efi
n
ition

と
、
此
の
二
つ
に
別
れ
る
。
其
中
の
初
の
方
の
ノ
ミ

ナ
ル
・
デ
フ
ィ
ニ
シ
ョ
ン
を
与
え
る
場
合
、
即
ち
名
前
を
附
け
る
時
分
に
は
果
し
て
其
の
図
形
が
存
在
す
る
や
否
や
、
例

え
ば
平
行
四
辺
形
な
ら
平
行
四
辺
形
と
い
う
図
形
が
存
在
す
る
や
否
や
と
云
う
こ
と
を
調
べ
て
で
な
け
れ
ば
名
前
を
附

け
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
所
が
普
通
の
教
科
書
な
ど
に
於
て
は
其
の
順
序
が
転
倒
し
て
居
る
。
名
前
を
附
け
て
置
い
て

　し
か然　
る
後
に
存
在
の
証
明
を
す
る
。
と
云
う
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
便
宜
の
方
法
で
あ
っ
て
　や已　
む
を
得
ぬ
。

　な
お尚　
其
事
に
就
い
て
　ち

ょ
っ
と

一
寸　
附
加
え
て
言
う
て
置
き
ま
す
こ
と
は
、
是
れ
も
全
く
理
論
か
ら
言
う
な
ら
ば
悪
い
こ
と
で
あ

る
が
、
教
授
の
実
際
に
於
て
は
　や已　
む
を
得
ぬ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
存
在
を
証
明
し
て
　し

か然　
る
後
に
名
を
附
く
べ
き
こ
と
を
、

存
在
の
証
明
を
せ

ざ
る
命
名

其
の
存
在
に
付
て
は
一
言
も
言
わ
な
い
、
前
に
も
後
に
も
言
わ
な
い
で
、
そ
う
し
て
や
っ
て
あ
る
場
合
も
あ
る
。
そ
う
云

う
も
の
が
成
立
つ
の
か
　な

り
た
成
立　
た
な
い
の
か
言
わ
ず
に
、
誰
が
考
え
て
も
成
立
ち
そ
う
だ
と
云
う
所
で
、
別
に
其
の
詮
議
を

し
な
い
で
　そ

の
ま
ま

其
儘　
名
前
を
附
け
て
あ
る
。
　こ斯　
う
云
う
こ
と
も
あ
る
し
、
或
は
何
も
説
明
せ
ず
に
、
そ
う
云
う
も
の
が
存
在
す

る
の
で
あ
る
と
断
定
し
て
あ
る
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
有
限
直
線
の
中
点
と
云
う
様
な
こ
と
が
あ
る
。
是
れ
は
誰
が
考

え
て
も
、
子
供
で
も
、
一
つ
の
有
限
直
線
に
は
中
点
が
あ
る
と
云
う
こ
と
は
分
る
か
ら
、
そ
れ
で
　た

だ唯　
中
点
と
云
う
も
の
の

定
義
を
立
て
た
、
と
云
う
様
な
風
に
な
っ
て
居
り
ま
し
ょ
う
。
存
在
す
る
か
否
か
と
云
う
こ
と
は
別
に
証
明
を
し
な
い
。

其
の
証
明
を
す
る
と
云
う
こ
と
に
な
る
と
非
常
に
む
ず
か
し
く
な
る
。
　ち

ょ
う
ど

丁
度　
其
頃
の
学
力
に
合
わ
し
て
は
到
底
堪
え
得
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な
い
と
云
う
時
分
に
は
、
是
れ
は
理
論
的
に
は
不
完
全
で
あ
る
け
れ
ど
も
当
時
の
学
力
に
対
し
て
は
不
相
当
で
あ
る
か

ら
略
し
て
　し

ま了　
う
と
云
う
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
で
中
点
の
定
義
を
与
え
て
置
い
て
、
其
の
あ
と
へ
定
義
と
も
付
か
ず
、
定

理
と
も
付
か
ず
、
又
公
理
と
も
何
と
も
云
わ
ず
、
漠
然
と
有
限
直
線
の
中
点
と
云
う
も
の
が
一
つ
あ
る
、
そ
う
し
て
只
一

つ
に
限
る
の
で
あ
る
と
云
う
様
な
こ
と
を
、
云
わ
ば
圧
制
的
に
附
加
え
て
居
る
。
幾
何
学
の
中
に
定
義
と
い
う
も
の
を

許
す
な
ら
ば
、
定
義
と
、
公
理
と
、
定
理
と
、
そ
れ
よ
り
外
に
あ
る
筈
は
な
い
（
作
図
問
題
は
別
で
あ
る
が
）
系
と
云
う

も
の
が
あ
っ
て
も
是
れ
は
定
理
で
あ
る
。
独
立
さ
す
に
は
余
り
に
簡
単
な
定
理
を
系
と
云
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
実
際
定

理
に
相
違
な
い
。
と
こ
ろ
が
其
の
間
に
定
義
と
も
公
理
と
も
定
理
と
も
又
系
と
も
何
に
と
も
云
わ
ず
し
て
、
ボ
ン
ヤ
リ

と
真
理
の
主
張
が
　は這　
　い入　
っ
て
居
る
。
　と兎　
に
　か

く角　
そ
う
云
う
も
の
が
、
ど
の
教
科
書
を
見
て
も
挾
ま
っ
て
居
る
。
是
れ
は
　か

え
っ却　

て
綺
麗
に
掃
除
し
上
げ
よ
う
と
し
た
ら
す
ぐ
判
か
っ
て
来
る
所
の
者
で
あ
る
が
、
甚
だ
悪
い
処
に
相
違
な
い
。
し
か
し

教
授
の
上
か
ら
云
う
て
　や已　
む
を
得
な
い
か
ら
、
そ
う
云
う
こ
と
に
な
っ
て
居
る
。
こ
れ
だ
け
附
加
え
て
置
き
ま
し
ょ
う
。

次
に
公
理
の
話
に
入
り
ま
す
。
定
義
の
外
に
幾
何
学
の
基
礎
と
な
る
も
の
は
公
理ax

iom

と
い
う
も
の
と
公
準p

os-

公
理
と
公
準

tu
late

と
い
う
も
の
と
で
あ
り
ま
す
。
公
理
公
準
の
区
別
は
後
か
ら
お
話
致
し
ま
す
。
公
準
と
い
う
方
は
余
り
常
に
教
科

書
な
ど
で
は
使
っ
て
居
り
ま
せ
ぬ
。
前
に
言
い
ま
し
た
通
り
、
基
本
概
念
の
定
義
と
云
う
も
の
は
公
理
と
　み看　
　な做　
さ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
其
の
点
か
ら
言
え
ば
、
常
に
は
幾
何
学
の
基
礎
は
定
義
と
公
理
で
あ
る
と
、
　こ斯　
う
云
う
て
居
る

け
れ
ど
も
、
公
理
ば
か
り
で
あ
る
と
云
う
て
　さ

し
つ
か
え

差
支　
な
い
。
其
の
公
理
と
云
う
も
の
は
皆
吾
々
が
遺
伝
的
に
、
祖
先
伝
来

公
理
設
立
の
自
由

の
経
験
も
あ
り
ま
し
ょ
う
し
、
又
　か

き
の
こ

書
遺　
し
て
置
い
て
　く呉　
れ
て
　こ斯　
う
云
う
こ
と
が
あ
る
ぞ
と
教
え
ら
れ
た
も
の
も
あ
り
ま

し
ょ
う
。
又
自
己
の
経
験
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
祖
先
伝
来
の
経
験
及
自
分
自
身
の
経
験
に
依
っ
て
真
な
り
と
認
め

ら
れ
た
る
も
の
、
又
は
少
く
と
も
真
な
ら
ん
と
思
わ
る
る
も
の
で
あ
っ
て
、
吾
々
は
之
を
　な

お尚　
一
層
単
純
な
る
事
柄
に
分

析
し
て
証
明
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
。
通
例
　こ斯　
う
云
う
て
居
る
。
吾
々
の
智
識
の
基
礎
は
、
そ
れ
は
皆
五
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官
に
依
っ
て
成
し
得
る
経
験
よ
り
外
に
は
な
い
。
人
間
は
皆
そ
う
で
あ
る
。
其
故
に
幾
何
学
の
基
礎
に
な
る
公
理
と
云

う
も
の
も
、
経
験
に
基
い
て
帰
納
的
的
推
理
に
依
っ
て
得
ら
れ
た
最
も
単
純
な
る
真
理
で
あ
る
。
其
等
の
帰
納
的
推
理

に
依
り
て
得
ら
れ
た
結
果
か
ら
、
今
度
は
演
繹
的
推
理
に
依
り
て
種
々
の
結
果
即
ち
定
理
と
云
う
も
の
を
導
き
出
す
の

で
あ
る
。
土
台
は
　ど何　
　こ処　
迄
も
経
験
に
依
っ
た
帰
納
的
推
理
で
　こ

し
ら拵　え
た
公
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
か
ら
先
は
演
繹

的
推
理
、
そ
れ
か
ら
先
は
少
し
も
経
験
を
混
え
な
い
、
帰
納
論
法
と
云
う
も
の
は
　い

さ
さ聊　か
も
混
え
な
い
。
幾
何
学
に
限
ら

ず
、
　い如　
　か何　
な
る
学
問
で
も
皆
そ
う
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
　も若　
し
そ
う
云
う
形
を
取
っ
て
居
な
け
れ
ば
未
だ
完
全
な
る
学

問
の
形
を
取
っ
て
居
な
い
も
の
と
、
私
は
思
う
。
　し

か然　
れ
共
元
来
吾
々
の
経
験
と
云
う
も
の
は
有
限
の
範
囲
に
限
ら
れ
て

経
験
の
範
囲
の
有

限
　

居
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
直
線
を
無
限
に
引
延
ば
す
と
い
う
言
葉
は
使
っ
て
居
る
け
れ
ど
も
、
実
際
に
無
限
に
引
延

ば
す
と
云
う
こ
と
は
経
験
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
其
外
皆
有
限
の
範
囲
に
於
て
こ
そ
出
来
る
の
で
あ
っ
て
、
吾
々
の

経
験
を
無
限
に
及
ぼ
す
と
云
う
こ
と
は
、
是
れ
は
思
想
の
上
に
於
て
出
来
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
経
験
の
上
に
於
て
は
出

来
る
こ
と
で
な
い
。
其
故
に
先
き
に
言
う
よ
う
に
、
経
験
に
基
い
て
真
だ
と
し
た
所
の
公
理
と
云
う
も
の
は
、
吾
々
の

経
験
の
範
囲
以
外
に
推
及
ぼ
し
て
誤
り
が
あ
る
か
ど
う
か
、
と
云
う
こ
と
は
分
ら
な
い
。
一
方
に
於
て
は
之
を
無
根
大

に
拡
張
し
て
　よ

ろ
し宜　い
か
ど
う
か
、
或
は
又
一
方
に
於
て
は
之
を
無
限
に
応
用
し
て
、
　ご極　
く
　ご極　
く
小
さ
い
も
の
に
応
用
し
て

　さ
し
つ
か
え

差
支　
な
い
も
の
か
ど
う
か
。
そ
れ
は
　す

こ
ぶ頗　る
疑
わ
し
い
こ
と
に
な
る
。
経
験
の
範
囲
は
、
余
り
大
き
く
も
な
い
又
余
り
小

さ
く
も
な
い
所
で
あ
る
、
そ
の
狭
い
範
囲
で
得
た
経
験
の
結
果
で
あ
る
か
ら
、
非
常
に
大
き
い
も
の
又
非
常
に
小
さ
い

も
の
に
適
用
し
て
誤
り
が
あ
る
か
ど
う
か
と
云
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
分
ら
な
い
。
其
故
に
公
理
　も

し若　
く
は
公
準
と
云
わ
れ

る
所
の
も
の
は
決
し
て
確
乎
不
抜
の
真
理
で
は
な
い
。
特
に
吾
々
の
数
学
の
中
に
は
、
無
限
大
無
限
小
と
云
う
観
念
を

導
き
入
れ
て
居
る
か
ら
、
此
の
点
に
於
て
　よ能　
く
注
意
を
せ
ん
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
と
も
と
有
限
の
範
囲
で
　こ

し
ら拵　え
た
公
理

で
あ
る
。
其
れ
に
基
い
て
居
り
な
が
ら
一
方
か
ら
云
う
と
無
限
大
無
限
小
と
い
う
観
念
を
入
れ
て
来
る
の
で
あ
る
か
ら
、 ―― 24 ――



　よ能　
く
注
意
を
せ
ん
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
う
こ
と
に
な
る
。

時
と
し
て
公
理
と
云
う
も
の
は
自
明
の
真
理self-ev

id
en
t
tru

th

と
云
わ
れ
て
居
る
。
今
よ
り
少
し
前
迄
は
そ
う
云

自
明
の
真
理

う
風
に
云
わ
れ
て
居
っ
た
が
、
近
頃
で
は
　
　も

は
や

最
早　
之
を
自
明
の
真
理
と
云
う
者
は
な
い
。
こ
の
ア
キ
シ
オ
ム
と
云
う
言

葉
は
幾
何
学
の
み
な
ら
ず
論
理
学
に
於
て
も
用
い
ら
れ
て
居
る
。
論
理
学
に
於
て
ア
キ
シ
オ
ム
と
云
う
て
居
る
も
の
は
、

論
理
学
上
の
公
理

是
れ
は
自
明
の
真
理
で
あ
る
。
そ
の
ア
キ
シ
オ
ム
と
云
う
言
葉
は
論
理
学
で
使
か
う
よ
う
に
し
て
自
明
の
真
理
を
指
す

も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
其
の
言
葉
を
同
じ
意
味
に
於
て
幾
何
学
で
用
い
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
論
理
学
に
於
て

自
明
の
真
理
と
し
て
居
る
と
こ
ろ
の
公
理
は
、
そ
れ
は
三
つ
あ
る
。

自
同
律
、
矛
盾
律
、

不
容
中
間
律
及
び

充
足
理
由
の
原
理

第
一
　
同
一
の
原
理
（
或
は
短
く
云
う
と
自
同
律
）
と
云
う
て
居
る
も
の
、
そ
れ
は
甲
は
甲
な
り
。
甲
と
云
う

も
の
は
甲
其
れ
自
身
で
あ
る
と
云
う
の
で
あ
る
か
ら
、
是
れ
は
善
く
分
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

第
二
　
矛
盾
の
原
理
（
矛
盾
律
）
と
云
う
て
居
る
も
の
、
そ
れ
は
、
甲
は
非
甲
に
あ
ら
ず
と
云
う
の
で
、
是
れ

も
　よ能　
く
分
っ
て
居
る
。

第
三
　
拒
中
の
原
理
（
不
容
中
間
律
）
と
云
う
て
居
る
の
が
一
つ
。
そ
れ
は
甲
は
乙
な
る
か
或
は
非
乙
な
る
か

と
云
う
の
で
、
是
れ
も
明
か
な
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
三
つ
で
あ
り
ま
す
が
、
　い

ず何　
れ
も
其
れ
自
身
明
か
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
是
れ
こ
そ
経
験
に
依
っ
た
の
で
も
何
で
も

な
い
。
甲
は
甲
で
あ
る
と
か
、
甲
は
甲
で
な
い
も
の
で
な
い
と
云
う
の
で
す
か
ら
。

　な
お尚　

こ
の
三
つ
以
外
に
論
理
学
に
於
て
は
も
う
一
つ
附
加
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
此
の
三
つ
と
性
質
が
少
し

違
っ
て
居
る
が
、
論
理
学
者
に
依
っ
て
は
之
れ
を
附
加
え
て
居
る
し
、
又
或
論
理
学
者
は
省
い
て
居
る
。
そ
れ
は
充
足

理
由
の
原
理
と
云
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
云
う
の
か
と
云
う
と
、
甲
な
る
こ
と
を
云
わ
ん
に
は
十
分
な
る
理
由
乙

あ
る
を
要
す
。
　こ斯　
う
云
う
の
で
あ
り
ま
す
。
　と兎　
に
　か

く角　
論
理
学
の
方
で
自
明
の
真
理
と
云
わ
れ
て
居
る
ア
キ
シ
オ
ム
と
云
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う
も
の
は
幾
何
学
で
云
う
所
の
公
理
と
は
大
変
に
違
う
の
で
あ
り
ま
す
。

吾
人
が
数
学
特
に
幾
何
学
に
於
て
ア
キ
シ
オ
ム
と
称
え
て
居
る
も
の
は
、
今
言
う
た
自
明
の
真
理
で
は
な
い
。
知
力

の
発
達
し
な
い
場
合
に
は
疑
を
挾
む
と
云
う
こ
と
が
少
く
し
て
早
く
断
定
を
下
す
と
云
う
こ
と
が
あ
る
。
　こ斯　
う
だ
と
云

わ
れ
る
と
直
に
頷
く
と
云
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
自
明
の
真
理
の
　ご

と如　
く
見
え
て
も
実
は
そ
う
で
な
い
。
例
え
ば
中
学
校

の
初
年
級
に
於
て
は
、
直
に
、
ア
ア
そ
れ
は
　よ能　
く
分
っ
た
こ
と
だ
と
云
っ
て
も
、
そ
れ
が
学
者
の
方
か
ら
見
た
ら
余
程
疑

を
挾
む
余
地
が
あ
る
。
例
え
ば
全
体
は
其
の
部
分
の
和
で
あ
る
。
或
は
二
つ
の
点
を
過
ぎ
一
つ
の
直
線
を
引
く
こ
と
が

出
来
る
、
そ
う
し
て
　た

だ唯　
一
つ
の
直
線
に
限
る
、
と
云
う
が
　ご

と如　
き
も
の
は
、
是
れ
は
格
段
な
る
場
合
に
於
け
る
経
験
的
事

実
の
概
括
に
過
ぎ
な
い
。
英
語
で
云
え
ばgen

eralization
s
of

p
articu

lar
em

p
irical

facts

で
あ
っ
て
個
々
別
々
の
格

段
な
る
場
合
に
於
け
る
経
験
的
事
実
を
概
括
し
て
、
そ
う
し
て
論
定
を
下
す
の
で
あ
っ
て
、
絶
対
的
確
実
の
権
威
を
有

し
て
居
る
も
の
で
は
な
い
。can

n
ever

rise
to

th
e
d
ign

ity
of

ab
solu

te
cirtitu

d
e

と
云
う
べ
き
で
あ
る
。
此
等
は
　た

だ唯　

assu
m
p
tion

（
仮
定
）
と
し
て
取
扱
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
に
於
て
、
一
つ
の
物
体
を
分
つ
、
例
え
ば

二
つ
な
ら
二
つ
に
分
け
る
。
そ
う
し
て
又
其
の
二
つ
の
部
分
を
継
合
わ
す
と
い
う
と
、
前
の
分
け
な
か
っ
た
時
分
と
同

大
の
も
の
が
出
来
る
と
す
る
。
そ
れ
は
経
験
的
に
皆
そ
う
思
っ
て
居
る
。
　し

か併　
し
二
つ
に
分
け
た
と
き
に
最
早
元
の
通
り

に
な
ら
な
い
も
の
も
な
い
で
は
な
い
。
又
継
合
わ
し
て
元
の
通
り
に
な
る
と
思
う
て
居
る
場
合
で
も
―
―
そ
れ
は
　い如　
　か何　

に
も
物
指
で
　は

か度　
れ
ば
一
尺
あ
っ
た
も
の
を
五
寸
と
五
寸
と
に
分
け
て
又
継
合
わ
し
た
ら
元
の
通
り
一
尺
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
け
れ
ど
も
其
時
に
眼
の
助
け
な
り
、
或
は
耳
の
助
け
な
り
、
即
ち
五
官
の
力
を
　か籍　
り
て
前
の
通
り
一
尺
に
な
っ
た

と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
薄
弱
な
る
議
論
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
吾
々
の
五
官
と
い
う
も
の
は
薄
弱
な
機
関
で
あ
る
か

ら
、
耳
や
眼
で
認
む
る
こ
と
の
出
来
な
い
極
く
僅
か
な
部
分
に
至
っ
て
は
元
の
通
り
に
な
っ
て
居
る
か
居
ら
ぬ
か
見
判

け
は
つ
か
な
い
。
二
つ
の
点
を
過
ぎ
一
つ
の
直
線
を
引
く
に
　じ

ょ
う
ぎ

定
木　
を
以
て
引
い
て
見
る
。
も
う
一
本
引
い
て
見
る
。
経
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験
で
は
重
な
っ
て
し
ま
う
と
な
っ
て
居
る
。
二
本
は
引
け
な
い
と
な
っ
て
居
る
。
区
別
の
あ
る
様
に
二
本
だ
け
二
点
の

間
に
引
こ
う
と
思
っ
て
も
引
く
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
は
　し

か併　
し
　じ

ょ
う
ぎ

定
木　
の
よ
う
な
又
眼
と
云
う
様
な
精
巧
で
な
い
も
の

を
用
う
る
為
か
も
知
れ
な
い
。
物
理
学
者
な
ど
に
は
眼
や
耳
が
無
上
に
有
力
な
助
け
で
あ
る
か
ら
、
一
本
よ
り
引
け
な

い
と
断
定
し
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
眼
や
耳
で
も
届
か
な
い
処
が
あ
る
に
違
い
な
い
か
ら
、
線
を
引
い
て
見
て
重
な
っ

た
か
ら
と
云
っ
て
一
本
に
限
る
と
云
う
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。

公
理
は
皆
そ
う
云
う
風
に
、
実
験
的
経
験
的
に
得
た
事
実
を
概
括
し
て
仮
に
下
し
て
置
い
た
の
で
、
絶
対
的
確
実
で

あ
る
と
云
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
仮
定
で
あ
る
と
云
う
よ
り
外
仕
方
が
な
い
。

公
理
に
付
て
は
　な

お尚　
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
が
、
其
の
前
に
ユ
ー
ク
リ
ッ
ドE

u
clid

の
幾
何
原
本
に

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の

幾
何
学
原
本

付
て
少
し
述
べ
て
置
か
な
い
と
都
合
の
悪
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
ら
其
れ
を
お
話
致
し
ま
し
ょ
う
。

少
し
歴
史
の
様
な
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
　ギ

リ
シ
ア

希
臘　
人
は
　エ

ジ
プ
ト

埃
及　
か
ら
幾
何
学
を
輸
入
し
て
、
是
れ
に
改
良
を
加
え
た
、
又
多

く
発
明
す
る
所
が
あ
っ
た
。
　し

か然　
る
に
　エ

ジ
プ
ト

埃
及　
の
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
で
大
学
が
出
来
た
時
に
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ドE

u
clid

と

い
う
　ギ

リ
シ
ア

希
臘　
人
が
今
度
は
　エ

ジ
プ
ト

埃
及　
へ
渡
っ
て
幾
何
学
を
教
授
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
其
時
に
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
は
、
自
分
よ
り

前
の
時
代
の
数
学
者
タ
ー
レ
スT

h
ales

ピ
タ
ゴ
ラ
スP

h
y
tagoras

プ
ラ
ト
ーP

lato

デ
モ
ク
リ
タ
スD

em
o
critu

s

ユ
ー

ド
キ
サ
スE
u
d
ox
u
s

等
が
発
見
し
て
置
い
た
と
こ
ろ
の
定
理
を
順
序
好
く
排
列
し
て
、
自
分
自
身
の
発
明
し
た
所
を
も

加
え
て
、
一
つ
の
教
科
書
を
作
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
特
に
こ
の
ユ
ー
ド
キ
サ
ス
と
云
う
人
が
其
の
材
料
を
大
略
準
備

し
て
置
い
た
の
で
あ
る
と
云
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
完
全
な
る
組
織
を
持
っ
て
居
る
一
つ
の
幾
何
学
と
云
う
学
問
を
編

成
し
た
。
こ
の
点
に
於
て
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
は
大
功
が
あ
る
と
　い謂　
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ユ
ー
ド
キ
サ
ス
は
余
り
其
の
名

が
顯
れ
て
居
ら
ぬ
。
　え

ん椽　
の
下
の
力
持
を
し
た
様
な
訳
で
あ
り
ま
す
が
、
マ
ア
そ
う
云
う
風
で
幾
何
学
の
教
科
書
が
出
来

た
の
で
あ
り
ま
す
。
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ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
と
い
う
人
が
、
子
弟
を
教
授
す
る
際
に
は
、
　す

べ凡　
て
知
識
は
知
識
と
し
て
学
得
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
其

れ
よ
り
生
ず
る
利
益
を
求
め
て
は
な
ら
ぬ
。
知
識
よ
り
生
ず
る
応
用
を
求
め
て
は
い
か
ぬ
、
と
云
う
こ
と
を
主
張
し
た

の
で
あ
り
ま
す
。
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
幾
何
学
は
、
　た

と縦　
い
現
在
の
時
代
か
ら
見
た
ら
欠
点
が
あ
る
に
し
て
も
、
余
程
完
全

な
理
論
を
説
き
立
て
た
も
の
で
あ
る
と
云
う
て
　よ

ろ宜　
し
い
。
そ
し
て
其
の
間
に
応
用
と
云
う
こ
と
は
殆
ど
眼
中
に
置
い
て

な
い
。
そ
れ
が
久
し
い
間
　ヨ

ー
ロ
ッ
パ

欧
羅
巴　
で
尊
重
せ
ら
れ
て
居
っ
た
。
け
れ
ど
も
全
く
応
用
を
眼
中
に
置
か
な
い
組
立
の
幾
何

学
は
、
現
在
の
教
育
に
向
っ
て
は
　よ

ろ
し宜　い
も
の
で
あ
る
か
否
か
、
其
れ
は
問
題
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
　そ其　
　こ処　
に
於
て
教
育
上

か
ら
観
て
の
幾
何
学
の
改
良
と
云
う
こ
と
が
起
っ
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。
何
処
の
国
が
一
番
先
で
あ
る
と
云
う
こ
と

は
後
で
時
間
が
あ
っ
た
ら
言
い
ま
し
ょ
う
。
　と兎　
に
　か

く角　
元
の
起
り
は
応
用
に
少
し
も
重
き
を
置
い
て
な
い
の
で
あ
る
。

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
は
、其
の
年
代
を
言
い
ま
す
と
西
暦
紀
元
前
三
百
三
十
年
頃
に
生
れ
て
同
二
百
七
十
五
年
頃
に
死
ん
だ

の
で
あ
ろ
う
と
云
わ
れ
て
居
る
。（
此
の
話
を
し
て
置
か
ぬ
と
先
に
行
っ
て
少
し
都
合
が
悪
い
か
ら
言
う
て
置
き
ま
す
）。

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
は
プ
ラ
ト
ー
よ
り
は
年
少
で
あ
る
。
時
と
し
て
は
プ
ラ
ト
ー
に
就
い
て
学
問
を
習
っ
た
こ
と
が
あ
る
と

も
云
わ
れ
て
居
る
。
そ
れ
は
確
か
で
あ
る
か
ど
う
が
分
ら
ぬ
が
、プ
ラ
ト
ー
の
弟
子
で
あ
る
と
も
云
わ
れ
て
居
る
。
ユ
ー

ク
リ
ッ
ド
の
外
に
　ギ

リ
シ
ア

希
臘　
に
於
て
特
に
著
し
く
秀
で
た
学
者
が
二
人
あ
る
。
そ
れ
は
一
人
は
ア
ル
キ
メ
デ
スA

rch
im

ed
es

ア
ル
キ
メ
デ
ス
と

ア
ポ
ロ
ニ
ウ
ス
と

の
研
究

他
の
一
人
は
ア
ボ
ロ
ニ
ウ
スA

p
ollon

iu
s

と
云
う
。
此
の
二
人
と
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
を
合
せ
て
　ギ

リ
シ
ア

希
臘　
の
三
大
幾
何
学
者
と

云
う
こ
と
が
出
来
ま
し
ょ
う
。
ア
ル
キ
メ
デ
ス
は
数
量
的
の
幾
何
学
（
球
の
面
積
を
測
る
と
か
体
積
を
測
る
と
か
云
う

　ご
と如　

く
）
に
秀
で
て
居
っ
て
、
ア
ポ
ロ
ニ
ウ
ス
は
位
置
に
関
し
た
幾
何
学
に
特
に
秀
で
て
居
っ
た
。
例
え
ば
ア
ポ
ロ
ニ
ウ

ス
の
軌
跡
と
云
う
の
が
あ
る
が
、
軌
跡
は
位
置
に
関
係
し
て
居
り
ま
し
ょ
う
。
或
は
三
つ
の
円
に
切
す
る
円
を
描
く
ア

ポ
ロ
ニ
ウ
ス
の
問
題
と
云
う
の
が
あ
る
。
是
れ
も
数
量
に
は
関
係
し
て
居
ら
な
い
で
位
置
に
関
係
し
て
居
る
。
そ
う
云

う
風
に
、
位
置
に
関
係
し
た
方
が
得
意
で
あ
っ
た
。
此
の
ア
ル
キ
メ
デ
ス
及
ア
ポ
ロ
ニ
ウ
ス
は
其
の
長
所
に
於
て
は
そ
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う
云
う
違
い
が
あ
る
が
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
幾
何
学
に
現
れ
て
在
る
直
線
及
円
よ
り
も
高
等
な
る
曲
線
例
え
ば
　だ橢　
　え

ん円　
、
抛

物
線
と
云
う
よ
う
な
も
の
を
も
深
く
研
究
し
た
。
現
在
は
通
例
　だ橢　
　え

ん円　
、
抛
物
線
等
を
論
ず
る
の
に
デ
カ
ル
トD

escartes

の
解
析
幾
何
学
の
方
法
に
依
っ
て
是
等
の
曲
線
の
性
質
を
見
出
す
と
云
う
こ
と
に
な
っ
て
居
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
普
通

の
幾
何
学
の
様
な
体
裁
で
其
等
の
曲
線
の
性
質
を
求
め
る
と
云
う
こ
と
は
又
其
れ
と
は
別
種
の
趣
が
あ
る
。
解
析
の
助

け
を
　か籍　
ら
な
い
取
扱
方
は
ア
ル
キ
メ
デ
ス
、
ア
ポ
ロ
ニ
ウ
ス
の
時
分
に
非
常
に
発
達
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
ア
ポ
ロ

ニ
ウ
ス
の
コ
ニ
ッ
ク
・
セ
ク
シ
ョ
ン
円
錐
曲
線
論
の
本
は
極
め
て
有
名
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
解
祈
幾
何
学

の
様
に
取
扱
う
の
で
は
な
い
。
　と兎　
に
　か

く角　
　ギ

リ
シ
ア

希
臘　
に
於
て
既
に
　だ橢　
　え

ん円　
、
抛
物
線
、
　も

し若　
く
は
其
れ
以
上
の
高
等
な
曲
線
の
研
究

で
も
　か

な
り
可
也　
十
分
に
出
来
た
の
で
あ
っ
て
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
が
幾
何
学
を
編
纂
す
る
際
に
は
プ
ラ
ト
ー
の
意
を
承
け
て
其

の
範
囲
を
直
線
及
円
に
関
す
る
も
の
と
し
た
。
　た

と
い

仮
令　
立
体
幾
何
学
に
　は這　
　い入　
っ
て
も
　や

は
り

矢
張　
そ
う
云
う
も
の
だ
け
に
関
し
て

居
る
。
直
円
錐
直
　え

ん
と
う

円
壔　
と
云
う
よ
う
な
も
の
は
取
扱
え
ど
、
そ
れ
を
斜
に
　き截　
っ
た
も
の
は
モ
ウ
取
扱
わ
な
い
。
と
云
う

様
に
直
線
と
円
と
に
関
係
し
た
も
の
に
限
っ
た
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ア
ポ
ロ
ニ
ウ
ス
の
コ
ニ
ッ
ク
・

セ
ク
シ
ョ
ン
と
云
う
本
が
出
来
て
居
る
。
コ
ニ
ッ
ク
・
セ
ク
シ
ョ
ン
の
中
に
は
　だ橢　
　え

ん円　
、
抛
物
線
等
が
主
と
な
っ
て
居
る
。

そ
う
云
う
様
に
分
担
が
出
来
て
居
る
。
　し

か併　
し
吾
々
は
教
育
の
上
に
於
て
は
何
も
現
在
の
所
で
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
通
り
範

囲
を
限
る
必
要
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
彼
れ
等
の
時
分
に
は
マ
ア
そ
う
云
う
風
に
プ
ラ
ト
ー
の
意
を
承
け
て
や
っ
た
の
で

あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
何
も
今
そ
う
云
う
風
に
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
必
要
は
な
い
。
　だ橢　
　え

ん円　
の
こ
と
も
簡
単
な
る
性
質
は
幼
年

の
生
徒
に
教
え
て
　さ

し
つ
か
え

差
支　
な
い
。
　さ

し
つ
か
え

差
支　
な
い
の
み
な
ら
ず
、
応
用
も
あ
り
了
解
も
さ
れ
ま
す
。
そ
う
云
う
こ
と
に
係
わ
っ

て
旧
慣
を
固
執
す
る
の
は
一
つ
の
弊
害
に
捉
わ
れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
何
で
も
入
用
な
も
の
は
加
え
て
　よ

ろ
し宜　い

。

そ
う
し
て
初
等
幾
何
学
を
組
立
て
て
行
く
こ
と
が
出
来
ま
し
ょ
う
。
話
が
横
途
へ
は
　い入　
り
ま
し
た
。

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
幾
何
原
本
は
、
其
の
初
は
　も

と素　
よ
り
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
書
い
た
も
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
長
い
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年
月
の
間
に
段
々
と
多
少
の
変
化
は
受
け
た
の
で
あ
り
ま
す
。
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
書
い
た
　そ

の
ま
ま

其
儘　
の
本
は
吾
々
に
伝
わ
っ

て
い
な
い
。
　い如　
　か何　
　よ

う様　
な
も
の
が
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
書
い
た
も
の
で
あ
る
か
分
ら
な
い
様
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
恐
ら

く
　こ斯　
う
云
う
様
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
云
う
こ
と
を
種
々
の
材
料
に
依
っ
て
推
定
し
よ
う
と
し
た
学
者
が
幾

人
も
あ
り
ま
す
。
其
の
中
で
信
用
の
置
け
る
も
の
、
正
し
い
も
の
だ
と
　み見　
　な做　
さ
れ
て
一
般
に
数
学
者
が
是
認
し
て
居
る

所
の
も
の
の
一
つ
は
、
　フ

ラ
ン
ス

仏
蘭
西　
人
のP

ey
rard

に
依
っ
て
出
来
た
と
こ
ろ
の
三
冊
の
本
で
あ
り
ま
す
。
西
暦
千
八
百
九
年

ペ
イ
ラ
ー
ル
と

ヒ
ー
ス
と
の
幾
何

学
原
本
の
推
定

研
究

に
其
の
第
二
版
が
出
て
居
る
。
現
在
で
も
其
の
研
究
が
続
け
ら
れ
て
居
な
い
の
で
は
な
い
。
近
頃
で
はH

eath

と
云
う

人
の
研
究
が
出
来
ま
し
た
。
こ
れ
は
今
　よ能　
く
覚
え
て
い
ま
せ
ぬ
、
間
違
っ
た
ら
い
け
ま
せ
ぬ
か
ら
調
べ
て
来
て
明
日
言

い
ま
し
ょ
う
。

其
外
に
、
も
っ
と
小
さ
い
頁
数
で
出
版
し
た
の
も
あ
る
が
、
幾
何
原
本
は
十
三
篇
か
ら
出
来
て
居
る
の
で
あ
っ
て
、
そ

う
云
う
も
の
の
内
容
を
見
る
の
に
純
粋
の
幾
何
学
ば
か
り
で
は
な
い
。
其
中
の
一
、
二
、
三
、
四
篇
は
吾
々
の
や
っ
て

居
る
通
り
、
直
線
、
円
、
面
積
な
ど
を
論
じ
て
あ
る
。
五
篇
は
比
例
論
。
六
編
は
相
似
形
。
七
、
八
、
九
篇
は
幾
何
学

で
な
い
、
数
の
性
質
の
こ
と
を
論
じ
て
あ
る
。
特
に
九
篇
の
中
に
は
素
数
と
云
う
も
の
が
無
限
に
多
い
と
い
う
よ
う
な

こ
と
を
論
じ
て
居
る
。
十
篇
は
有
名
な
る
不
可
度
量
論
。
十
一
、
十
二
、
十
三
篇
は
立
体
幾
何
学
。
是
れ
だ
け
で
あ
り

ま
す
。
そ
れ
で
吾
々
が
普
通
に
採
用
し
て
居
る
教
科
書
と
云
う
も
の
は
無
諭
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
幾
何
原
本
の
　ま

ま儘　
で
は
な

く
、
多
少
変
化
は
し
て
居
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
体
に
於
て
は
　や

は
り
矢
張　
そ
の
幾
何
原
本
に
習
っ
て
、
其
の
一
部
分
を
や
っ

て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　ま先　
ず
是
れ
が
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
幾
何
原
本
に
就
い
て
の
話
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
最
も
信
を
置
く
可
き
研
究
の
結
果
な
る
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
幾
何
原
本
に
付
て
見
る
の
に
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
は
幾

何
学
の
基
礎
と
し
て
九
つ
の
普
通
概
念K

oin
ai

E
n
n
oiai

(C
om

m
on

n
otion

s)

と
云
う
も
の
と
、
六
つ
の
所
望
（
公
準
）

P
ostu

lates
(A

item
a)

と
云
う
も
の
と
を
述
べ
て
あ
る
。
後
の
方
は
所
望
と
云
っ
て
は
余
り
平
た
過
ぎ
る
か
ら
、
近
頃
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で
は
公
理
に
対
し
て
公
準
と
し
て
居
り
ま
す
。
そ
れ
は
次
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。

普
通
概
念

幾
何
学
原
本
中
の

普
通
概
念
と
公
準

一
、
同
じ
も
の
に
等
し
き
も
の
は
相
等
し
。

二
、
相
等
し
き
も
の
に
相
等
し
き
も
の
を
加
う
れ
ば
其
和
は
相
等
し
。

三
、
相
等
し
き
も
の
よ
り
相
等
し
き
も
の
を
減
ず
れ
ば
残
り
は
相
等
し
。

四
、
相
等
し
か
ら
ざ
る
も
の
に
相
等
し
き
も
の
を
加
う
れ
ば
其
和
は
相
等
し
か
ら
ず
。

五
、
相
等
し
か
ら
ざ
る
も
の
よ
り
相
等
し
き
も
の
を
減
ず
れ
ば
其
残
り
は
相
等
し
か
ら
ず
。

六
、
同
じ
も
の
の
二
倍
な
る
も
の
は
相
等
し
。

七
、
同
じ
も
の
の
半
分
な
る
も
の
は
相
等
し
。

八
、
相
合
す
る
も
の
即
ち
　ち

ょ
う
ど

丁
度　
同
じ
場
処
を
充
た
す
も
の
は
相
等
し
。

九
、
全
部
は
其
の
各
部
分
よ
り
大
な
り
。

公
準

一
、
一
つ
の
任
意
の
点
よ
り
他
の
任
意
の
点
へ
直
線
を
引
く
こ
と
を
得
。

二
、
直
線
は
之
を
雙
方
に
極
ま
り
な
く
延
長
す
る
こ
と
を
得
。

三
、
任
意
の
点
を
中
心
と
し
、
任
意
の
半
径
を
以
て
円
を
描
く
こ
と
を
得
。

四
、
　す

べ凡　
て
の
直
角
は
相
等
し
。

五
、
　も若　
し
一
つ
の
直
線
が
二
つ
の
直
線
に
出
会
い
、
其
の
同
じ
側
に
あ
る
二
つ
の
内
角
の
和
が
二
直
角
よ
り
小
な

れ
ば
此
の
二
つ
の
直
線
は
之
を
断
え
ず
延
長
す
れ
ば
　つ

い遂　
に
和
が
二
直
角
よ
り
小
な
る
二
角
が
あ
る
側
に
於
て
出

会
う
べ
し
。

六
、
二
つ
の
直
線
は
場
処
を
囲
込
む
　あ

た能　
わ
ず
。
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是
れ
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
殆
ど
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
を
　そ

の
ま
ま

其
儘　
直
訳
し
た
の
で
あ
る
。
是
れ
に
従
っ
て
見
る
と
、
コ

イ
ナ
イ
・
エ
ン
ノ
イ
ア
イ
と
称
す
る
普
通
概
念
は
一
般
に
量
に
関
し
た
事
柄
で
あ
っ
て
、
現
在
吾
々
の
教
科
書
に
於
け

る
普
通
公
理
と
云
う
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
特
に
幾
何
学
に
関
す
る
所
の
事
柄
は
皆
ア
イ
テ
マ
と
名
づ
け
て
総
括
し

て
あ
っ
て
、
別
に
之
を
ア
キ
シ
オ
ム
ス
と
ポ
ス
チ
ュ
レ
ー
ツ
と
に
は
区
別
し
て
な
い
。
後
に
区
別
を
す
る
様
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
議
論
が
起
る
。
ア
イ
テ
マ
と
云
う
言
葉
の
意
味
が
問
題
に
な
る
。
ア
イ
テ
マ
と
云
う
言
葉
は
前

に
申
し
た
通
り
所
望
、
請
求
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
此
の
六
箇
條
は
経
験
的
に
真
理
で
あ
る
と
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
が
断

定
し
て
、
自
分
の
幾
何
学
を
読
む
に
付
い
て
は
、
読
む
者
等
が
　ま

ず先　
以
て
承
諾
せ
ん
こ
と
を
求
め
た
と
こ
ろ
の
事
項
で
あ

る
。
是
れ
だ
け
は
請
求
所
望
す
る
ぞ
と
云
う
の
で
あ
り
ま
す
。
　も若　
し
之
を
承
諾
せ
ず
と
な
ら
ば
自
分
の
幾
何
学
を
読
む

こ
と
は
な
ら
ぬ
、
と
い
う
意
味
に
於
て
述
べ
立
て
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
是
れ
　だ丈　
け
は
真
で
あ
る
と
仮
定
せ
よ
と
、

　こ斯　
う
云
う
意
味
で
あ
る
。
　も若　
し
真
と
し
な
い
な
ら
ば
自
分
の
幾
何
学
を
学
ぶ
な
。
　こ斯　
う
云
う
意
味
に
於
て
　の

べ
た
述
立　
て
て
あ

り
ま
す
。
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第
四
講

昨
日
申
し
ま
し
た
様
に
、
ペ
イ
ラ
ー
ルP

ey
rard

と
云
う
人
の
推
定
し
た
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
幾
何
原
本
に
従
い
ま
す
と
、

普
通
概
念
と
公
準

の
変
動

普
通
概
念C

om
m
on

n
otation

s

と
云
う
も
の
が
九
つ
あ
る
。
そ
れ
か
ら
公
準A

item
a

と
云
う
も
の
が
六
つ
あ
る
。
此

の
ペ
イ
ラ
ー
ル
の
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
幾
何
原
本
と
云
う
も
の
が
一
時
非
常
に
信
用
を
置
か
れ
て
居
っ
た
。
昔
の
原
本
は

　い如　
　か何　
に
も
そ
う
云
う
風
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
云
う
こ
と
に
な
っ
て
、
今
も
　な

お尚　
其
の
勢
力
は
保
っ
て
居
り
ま
す
。
け

れ
ど
も
此
の
ペ
イ
ラ
ー
ル
の
研
究
は
、
昨
日
も
言
い
ま
し
た
様
に
、
千
八
百
九
年
に
第
二
版
が
出
た
位
で
、
今
か
ら
百

年
以
上
も
前
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
極
く
近
頃
に
な
っ
て
又
非
常
に
精
密
に
取
調
べ
た
書
物
が
出
て
居
り
ま
す
。
そ
れ

は
昨
日
は
其
の
名
を
云
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
　こ此　
　こ処　
に
あ
り
ま
す
る
三
冊
の
書
物
で
あ
り
ま
す
。
是
れ
は
千

九
百
八
年
即
ち
今
か
ら
四
年
前
に
　イ

ギ
リ
ス

英
吉
利　
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ヂ
で
出
来
た
書
物
で
、H

eath

と
云
う
人
の
書
か
れ
た
も
の
で

あ
り
ま
す
。T

h
e
th
irteen

b
o
ok

s
of

E
u
clid

’s
E
lem

en
ts,

1908

と
い
う
の
で
す
。
こ
の
書
に
従
い
ま
す
と
、
ユ
ー
ク

リ
ッ
ド
自
身
が
基
礎
と
せ
る
も
の
は
非
常
に
僅
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
ポ
ス
チ
ュ
レ
ー
ツ
と
云
う
方
が
先
に
出
て
居

る
。
そ
れ
が
五
つ
あ
る
。
ペ
イ
ラ
ー
ル
の
ア
イ
テ
マ
に
当
る
の
で
す
。
ペ
イ
ラ
ー
ル
の
ア
イ
テ
マ
は
六
つ
あ
る
が
、
其

六
つ
の
中
の
第
六
即
ち
「
二
つ
の
直
線
は
場
処
を
囲
み
込
む
　あ

た能　
わ
ず
」
と
云
う
の
を
取
除
い
て
あ
り
ま
す
。
其
他
は
言

葉
に
於
て
少
し
違
い
が
あ
る
だ
け
で
順
序
も
何
も
か
も
同
じ
で
す
。
其
の
次
に
コ
ン
モ
ン
・
ノ
ー
シ
オ
ン
ス
と
云
う
方

を
挙
げ
て
あ
る
。
是
れ
は
ペ
イ
ラ
ー
ル
の
方
で
は
九
つ
挙
げ
て
あ
っ
た
が
、
大
変
数
が
減
っ
て
、
五
つ
し
か
挙
げ
て
な

い
。
そ
の
五
つ
を
申
す
と
次
の
　ご

と如　
く
で
あ
り
ま
す
。

一
、
同
じ
も
の
に
等
し
き
も
の
は
互
に
相
等
し
（
ペ
イ
ラ
ー
ル
の
第
一
）。

二
、
相
等
し
き
も
の
に
相
等
し
き
も
の
を
加
う
れ
ば
其
の
和
は
相
等
し
（
ペ
イ
ラ
ー
ル
の
第
二
）

三
、
相
等
し
き
も
の
よ
り
相
等
し
き
も
の
を
減
ず
れ
ば
残
り
は
相
等
し
（
ペ
イ
ラ
ー
ル
の
第
三
）。
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四
、
重
ね
合
わ
し
て
相
一
致
す
る
所
の
も
の
は
互
に
相
等
し
（
ペ
イ
ラ
ー
ル
の
第
八
）。

五
、
全
部
は
各
部
分
よ
り
大
な
り
（
ペ
イ
ラ
ー
ル
の
第
九
）。

　こ斯　
う
云
う
様
に
五
つ
だ
け
挙
げ
ま
し
て
、
ぺ
イ
ラ
ー
ル
の
四
、
五
、
六
、
七
と
云
う
四
つ
に
当
る
べ
き
も
の
が
抜
け
て
居

り
ま
す
。
此
の
四
つ
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
自
身
は
書
き
表
わ
さ
な
か
っ
た
の
で
、
後
の
学
者
が
附
加
え
た
の
で
あ
る
。
　こ斯　

う
　い云　
う
こ
と
に
な
っ
て
居
り
ま
す
。
此
の
四
つ
は
何
人
が
加
え
た
の
で
あ
る
か
と
云
う
こ
と
、
又
前
の
ポ
ス
チ
ュ
レ
ー

ツ
の
一
番
　し

ま
い
仕
舞　
の
「
二
直
線
は
場
処
を
囲
み
込
む
　あ

た能　
わ
ず
」
と
云
う
は
何
人
が
加
え
た
の
で
あ
る
か
と
云
う
こ
と
に
付

て
は
ヒ
ー
ス
の
書
物
に
説
が
出
て
居
り
ま
す
。
　も

と素　
よ
り
此
の
ペ
イ
ラ
ー
ル
と
ヒ
ー
ス
と
云
う
人
の
大
著
述
ば
か
り
で
は

な
い
。
其
外
に
も
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
幾
何
原
本
を
推
定
し
た
小
さ
い
著
述
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
著
者
の
見
る

所
を
異
に
致
し
ま
す
か
ら
、
其
の
各
々
の
見
解
に
依
っ
て
数
が
違
っ
て
居
る
、
又
　の

べ
か
た

述
方　
も
多
少
違
っ
て
居
る
の
で
あ
り

ま
す
。
我
国
で
行
わ
れ
で
居
る
教
科
書
は
多
く
は
沢
山
の
普
通
概
念
が
挙
げ
ら
れ
て
居
る
。
　む

し寧　
ろ
ぺ
イ
ラ
ー
ル
の
方
に

近
い
の
で
あ
り
ま
す
。
以
下
ペ
イ
ラ
ー
ル
の
方
に
従
っ
て
話
を
致
し
ま
す
。
ペ
イ
ラ
ー
ル
の
方
が
日
本
の
教
科
書
に
似

て
居
る
。
其
の
通
り
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
が
似
て
居
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
幾
何
原
本
の
中
世
以
降
の
出
版
に
於
て
は
上
述
の
十
五
箇
條
を
区
分
す
る
の
に
、
ペ
イ
ラ
ー
ル
の

推
定
し
た
様
に
は
し
て
な
く
て
、
十
二
個
の
ア
キ
シ
オ
ス
ム
と
三
個
の
ポ
ス
チ
ュ
レ
ー
ツ
と
云
う
も
の
に
区
分
を
し
た
。

其
頃
迄
は
ア
キ
シ
オ
ム
ス
と
云
う
言
葉
は
使
っ
て
居
ら
ぬ
。
ア
キ
シ
オ
ム
ス
と
云
う
言
葉
は
是
れ
は
自
明
の
真
理
と
も

取
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
中
世
以
降
は
時
々
自
明
の
真
理
を
基
礎
に
す
る
が
　ご

と如　
く
思
わ
る
る
よ
う
な
有
様
に

な
っ
た
。
其
の
中
世
以
後
に
於
て
は
ア
キ
シ
オ
ム
ス
が
十
二
個
あ
る
。
そ
れ
は
九
つ
の
コ
ン
モ
ン
・
ノ
ー
シ
ョ
ン
と
六

つ
の
ア
イ
テ
マ
の
中
の
　し

ま
い
仕
舞　
三
つ
と
を
合
せ
て
ア
キ
シ
オ
ム
ス
と
し
て
、
ア
イ
テ
マ
の
中
の
初
三
つ
だ
け
を
ポ
ス
チ
ュ

レ
ー
ト
と
し
た
。
そ
う
す
る
と
ポ
ス
チ
ュ
レ
ー
ト
と
云
う
も
の
は
　い

わ
ゆ
る

所
謂　
作
図
の
方
法
に
関
す
る
規
定
に
な
る
。
直
線
を

普
通
公
理
幾
何
学

公
理
及
び
作
図
の

手
段
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引
い
た
り
、
円
を
描
く
と
云
う
こ
と
で
す
。
ア
キ
シ
オ
ム
ス
と
云
う
方
は
現
在
吾
々
の
云
う
て
居
る
普
通
公
理
と
幾
何

公
理
と
が
一
緒
に
な
っ
て
居
る
も
の
に
な
る
。
そ
れ
で
今
作
図
の
　き規　
　く矩　
―
―
作
図
の
手
段
と
云
わ
れ
て
居
る
も
の
は
中

世
以
降
に
な
っ
て
、
そ
れ
だ
け
の
も
の
が
別
に
区
分
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
名
前
は
違
っ
て
居
る
け
れ
ど
も
、
　と兎　
も

　か
く角　
も
外
の
ア
キ
シ
オ
ム
ス
と
引
離
さ
れ
て
別
物
に
取
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
中
世
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
時
か
ら
で
は
な
い
。
そ
れ
が
引
離
さ
れ
た
の
は
　よ

ろ宜　
し
い
が
、
一
方
に
於
て
は
一
般
の
普
通
の
量
に
関

し
た
と
こ
ろ
の
普
通
公
理
と
純
幾
何
学
の
中
に
属
す
べ
き
幾
何
学
公
理
の
類
と
が
一
緒
に
な
っ
て
居
る
と
云
う
不
都
合

普
通
公
理
の
箇
條

の
不
明
条

が
生
じ
た
。
所
が
、
　イ

ギ
リ
ス

英
吉
利　
の
幾
何
学
教
授
法
改
良
協
会
の
決
議
に
従
っ
て
見
る
と
、
そ
の
中
世
紀
以
降
の
分
類
の
仕

方
が
幾
分
か
復
旧
せ
ら
れ
た
。
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
普
通
概
念
と
云
う
も
の
を
普
通
公
理C

om
m
on

ax
iom

s

と
云
う
て
別

に
幾
何
学
公
理G

eom
etrical

ax
iom

s

と
い
う
部
類
が
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
三
つ
の
ポ
ス
チ
ュ
レ
ー
ツ
が
離
さ

れ
て
居
る
こ
と
は
中
世
以
降
の
通
り
で
あ
る
。
我
国
で
広
く
行
わ
れ
て
居
る
菊
池
さ
ん
の
教
科
書
な
ど
の
普
通
公
理
と

云
う
も
の
と
大
同
小
異
で
あ
る
。
菊
池
さ
ん
の
教
科
書
に
も
　や矢　
　は張　
り
九
つ
の
普
通
公
理
が
挙
げ
ら
れ
て
居
る
。
　た

だ唯　
少
し

順
序
が
違
う
。
そ
れ
か
ら
ペ
イ
ラ
ー
ル
の
第
八
が
菊
池
さ
ん
の
乙
と
云
う
普
通
公
理
に
な
る
。
そ
れ
は
「
相
合
す
る
も

の
即
ち
　ち

ょ
う
ど

丁
度　
同
じ
場
処
を
充
た
す
も
の
は
相
等
し
」
と
云
う
所
を
菊
池
さ
ん
の
方
で
は
之
を
抜
い
て
「
全
量
は
其
の
　す

べ総　

て
の
部
分
の
和
に
相
等
し
」
と
、
　こ斯　
う
云
う
こ
と
が
　は這　
　い入　
っ
て
居
る
。
こ
れ
は
置
換
え
た
方
が
　よ

ろ宜　
し
い
。
そ
れ
は
何
故

か
と
云
う
と
、
ペ
イ
ラ
ー
ル
に
す
る
と
「
同
じ
場
処
を
充
た
す
も
の
は
相
等
し
」
と
あ
っ
て
、
是
れ
は
図
形
に
関
す
る

も
の
で
あ
る
か
ら
取
去
っ
た
方
が
　よ

ろ
し宜　い
と
云
う
の
で
、
そ
う
云
う
交
換
が
出
来
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
ペ
イ
ラ
ー

ル
の
普
通
概
念
の
第
六
が
菊
池
さ
ん
の
辛
に
当
る
。
此
辛
と
云
う
も
の
は
普
通
概
念
の
第
二
即
ち
菊
池
さ
ん
の
公
理
の

丁
と
云
う
も
の
を
用
い
れ
ば
証
明
の
出
来
る
も
の
で
あ
る
。
其
故
に
是
れ
は
不
用
の
も
の
で
あ
る
。
ぺ
イ
ラ
ー
ル
の
方

で
云
う
な
ら
ば
第
二
に
依
っ
て
第
六
が
証
明
し
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
省
略
す
る
の
が
至
当
の
こ
と
で
あ
る
け
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れ
共
、
　し

ば
し
ば

屡
　々
引
用
す
る
こ
と
が
あ
る
と
云
う
の
で
残
さ
れ
て
居
る
。
　し

か併　
し
之
を
純
粋
の
理
論
的
に
考
え
る
な
ら
ば
不
都

合
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
菊
池
さ
ん
の
で
も
又
其
外
の
教
科
書
で
も
そ
う
な
っ
て
居
り
ま
す
。
且
又
第
七
と
一
対
に

な
っ
て
居
る
か
ら
置
い
て
お
く
と
体
裁
が
揃
っ
て
　よ

ろ宜　
し
い
「
同
じ
も
の
の
半
分
な
る
も
の
は
相
等
し
」
と
云
う
こ
と
が

一
方
に
あ
る
。
こ
の
第
七
の
公
理
と
一
対
に
な
っ
て
居
る
か
ら
、
第
七
を
残
し
て
置
く
な
ら
ば
第
六
も
添
え
て
残
し
て

置
い
た
方
が
　よ

ろ
し宜　い
、
と
云
う
極
く
薄
弱
な
理
由
に
依
っ
て
残
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
　し

か併　
し
後
に
言
い
ま
す
様
に
、
公

理
を
述
べ
る
と
き
に
は
、
其
の
公
理
は
互
に
独
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
、
云
う
こ
と
が
あ
る
。
言
換
え
た
な
ら
ば
、
一

つ
の
公
理
が
他
の
公
理
か
ら
演
繹
し
て
来
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
　も若　
し
演
繹
し
て
来
る
こ
と
が

出
来
る
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
　も

は
や
最
早　
基
礎
の
公
理
で
は
な
い
。
基
礎
と
し
て
値
打
は
な
い
。
又
言
換

え
た
ら
ば
、
公
理
と
云
う
も
の
は
、
そ
う
云
う
風
に
重
複
し
て
居
っ
て
は
い
け
な
い
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
け
れ
ど

も
、
ペ
イ
ラ
ー
ル
に
し
て
も
、
又
普
通
我
国
に
行
わ
れ
て
居
る
教
科
書
に
し
て
も
、
そ
う
云
う
二
重
に
な
っ
て
居
る
も

の
が
あ
る
。
そ
れ
は
今
言
う
通
り
　し

ば
し
ば

屡
　々
引
用
す
る
か
ら
、
或
は
外
に
一
対
に
な
る
も
の
が
あ
る
か
ら
し
て
、
置
い
た
方

が
　よ

ろ
し宜　い
と
云
う
即
ち
便
宜
上
か
ら
残
し
て
置
い
た
と
云
う
様
な
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
又
此
の
九
つ
の
外
に
、
例
え

ば
「
相
等
し
き
量
に
相
等
し
か
ら
ざ
る
量
を
加
う
れ
ば
其
の
和
は
相
等
し
か
ら
ず
」
と
云
う
こ
と
や
「
相
等
し
き
量
よ

り
相
等
し
か
ら
ざ
る
量
を
滅
ず
れ
ば
其
の
残
り
は
相
等
し
か
ら
ず
」
と
云
う
よ
う
な
も
の
を
も
普
通
公
理
と
し
て
一
向

　さ
し
つ
か
え

差
支　
な
い
。
第
四
第
五
な
ど
と
は
少
し
違
う
。
け
れ
ど
も
通
例
は
之
を
掲
げ
て
な
い
。
そ
こ
で
幾
何
学
の
中
に
用
い
る

量
に
関
す
る
普
通
概
念
或
は
普
通
公
理
と
云
う
て
居
る
も
の
は
、
決
し
て
あ
の
九
つ
に
限
る
も
の
で
は
な
い
。
其
故
に

時
と
し
て
は
、
　た

だ唯　
其
の
主
要
な
る
も
の
を
掲
げ
る
と
云
う
風
に
、
極
く
曖
昧
な
る
こ
と
を
云
っ
て
居
る
。
け
れ
ど
も
、
理

論
の
完
全
を
望
む
際
に
は
、
是
れ
は
モ
ウ
少
し
詮
議
し
て
、
ど
れ
だ
け
が
使
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
、
ど
れ
だ
け
が
基
本

に
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
と
云
う
こ
と
を
吟
味
す
る
必
要
が
無
論
あ
り
ま
す
、
や
か
ま
し
く
云
え
ば
　そ其　
　こ処　
ら
に
も
無
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論
抜
目
は
あ
る
。
又
時
と
し
て
は
、
公
理
で
あ
る
と
断
言
す
る
こ
と
を
　は

ば憚　
か
っ
て
「
公
理
的
に
用
ゆ
る
」
と
云
う
様
な

こ
と
を
書
い
て
あ
る
こ
と
が
度
々
あ
る
。
そ
れ
は
誠
に
困
る
こ
と
で
す
が
、
ど
の
教
科
書
に
も
そ
う
云
う
も
の
が
あ
る
。

例
え
ば
菊
池
さ
ん
の
教
科
書
の
第
四
編
比
の
処
に
イ
か
ら
ト
に
至
る
七
箇
條
を
並
べ
て
あ
る
。
符
号
で
書
く
と
次
の
様

な
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
　
　m

A
−

n
A

=
(m

−
n
)A

,
　
　
　
　
　m

·n
A

=
m
n
·A

=
n
·
m
A

　こ斯　
う
　い云　
う
も
の
が
あ
る
。
公
理
と
断
言
は
し
て
な
い
。
け
れ
ど
も
、
公
理
的
と
し
て
用
い
る
と
云
う
様
な
こ
と
が
あ
る
。

つ
ま
り
量
に
関
す
る
普
通
概
念
の
中
で
、
幾
何
学
に
用
い
ら
れ
て
居
る
も
の
の
数
に
は
判
然
た
る
定
め
が
出
来
て
居
ら

な
い
、
　す

こ
ぶ頗　る

曖
昧
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
研
究
を
要
す
る
所
で
、
研
究
の
結
果
ど
う
で
あ
る
と
云
う
こ
と
を
言

わ
れ
る
時
代
が
来
ま
し
ょ
う
。
吾
々
は
そ
う
云
う
こ
と
を
　つ

と力　
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
訳
で
あ
る
。

　ち
ょ
っ
と

一
寸　
言
落
と
し
ま
し
た
が
、前
に
ペ
イ
ラ
ー
ル
の
第
八
が
菊
池
さ
ん
の
乙
に
な
る
と
云
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
ぺ
イ
ラ
ー

ル
の
第
八
は
「
相
合
す
る
も
の
即
ち
　ち

ょ
う
ど

丁
度　
同
じ
場
処
を
充
た
す
も
の
は
相
等
し
」
と
云
う
の
で
あ
る
が
　そ其　
　こ処　
へ
菊
池
さ

ん
の
方
で
は
「
全
量
は
其
の
　す

べ総　
て
の
部
分
の
和
に
等
し
」
と
云
う
こ
と
が
　は這　
　い入　
っ
て
居
る
。
其
代
り
に
此
の
第
八
は
菊

池
さ
ん
の
方
の
幾
何
学
公
理
の
第
二
に
な
っ
て
居
る
。「
全
く
相
合
せ
し
む
る
こ
と
を
得
る
も
の
の
大
さ
は
相
等
し
」
と

あ
っ
て
、
図
形
に
関
す
る
か
ら
幾
何
学
公
理
の
方
に
追
込
ん
で
あ
る
。

普
通
概
念
或
は
普
通
公
理
の
方
は
、
是
れ
は
幾
何
学
の
中
で
用
い
る
に
は
相
違
あ
り
ま
せ
ぬ
け
れ
ど
も
、
特
に
幾
何
学

に
限
っ
て
用
い
ら
れ
る
と
云
う
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
無
論
研
究
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
け
れ
ど
も
特
に
幾
何
学
に

限
っ
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
重
き
を
置
い
て
考
う
べ
き
方
は
　い

わ
ゆ
る

所
謂　
幾
何
学
公
理
で
、ペ
イ
ラ
ー
ル

の
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
に
従
え
ば
ア
イ
テ
マ
と
云
う
も
の
で
あ
る
。
是
れ
は
前
に
も
言
い
ま
し
た
通
り
、吾
々
の
経
験
に
基
い
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て
帰
納
的
に
設
け
た
と
こ
ろ
の
所
望
で
あ
る
。
其
故
に
確
乎
不
抜
の
真
理
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
量
の
方

に
関
し
て
も
即
ち
普
通
概
念
の
方
に
関
し
て
も
其
の
通
り
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、そ
れ
は
今
　ほ

う抛　
っ
て
置
く
。
例

え
ば
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
第
五
の
ア
イ
テ
マ
即
ち
中
世
以
降
出
版
に
な
っ
た
幾
何
原
本
の
第
十
二
の
公
理
と
云
う
様
な
も

の
は
非
常
に
早
く
か
ら
其
の
真
否
が
疑
わ
れ
た
。
其
れ
が
真
で
あ
る
と
云
う
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
企
て
た
時
代
も
な

か
っ
た
。
　し

か併　
し
証
明
し
よ
う
と
云
う
の
は
、
も
う
少
し
簡
単
な
新
た
に
作
れ
る
公
理
に
依
り
、
或
は
簡
単
だ
と
し
て
作
っ

て
置
い
た
他
の
公
理
を
土
台
と
し
て
証
明
し
よ
う
、
そ
れ
か
ら
演
繹
し
よ
う
、
　こ斯　
う
云
う
よ
う
な
風
に
企
て
た
の
で
あ
る
。

　し
か併　

し
　つ

い遂　
に
は
そ
れ
が
成
功
せ
ず
し
て
此
第
十
二
の
公
理
と
云
う
も
の
を
取
去
っ
て
そ
れ
を
認
め
な
い
。
其
公
理
を
認
め

な
い
で
幾
何
学
を
組
織
し
よ
う
と
云
う
風
に
な
っ
た
。
其
れ
が
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学N

on
-E
u
clid

ean
G
eom

etry

の
起
り
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
真
否
を
疑
わ
れ
る
公
理
と
云
う
も
の
は
必
し
も
平
行
線
に
関
し
た
公
理
ば

平
行
線
の
公
理
と

非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド

幾
何
学

か
り
で
は
な
い
。
即
ち
第
五
の
ア
イ
テ
マ
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
又
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
第
四
の
ア
イ
テ
マ
即
ち「
　す

べ凡　

て
の
直
角
は
相
等
し
」
と
云
う
の
は
其
の
後
証
明
せ
ら
る
る
こ
と
に
な
っ
て
居
る
の
で
、
即
ち
或
時
代
の
人
に
は
、
帰

納
的
に
断
定
し
た
と
こ
ろ
の
事
項
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
帰
納
的
に
や
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
居
っ
た
事
柄
も
、
後

世
の
人
に
は
之
を
他
の
公
理
か
ら
演
繹
的
に
証
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
其
の
点
か
ら
云
え
ば

公
理
と
云
う
も
の
は
智
識
の
発
達
に
従
っ
て
変
化
し
て
行
く
も
の
だ
と
　い謂　
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
詮
議
に
詮
議
を
し
て
見
る

と
段
々
変
わ
っ
て
来
る
か
ら
幾
何
学
の
基
礎
は
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
。
　こ斯　
う
云
う
こ
と
が
云
え
ま
す
。
現
在
の
学

者
が
一
般
に
初
等
幾
何
学
の
基
礎
と
し
て
、
ど
う
云
う
様
な
公
理
に
依
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
居
る
か
と
云
う
に
、
そ

れ
を
定
め
る
様
に
な
っ
た
の
は
ソ
ウ
古
い
時
代
の
こ
と
で
は
な
い
。
多
く
の
学
者
は
其
の
基
礎
を
ア
キ
シ
オ
ム
ス
と
云

う
て
居
る
。
私
は
ア
キ
シ
オ
ム
ス
と
云
う
言
葉
は
余
り
面
白
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
又
ア
キ
シ
オ
ム
ス
と
云
う
言
葉
は

全
く
用
い
な
い
で
、
ポ
ス
チ
ュ
レ
ー
ツ
と
云
う
言
葉
の
方
ば
か
り
を
用
い
て
居
る
の
が
あ
る
。
こ
の
方
が
善
い
と
思
い

―― 38 ――



ま
す
。
其
の
点
は
人
に
依
っ
て
違
い
ま
す
。
私
自
身
か
ら
言
う
と
、
ポ
ス
チ
ュ
レ
ー
ツ
と
云
う
方
が
幾
何
学
の
詞
と
し

て
　よ

ろ
し宜　い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
　い

ず何　
れ
に
し
て
も
近
頃
其
の
幾
何
学
の
基
礎
の
研
究
の
先
覚
者
と
な
っ
て
著
し
く
注

目
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
はH

ilb
ert

と
云
う
人
で
あ
り
ま
す
。
此
の
人
の
研
究
が
千
八
百
九
十
九
年
に
発
表
さ
れ
ま
し
た

ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
研

究

が
、
是
れ
は
有
名
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
其
の
基
礎
は
ど
う
云
う
風
に
述
べ
て
居
る
か
概
略
挙
げ
て
見
ま
し
ょ
う
。
全

部
挙
げ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
ま
す
が
大
略
述
べ
て
見
ま
し
ょ
う
。

幾
何
学
に
於
て
吾
人
は
三
つ
の
異
っ
た
る
物
の
群
を
研
究
す
る
。
第
一
群
に
属
す
る
も
の
は
点
と
云
い
A
B
C
等
に

て
示
さ
れ
る
。
第
二
群
に
属
す
る
も
の
は
直
線
と
云
い
a
b
c
等
に
て
示
さ
れ
る
。
第
三
群
に
属
す
る
も
の
は
平
面
と

云
い
α
β
γ

等
に
て
示
さ
れ
る
。
　こ斯　
う
云
う
風
に
冒
頭
に
断
言
す
る
。
決
し
て
点
、
直
線
、
平
面
の
定
義
は
与
え
な
い
。

そ
う
し
て
点
は
線
幾
何
学
の
元
素
と
云
わ
れ
、
点
及
直
線
は
平
面
幾
何
学
の
元
素
と
云
わ
れ
、
そ
れ
か
ら
点
、
直
線
及

平
面
は
空
間
幾
何
学
の
元
素
と
云
わ
れ
る
と
云
う
こ
と
を
述
べ
て
あ
る
。

吾
人
は
点
、
直
線
、
及
平
面
の
間
に
相
互
の
関
係
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
相
互
の
関
係
と
は
、
横
わ
る
、
間
に
、
平
行
、

全
等
、
連
続
な
る
五
つ
の
言
葉
で
示
さ
れ
る
。
此
等
の
五
つ
の
関
係
の
精
密
に
し
て
完
全
な
る
陳
述
は
　す

べ凡　
て
幾
何
学
公

理
に
依
っ
て
現
わ
さ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
の
こ
と
を
冒
頭
に
置
い
て
、
そ
れ
か
ら
幾
何
学
公
理
を
述
べ
て
置
い
て
あ
る
。

第
一
、
結
合
の
公
理
。
是
れ
は
七
つ
に
小
別
す
る
。

結
合
の
公
理

一
、
二
つ
の
異
な
れ
る
点
A
と
B
と
は
、
一
つ
の
直
線
a
を
決
定
す
る
。
二
つ
の
点
が
あ
れ
ば
一
つ
の
直
線
が
定

ま
る
。
そ
の
定
め
ら
れ
る
仕
方
に
付
て
は
言
わ
な
い
。

二
、
一
直
線
中
に
横
わ
れ
る
任
意
の
二
つ
の
異
な
れ
る
点
は
其
の
直
線
を
決
定
す
る
。
外
の
直
線
で
は
な
い
、
其

れ
自
身
を
決
定
す
る
。
只
一
つ
に
限
る
と
云
う
こ
と
を
主
張
す
る
。

三
、
三
つ
の
同
一
直
線
中
に
あ
ら
ざ
る
点
A
B
C
は
平
面
α
を
決
定
す
る
。

四
、
一
平
面
中
に
在
り
て
同
一
直
線
中
に
あ
ら
ざ
る
任
意
の
三
つ
の
点
A
B
C
は
其
の
平
面
を
決
定
す
る
。
只
一
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つ
に
限
る
。

五
、
直
線
a
の
上
に
在
る
二
点
A
と
B
と
が
平
面
α
の
中
に
横
わ
れ
ば
α
中
の
各
点
は
皆
α
の
中
に
横
わ
る
。
こ

れ
は
直
線
が
ピ
ッ
タ
リ
と
平
面
に
引
付
く
と
云
う
こ
と
。

六
、
二
つ
の
平
面
α
と
β

と
が
一
点
A
を
共
有
す
れ
ば
、
此
の
二
つ
の
平
面
は
必
ず
一
つ
の
他
の
点
B
を
共
有
す

る
。
此
の
公
理
な
ど
は
二
つ
の
平
面
の
交
わ
り
は
直
線
で
あ
る
と
云
う
こ
と
を
証
明
す
る
様
な
時
分
に
必
要
で

あ
る
。
多
く
の
教
科
書
に
は
此
の
六
の
様
な
形
の
公
理
を
作
っ
て
な
い
か
ら
議
論
に
抜
目
が
起
る
。
そ
れ
を
防

ぐ
為
に
こ
の
公
理
が
あ
る
。

七
、
各
直
線
中
に
は
少
く
と
も
二
点
あ
る
、
各
平
面
中
に
は
少
く
と
も
一
直
線
中
に
あ
ら
ざ
る
三
点
が
あ
る
。
そ

れ
か
ら
空
間
に
は
少
く
と
も
一
平
面
中
に
あ
ら
ざ
る
四
点
が
あ
る
。
是
れ
は
　よ能　
く
分
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
無
論

公
理
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
非
常
に
込
入
っ
た
こ
と
が
　は這　
　い入　
っ
て
来
よ
う
筈
が
な
い
。

A B C D

第二図　

第
二
、
間
に
と
云
う
こ
と
に
関
し
た
順
序
の
公
理
。
是
れ
が
五
つ
に
別
た
れ
て
居
る
。

順
序
の
公
理

一
、
A
B
C
を
一
直
線
中
に
あ
る
三
点
と
し
、
B
が
A
と
C
と
の
間
に
あ
れ
ば
B
は
又
C
と
A

と
の
間
に
あ
る
。

二
、
A
と
C
と
が
一
直
線
中
に
あ
る
二
点
な
れ
ば
、
A
と
C
と
の
間
に
少
く
と
も
一
点
B
が
あ
る
。

　か且　
つ
A
と
の
間
に
C
を
挾
む
が
　ご

と如　
き
点
A1

あ
り
。

三
、
一
直
線
中
に
あ
る
三
点
の
中
で
　い

ず何　
れ
か
一
つ
は
必
ず
他
の
二
つ
の
間
に
あ
り
。

四
、
一
直
線
中
に
四
点
A
B
C
D
が
あ
れ
ば
B
が
A
と
C
と
の
間
に
、
　か且　
つ
A
と
D
と
の
間
に
あ

り
て
、
C
が
A
と
D
と
の
間
に
　か且　
つ
又
B
と
D
と
の
間
に
あ
る
が
　ご

と如　
く
に
排
列
す
る
こ
と
が
出
来
る
（
第
二
図
）。

五
、
A
B
C
を
一
直
線
中
に
あ
ら
ざ
る
三
点
と
し
、
此
の
三
点
を
含
め
る
平
面
中
に
A
B
C
の
　い

ず何　
れ
を
も
通
過
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せ
ざ
る
一
直
線
a
取
り
、
線
分
AB
中
の
一
点
を
通
過
す
れ
ば
、
此
の
直
線
は
必
ず
又
線
分
BC
中
の
一
点
　し

か然　
ら
ざ

れ
ば
線
分
AC
中
の
一
点
を
通
過
す
べ
し
（
第
三
図
）。

A

B C

第三図　

こ
の
公
理
な
ど
は
普
通
の
教
科
書
に
は
書
い
て
な
い
。
け
れ
ど
も
、
よ
く
よ

く
調
べ
て
見
れ
ば
　こ斯　
う
云
う
種
類
の
公
理
が
必
要
で
あ
る
と
云
う
こ
と
を
　し

ば
し
ば

屡
　々

見
出
し
た
御
方
は
沢
山
あ
り
ま
し
ょ
う
。

第
三
、
平
行
の
公
理

平
行
の
公
理

　
　も若　
し
一
直
線
が
二
直
線
に
出
会
い
、
同
じ
側
に
あ
る
二
つ
の
内
角
の
和
が

二
直
角
よ
り
小
な
れ
ば
、
此
の
二
つ
の
直
線
は
之
を
断
え
ず
延
長
す
れ
ば
　つ

い遂　

に
和
が
二
直
角
よ
り
小
な
る
角
の
あ
る
側
に
於
て
出
会
う
べ
し
。

第
四
、
全
等
の
公
理
。
是
は
六
つ
あ
り
ま
す
。

一
、
A
と
B
と
を
直
線
a
中
の
二
点
と
し
、
A′

を
直
線
a
中
の
他
の
点
又

は
他
の
直
線
a′

中
の
点
と
す
れ
ば
a
又
は
a′

中
に
A′

よ
り
線
分
AB
又
は
BA
に
全
等
な
る
線
分
A′B′

を
定
む
る
こ

と
を
得
。

二
、
線
分
AB
が
線
分
A′B′

及
び

A′′B′′

と
全
等
な
れ
ば
A′B′

は
A′′B′′

に
全
等
な
り
。

三
、
直
線
a
中
の
二
線
分
AB
BC
が
B
の
外
共
通
の
点
を
有
せ
ず
と
し
、
又
直
線
a′

中
の
二
線
分
A′B′

B′C′

も
亦
B′

の

外
共
通
の
点
を
有
せ
ず
と
し
て
、
AB
は
A′B′

に
、
BC
は
B′C′

に
全
等
な
れ
ば
、
AC
は
A′C′

に
全
等
な
り
（
第
四
図
）。

四
、
第
四
の
二
と
同
様
な
る
角
に
付
て
の
公
理
。

五
、
第
四
の
三
と
同
様
な
る
角
に
付
て
の
公
理
。

六
、
二
つ
の
三
角
形
に
於
て
二
辺
と
其
の
夾
角
が
そ
れ
ぞ
れ
全
等
な
れ
ば
他
の
二
角
が
そ
れ
ぞ
れ
全
等
で
あ
る
。
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A' B'

A
B

A'
B'

a

a'

第四図　

是
れ
　な

ど抔　
は
　こ斯　
う
云
う
こ
と
に
　つ

い就　
て
の
話
を
聞
か
な
い
人
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
非
常

に
奇
妙
に
感
ず
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
普
通
の
幾
何
学
の
中
で
是
れ
は
立
派
に
証

明
し
て
居
る
こ
と
で
あ
る
。
　し

か併　
し
な
が
ら
ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
考
で
は
公
理
の
中
に
入

れ
て
居
る
。
ヒ
ル
ベ
ル
ト
は
自
分
の
幾
何
学
を
や
る
人
は
　そ夫　
れ
だ
け
の
も
の
を
本
当

と
　み見　
　な做　
せ
。
　こ斯　
う
云
う
こ
と
を
宣
言
し
て
置
い
て
議
論
を
進
め
る
の
で
あ
る
。
　し

か併　

し
こ
の
ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
や
っ
た
の
が
唯
一
の
仕
方
で
、
是
れ
が
完
全
無
欠
で
あ
る
と

云
う
こ
と
は
云
え
ま
せ
ぬ
。
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第
五
講

咋
日
　し

ま
い
仕
舞　
に
ヒ
ル
ベ
ル
ト
と
云
う
人
の
述
べ
立
て
た
幾
何
学
公
理
の
話
を
仕
掛
け
て
置
き
ま
し
た
。
今
日
は
其
の
続

ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
研

究

き
を
申
し
ま
す
。

第
五
、
連
続
の
公
理
（
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
公
理
）。

連
続
の
公
理

A A1

A2
A3

An−1
nA

B

第五図　

A1

を
直
線
a
中
に
あ
る
任
意
の
二
点
A
と
B
と
の
間
に
取
り
、
A2

を
A1

が
A

と
A2

と
の
問
に
あ
る
様
に
取
り
、
A3

を
A2

が
A
と
A3

と
の
間
に
あ
る
様
に
取
り
、

追
っ
て
同
様
に
進
み
、
　か且　
つ
線
分
AA1

A1A2

A2A3

等
を
全
等
な
り
す
れ
ば
点
列
A2

A3

A4

等
の
中
に
は
B
が
A
と
An

と
の
間
に
あ
る
が
　ご

と如　
き
点
An

あ
り
（
第
五
図
）。

是
れ
は
空
間
に
関
し
て
そ
う
云
う
性
質
を
極
め
て
置
か
ぬ
と
困
る
か
ら
で
あ
る
。

ア
ル
キ
メ
デ
ス
が
数
量
に
関
す
る
幾
何
学
を
盛
に
研
究
す
る
際
に
此
の
公
理
を
終

始
用
い
て
居
っ
た
。
　も

っ
と尤　も
　こ此　
　こ処　
に
述
べ
た
の
は
昨
日
言
い
ま
し
た
様
に
、
ヒ
ル
ベ
ル

ト
が
其
の
著
述
に
書
い
た
通
り
其
の
　ま

ま儘　
で
は
な
い
。
大
体
は
似
て
居
る
が
其
の
　ま

ま儘　

を
　の

べ
た
述
立　
て
る
と
云
う
こ
と
は
少
し
困
難
で
あ
る
。

こ
の
ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
作
っ
た
公
理
と
云
う
も
の
が
果
し
て
幾
何
学
の
基
礎
と
し
て

公
理
の
独
立
と
矛

盾

完
全
無
欠
で
あ
る
か
ど
う
か
と
云
う
こ
と
は
断
言
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
此
の
　ご

と如　
き
公
理
の
一
群
を
基
礎
と
す
る
な

ら
ば
、
第
一
に
其
等
の
公
理
は
互
に
矛
盾
す
る
こ
と
の
な
い
と
云
う
こ
と
を
証
明
せ
ん
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
云
う
の
は
、

此
等
の
公
理
の
或
者
を
基
礎
と
し
て
演
繹
し
て
導
き
出
だ
し
た
結
果
即
ち
定
理
と
、又
他
の
或
者
か
ら
導
き
出
だ
し
て
出

て
来
た
結
果
即
ち
定
理
と
が
反
対
の
事
項
を
現
わ
す
と
云
う
様
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
う
云
う
こ
と
は
決
し

て
起
る
も
の
で
な
い
と
云
う
こ
と
を
証
明
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
此
等
の
公
理
は
重
複
し
て
居
ら
ぬ
、
互
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に
独
立
の
も
の
で
あ
る
と
云
う
こ
と
を
証
明
せ
ん
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
　な

お尚　
一
層
く
わ
し
く
言
う
と
、
或
一
つ
の
公
理
は
他

の
公
理
を
基
と
し
て
其
れ
か
ら
演
繹
し
て
導
き
出
だ
し
て
来
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
云
う
こ
と
を
証
明
し
て
置
か
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
　し

か然　
る
に
、
そ
う
云
う
研
究
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
。
例
え
ば
第
二
の
四
（
順
序
の
公
理
の
四
）
の
　ご

と如　

き
も
の
は
他
の
公
理
か
ら
実
際
に
導
き
出
だ
す
こ
と
は
出
来
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
他
の
公
理
に
基
い
て
証
明
す
る
と

云
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
日
本
に
は
　よ能　
く
聞
こ
え
て
居
る
人
で
あ
る
が
、
　ア亜　
　メ米　
　リ利　
　カ加　
のG

.
B
.
H
alsted

と
云
う
人
の
弟
子
のR

.
L
.
M
o
ore

と
云
う
人
が
や
っ
た
。
其
外
に
も
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
が
あ
る
。
其
の
研
究
に
付
て
は

今
く
わ
し
く
は
言
い
ま
せ
ぬ
が
、
其
れ
が
一
例
で
あ
る
。
或
者
は
他
の
も
の
か
ら
導
き
出
す
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
う
云
う
研
究
を
十
分
に
仕
遂
げ
た
後
で
な
け
れ
ば
　い

よ
い
よ

愈
　々
其
れ
が
学
問
の
基
礎
で
あ
る
と
云
う
こ

と
は
出
来
な
い
。
随
分
む
ず
か
し
い
仕
事
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

前
々
か
ら
た
び
た
び
言
う
通
り
、此
等
の
公
理
と
云
う
も
の
は
絶
対
的
に
確
実
な
も
の
と
云
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
或

仮
定
で
あ
る
。
　ま先　
ず
そ
う
云
う
こ
と
を
本
当
だ
と
し
た
ら
ば
と
云
う
積
り
で
　の

べ
た
述
立　
て
て
あ
る
の
で
あ
る
。
其
故
に
此
等

の
中
の
　い

ず何　
れ
か
一
つ
で
も
或
は
二
つ
で
も
、そ
れ
を
幾
何
学
の
基
礎
と
し
て
任
意
に
採
用
し
な
い
と
云
う
こ
と
が
出
来
ま

し
ょ
う
。
第
三
の
平
行
の
公
理
を
採
用
し
な
い
こ
と
に
し
て
幾
何
学
を
組
立
て
る
。
　そ其　
　こ処　
に
前
に
言
う
た
通
り
非
ユ
ー

ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
第
五
の
連
続
の
公
理
を
採
用
し
な
い
こ
と
に
す
る
と
、
　そ其　
　こ処　
に
非
ア
ル
キ
メ

デ
ス
幾
何
学
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
そ
う
云
う
よ
う
な
風
で
、
或
公
理
を
用
い
な
い
こ
と
に
す
る
と
云
う
と
新
し
い
幾

何
学
が
ズ
ン
ズ
ン
出
来
る
。
　こ斯　
う
　い云　
う
こ
と
に
な
る
。
ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
話
は
そ
れ
だ
け
に
し
て
置
き
ま
し
ょ
う
。

　か
く斯　
の
　ご如　
く
、吾
々
が
常
に
公
理
と
し
て
幾
何
学
の
基
礎
に
し
て
居
る
も
の
を
採
用
し
な
い
と
云
う
と
種
々
の
幾
何
学
が

出
来
る
と
云
う
こ
と
を
知
り
出
し
た
の
は
、ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
立
て
た
ア
イ
テ
マ（
所
望
）
の
中
で
彼
の
　い

わ
ゆ
る

所
謂　
平
行
線
の

公
理
な
る
も
の
が
、
他
の
ア
イ
テ
マ
に
比
べ
る
と
様
子
が
違
う
。
文
章
か
ら
云
っ
て
も
非
常
に
其
の
有
様
を
異
に
し
て
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居
る
と
云
う
こ
と
か
ら
起
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
此
の
公
理
を
疑
っ
て
他
の
公
理
に
依
っ
て
証
明
し
よ
う
と
云
う
様
な

こ
と
を
　つ

と力　
め
た
こ
と
は
度
々
で
あ
っ
た
と
云
う
こ
と
を
前
に
言
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
極
く
古
い
　ギ

リ
シ
ア

希
臘　
の
時
代
か
ら
も

そ
う
云
う
風
が
あ
っ
た
。
其
の
平
行
線
の
公
理
に
就
い
て
研
究
し
た
人
は
ト
レ
ミ
ーP

tolem
y

そ
れ
か
ら
プ
ロ
ク
ラ
ス

平
行
線
の
公
理
に

関
す
る
研
究

P
ro
clu

s

降
っ
て
　イ

ギ
リ
ス

英
吉
利　
の
ワ
リ
スW

allis

　イ
タ
リ
ア

伊
太
利　
の
サ
ッ
ケ
リ
ーS

acch
eri

そ
れ
か
ら
　ド

イ
ツ
独
逸　
の
ラ
ム
バ
ー
トL

am
b
art

　フ
ラ
ン
ス

仏
蘭
西　
の
ル
ジ
ャ
ン
ド
ルL

egen
d
re

等
で
あ
る
。
其
外
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
主
な
る
人
を
挙
げ
る
と

そ
う
云
う
人
で
す
。
こ
れ
等
の
人
々
は
此
の
公
理
に
関
し
て
疑
を
抱
い
て
、
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
を
始
め
た
。
　し

か併　
し
　い

よ
い
よ

愈
　々

こ
の
平
行
線
の
公
理
を
取
去
っ
て
も
新
し
い
幾
何
学
を
組
立
て
る
こ
と
が
出
来
て
、
論
理
に
於
て
は
少
し
も
誤
り
は
な

い
の
で
あ
る
と
云
う
こ
と
を
示
す
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
　ロ露　
　シ西　
　ア亜　
人
の
ロ
バ
チ
ェ
ヴ
ス
キ
ーL

ob
atsch

ew
sk
y

と
云
う

ロ
バ
チ
ェ
ヴ
ス

キ
ー
と
ボ
リ
ア
イ

人
で
あ
る
。
此
の
人
が
千
八
百
二
十
六
年
に
論
文
を
公
に
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
其
れ
と
殆
ど
同
時
に
　ハ

ン
ガ
リ
ー

匈
牙
利　
の
ボ
リ
ア

イB
olyai

と
云
う
人
が
研
究
の
結
果
を
発
表
し
た
。
そ
れ
は
千
八
百
三
十
二
年
で
す
。
是
れ
は
互
に
独
立
に
や
っ
た
の

で
あ
る
。
時
と
し
で
は
両
人
と
も
　ド

イ
ツ

独
逸　
で
有
名
な
ガ
ウ
スG

au
ss

と
云
う
人
か
ら
其
の
思
想
の
土
台
を
得
て
、
そ
れ
を

発
展
せ
し
め
た
も
の
で
あ
る
と
も
云
わ
れ
て
居
る
。
ガ
ウ
ス
自
身
は
余
り
其
の
こ
と
を
や
っ
た
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、

此
の
人
に
聞
い
て
思
想
の
土
台
を
得
て
、
そ
う
し
て
両
人
が
段
々
発
展
せ
し
め
た
の
で
あ
る
と
云
う
説
も
あ
る
。
　し

か併　
し

そ
れ
は
今
　こ此　
　こ処　
で
詮
議
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
が
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
初
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
後
と
云
う
も

の
は
、
こ
の
平
行
線
の
公
理
に
限
ら
ず
、
其
他
の
公
理
を
も
取
去
っ
て
幾
何
学
と
云
う
も
の
を
作
る
こ
と
が
出
来
る
の

で
あ
る
。
と
云
う
極
く
広
い
考
に
な
っ
て
来
た
の
で
、
種
々
の
基
礎
の
幾
何
学
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
等
の

事
業
に
関
係
を
し
た
偉
い
人
を
云
う
て
見
る
と
、
リ
ー
マ
ンR

iem
an

n

へ
ル
ム
ホ
ル
ツH

elm
h
olz

ケ
イ
リ
ーC

ay
ley

リ
ー
マ
ン
、ヘ
ル
ム

ホ
ル
ツ
、ケ
イ
リ
ー
、

ク
ラ
イ
ン
等
の
幾

何
学

ク
ラ
イ
ンK

lein

と
云
う
よ
う
な
人
で
す
。
そ
こ
ら
の
研
究
は
少
し
む
ず
か
し
い
か
ら
、
今L

ob
atsch

ew
sk
y

及B
olyai

な
ど
が
や
っ
た
幾
何
学
の
一
部
分
を
少
し
述
べ
て
見
ま
し
ょ
う
。
そ
う
し
た
ら
　こ斯　
う
云
う
風
に
し
て
組
立
っ
て
行
く
の
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だ
と
云
う
こ
と
が
分
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
が
講
演
の
主
題
で
な
い
か
ら
く
わ
し
く
言
う
こ
と
は
出
来
ま
せ
ぬ
が
、
少
し

述
べ
て
見
ま
す
。

第六図　

平
行
の
公
理
と
云
う
の
は
、
二
つ
の
直
線
が
あ
っ
て
、
其
れ
を
第
三
の
直
線
が
切
っ
て
居

る
、
其
の
同
じ
側
に
あ
る
内
角
を
加
え
た
も
の
が
二
直
角
よ
り
小
さ
い
と
き
、
そ
の
内
角
の

あ
る
側
の
方
に
断
え
ず
延
ば
し
て
行
く
。
延
ば
し
て
行
け
ば
何
時
か
は
出
会
う
と
云
う
の
で

す
（
第
六
図
）
。

　こ斯　
う
云
う
こ
と
が
本
当
の
も
の
で
あ
る
と
仮
定
し
て
や
っ
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、そ
れ

が
果
し
で
出
会
わ
な
い
か
は
分
ら
な
い
。
出
会
う
と
云
う
仮
定
を
置
い
て
や
っ
た
の
が
吾
々

の
普
通
に
や
っ
て
居
る
幾
何
学
で
あ
る
。

A B

C D

P

Q

第七図　

次
に
定
理
第
一
と
し
て
　こ斯　
う
云
う
こ
と
を
証
明
し
て
見
ま
し
ょ
う
。

定
理
第
一
、
二
つ
の
直
線
が
第
三
の
直
線
に
て
切
ら
れ
、
其
の
同
じ
側
に
あ
る
内
角

定
理
第
一

の
和
が
二
直
角
に
等
し
き
と
き
は
二
つ
の
直
線
は
出
会
わ
ず
（
第
七
図
）。

こ
れ
は
普
通
の
幾
何
学
で
云
う
て
居
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
AB
CD
が
PQ

に
依
っ
て
切

ら
れ∠

A
P
Q
+
∠
C
Q
P
=
二
直
角

と
す
る
と
AB
と
云
う
線
と
CD
と
云
う
線
と
は
出
会
わ

な
い
と
云
う
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
思
う
。

仮
説
に
よ
り　

∠
A
P
Q
+
∠
C
Q
P
=
二
直
角
　
　

(1)

故
に
　
　
　　

∠
B
P
Q
+
∠
D
Q
P
=
二
直
角
　
　

(2)

然
る
に
　
　　

∠
A
P
Q
+
∠
B
P
Q

=
二
直
角
　
　

(3)

又
　
　
　
　　

∠
C
Q
P
+
∠
D
Q
P
=
二
直
角
　
　

(4)

故
に
⑴
と
⑶
と
よ
り
　

∠
A
P
Q

=
∠
D
Q
P
,
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又
⑵
と
⑷
と
よ
り
　
　
　∠

B
P
Q

=
∠
C
Q
P

其
故
に
図
形A

P
Q
C

を
取
っ
て
回
転
し
て
図
形D

Q
P
B

の
上
に
重
ね
る
と
全
く
重
ね
合
わ
す
こ
と
が
出
来
る
。
其
故
に

PA
と
QC

が
相
交
わ
る
と
し
た
な
ら
ば
PB
と
QD

と
も
亦
延
ば
し
た
と
き
交
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
　し

か然　
る
に
そ
れ
は
二

つ
の
点
を
過
ぎ
一
つ
の
直
線
を
引
く
こ
と
が
出
来
る
、
そ
う
し
て
一
つ
に
限
る
と
云
う
こ
と
を
外
に
公
理
と
し
て
　き極　
め

て
あ
る
と
す
る
と
不
合
理
に
な
る
。
其
故
に
AB
と
CD
と
は
交
わ
る
こ
と
が
な
い
と
云
う
こ
と
の
証
明
が
出
来
た
。

此
の
証
明
に
は
平
行
の
公
理
を
少
し
も
用
い
て
は
な
い
。
此
の
定
理
は
、
同
一
の
平
面
上
に
は
相
交
わ
ら
な
い
と
こ

ろ
の
二
直
線
が
必
ず
存
在
す
る
と
云
う
こ
と
を
主
張
す
る
定
理
で
あ
る
。
只
一
つ
存
在
す
る
か
ど
う
か
、
そ
ん
な
こ
と

は
別
の
話
で
あ
る
が
、
　と兎　
に
　か

く角　
交
わ
ら
な
い
の
が
必
ず
存
在
す
る
こ
と
だ
け
は
分
る
。
其
故
に
次
の
系
が
証
明
さ
れ
た

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
殆
ど
前
の
定
理
を
　い

い
な
お

言
直　
し
た
様
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。

系
。
同
一
の
平
面
上
に
於
て
一
つ
の
点
を
過
ぎ
一
つ
の
与
え
ら
れ
た
る
直
線
に
出
会
わ
ざ
る
直
線
は
一
つ
あ
り
。

と
云
う
こ
と
が
証
明
出
来
た
こ
と
に
な
る
。
是
れ
は
平
行
線
の
公
理
に
関
係
な
し
に
出
来
る
。
　し

か然　
り
と
　い

え
ど雖　も

此
の
定
理

よ
り
、
同
一
の
平
面
上
に
於
て
一
つ
の
点
を
通
り
一
つ
の
与
え
ら
れ
た
る
直
線
に
出
会
わ
な
い
所
の
直
線
は
只
一
つ
に

限
る
と
云
う
こ
と
を
断
言
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
之
を
断
言
す
る
の
に
は
　い

わ
ゆ
る

所
謂　
平
行
線
の
公
理
と
云
う
も
の
が
要
る

の
で
あ
る
。
時
と
し
て
は
此
の
只
一
つ
に
限
る
と
云
う
こ
と
を
公
理
に
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
云
う
こ
と

は
証
明
が
出
来
な
い
か
ら
直
に
　そ

の
ま
ま

其
儘　
公
理
に
し
て
し
ま
う
。
証
明
す
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
通
例
は
そ
う
し
な
い
で
、

　や矢　
　は張　
り
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
や
っ
た
通
り
の
形
に
於
て
平
行
線
の
公
理
を
述
べ
て
あ
る
。
そ
れ
は
前
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。

一
直
線
が
二
直
線
に
出
会
い
同
じ
側
に
あ
る
二
つ
の
内
角
の
和
が
二
直
角
よ
り
小
な
る
と
き
は
、
此
の
二
つ
の
直
線

は
之
を
断
え
ず
延
長
す
れ
ば
　つ

い遂　
に
其
の
和
が
二
直
角
よ
り
小
な
る
二
角
の
あ
る
側
に
於
て
出
会
う
べ
し
。

　こ斯　
う
定
め
て
置
く
。
こ
う
す
れ
ば
先
き
の
只
一
つ
に
限
る
と
云
う
こ
と
と
は
縁
が
な
い
様
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
後
で
関
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係
が
つ
い
て
く
る
。

此
の
公
理
を
定
め
る
と
云
う
と
次
の
定
理
の
証
明
が
出
来
ま
す
。

定
理
第
二
、
平
行
線
の
公
理
を
真
な
り
と
す
れ
ば
同
一
の
平
面
上
に
於
て
一
つ
の
点
を
過
ぎ
一
つ
の
直
線
に
出
会

定
理
第
二

わ
ざ
る
直
線
は
只
一
つ
に
限
る
（
第
八
図
）。

A B

C D

P

Q

第八図　

直
線
AB
CD
が
PQ

に
依
っ
て
切
ら
れ
た
と
す
る
。
　し

か然　
ら
ば
角B

P
Q

は
角C

Q
P

よ
り
大

な
る
か
、
小
な
る
か
、
　も若　
し
く
は
是
れ
に
等
し
か
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　も若　
し
も
　
　∠

B
P
Q

>
∠
C
Q
P
　
と
し
た
な
ら
ば

　
　
　
　
　∠

A
P
Q

<
∠
D
Q
P

故
に
　
　
　∠

C
P
Q
+
∠
A
P
Q

<
二
直
角

其
故
に
AB
と
CD
と
は
出
会
う
。
此
図
で
云
え
ば
左
の
方
で
出
会
う
。
次
に

　も若　
し
も
　
　∠

B
P
Q

<
C
Q
P
な
ら
ば

　
　
　
　
　∠

A
P
Q

>
∠
D
Q
P

故
に
　
　
　∠
B
P
Q
+
∠
D
Q
P
<
二
直
角

と
な
っ
て
、
是
れ
は
右
の
方
で
出
会
う
。
其
故
に
AB
と
CD
と
が
出
会
わ
な
い
と
云
う
の
は
第
三
の
場
合
で
あ
る
。

即
ち

　
　
　
　
　∠

B
P
Q

=
∠
C
Q
P

即
ち
　
　
　∠

B
P
Q
+
∠
D
Q
P

及
び
　
　
　∠

C
Q
P
+
∠
A
P
Q

が
共
に
二
直
角
に
等
し
き
場
合
で
あ
る
。
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其
れ
だ
け
の
時
に
限
る
。
其
故
に
平
行
線
の
公
理
を
真
と
す
る
と
、
P
を
通
過
し
て
CD
に
出
会
わ
な
い
直
線
と
云
う

も
の
は
、
前
の
定
理
に
依
っ
て
一
つ
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
今
や
っ
た
定
理
第
二
に
依
っ
て
只
一
つ
に
限
る
こ
と
に
な
る
。

非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
に
於
て
は
、
こ
の
定
理
第
二
の
終
結
即
ち
「
一
つ
の
点
を
過
ぎ
一
つ
の
直
線
に
出
会
わ
ざ
る

直
線
は
只
一
つ
に
限
る
」
と
云
う
こ
と
を
認
め
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
一
つ
の
点
を
過
ぎ
て
一
つ
の
直
線
に
出
会
わ
な

い
直
線
は
只
一
つ
で
は
な
い
、
と
　こ斯　
う
す
る
。
け
れ
ど
も
一
つ
は
あ
る
。
一
つ
も
な
い
こ
と
は
な
い
。
只
一
つ
に
限
る

と
云
う
こ
と
を
否
認
す
る
。
だ
か
ら
二
つ
以
上
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
定
理
第
一
の
終
結
を
否
認
す
る
。
と
云
う
こ

と
は
即
ち
是
れ
は
平
行
線
の
公
理
を
認
め
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
　も若　
し
平
行
線
の
公
理
を
認
め
た
ら
ば
、
只
一
つ
に
限

る
と
な
る
。
只
一
つ
に
限
る
と
云
う
こ
と
は
平
行
線
の
公
理
を
認
む
る
結
果
で
あ
る
。
　こ斯　
う
な
る
。
随
っ
て
非
ユ
ー
ク

リ
ッ
ド
幾
何
学
に
於
て
は
そ
の
仮
説
た
る
平
行
線
の
公
理
を
認
め
な
い
と
云
う
こ
と
に
な
る
。

A B

C D

P

L

ML'

M'

第九図　

同
一
の
平
面
上
に
於
て
CD
に
出
会
わ
な
い
直
線
は
、
一
つ
は
あ
る
。
一
つ
も
な

い
こ
と
は
な
い(

第
九
図)

。
P
を
通
過
し
て
AB
と
極
め
て
小
な
る
角
を
成
す
と
こ

ろ
の
直
線
LM

L′M′

を
引
く
。
そ
う
し
て
此
の
二
直
線
依
っ
て
挟
ま
れ
た
狭
き
部
分
に

P
を
通
過
し
て
引
か
れ
た
直
線
は
　す

べ凡　
て
CD
と
出
会
わ
な
い
も
の
と
し
て
幾
何
学
を

組
織
す
る
と
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
が
出
来
る
。

定
理
第
三
、
同
一
の
平
面
上
に
於
て
一
つ
の
点
を
過
ぎ
一
つ
の
直
線
と
出
会

定
理
第
三

わ
ざ
る
直
線
が
只
一
つ
に
限
る
と
す
れ
ば
平
行
線
の
公
理
は
真
で
あ
る
。

只
一
つ
に
限
る
と
云
う
こ
と
を
仮
定
し
た
な
ら
ば
平
行
線
公
理
は
真
で
あ
る
と
云

う
こ
と
。
即
わ
ち
内
角
の
和
が
二
直
角
よ
り
小
さ
い
方
に
於
て
必
ず
出
会
う
と
云

う
こ
と
を
証
明
し
よ
う
。
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A B

C D

P

Q

L

第十図　

今
AB
を
P
を
過
ぎ
て
D
に
出
会
わ
な
い
只
一
つ
の
直
線
と
す
る
（
第
十
図
）。
そ

う
し
て
AB
と
CD
と
を
第
三
の
直
線
PQ

に
依
っ
て
切
っ
て
見
る
。
そ
う
す
る
と

　
　
　
　
　∠

A
P
Q
+
∠
C
Q
P
=
二
直
角

P
を
通
じ
て
AB
と
は
一
致
し
な
い
所
の
PL
を
引
い
て
見
る
と
、
PL
が
図
形A

P
Q
C

の
間
に
挟
ま
っ
て
居
る
。
そ
う
す
る
と

　
　
　
　∠

L
P
Q

<
∠
A
P
Q

従
て
　
　∠

L
P
Q
+
∠
C
Q
P
<
二
直
角

仮
説
に
依
っ
て
PA
と
QC

と
は
出
会
う
こ
と
が
な
い
只
一
つ
の
線
で
あ
る
か
ら
PL
と

QC

と
は
出
会
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
内
角
の
和
が
二
直
角
よ
り
小
さ
く
な
る
様
に
此
の
線
を
引
い
た
の
で
あ
る
か
ら
必

ず
出
会
う
。
そ
こ
で
平
行
線
の
公
理
は
証
明
せ
ら
る
る
様
に
な
る
。

其
故
に
今
次
の
二
つ
の
陳
述
を
并
べ
る

A

平
行
線
の
公
理
。

B

同
一
の
平
面
上
に
於
て
一
つ
の
点
を
過
ぎ
、
一
つ
の
直
線
に
出
会
わ
な
い
直
線
は
只
一
つ
に
限
る
。

此
の
二
つ
の
陳
述
に
於
て
A
を
真
と
し
た
な
ら
ば
、
其
の
結
果
と
し
て
B
は
真
で
あ
る
。
逆
に
B
を
真
と
し
た
な
ら

ば
、
其
の
結
果
と
し
て
A
は
真
と
な
る
。
是
れ
は
　い

ず孰　
れ
を
真
と
し
て
も
他
の
も
の
が
其
れ
か
ら
出
て
来
る
こ
と
に
な
る
。

　い
ず孰　

れ
か
一
つ
を
土
台
に
取
る
と
他
の
方
は
そ
れ
か
ら
必
ず
証
明
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
今
其
の
B
を
真
な
り
と
仮
定
し

て
見
ま
し
ょ
う
。

B
を
真
な
り
と
す
と
云
う
の
は
、
出
会
わ
な
い
線
が
只
一
つ
に
限
る
と
云
う
こ
と
を
仮
定
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
三

角
形
の
三
つ
の
内
角
の
和
は
二
直
角
に
等
し
い
と
云
う
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
言
換
え
た
な
ら
ば
、
B
を
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真
な
り
と
す
る
の
は
即
ち
A
を
真
な
り
と
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
平
行
線
の
公
理
を
許
す
な
ら
ば
三
角
形
の
内

角
の
和
は
二
直
角
に
等
し
い
と
云
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
定
理
の
形
で
述
べ
る
と
　こ斯　
う
云
う
て
　よ

ろ宜　
し
い
。

定
理
第
四
同
一
の
平
面
上
に
於
て
一
つ
の
点
を
過
ぎ
一
つ
の
直
線
に
出
会
は
ざ
る
直
線
が
只
一
つ
に
限
る
と
せ

定
理
第
四

ば
、
三
角
形
の
三
つ
の
内
角
の
和
は
二
直
角
に
等
し
。

A

B

C

L

A' C'

M

第十一図　

　こ斯　
う
云
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
三
角
形
の
内
角
の
和
は
二
直
角
に
等
し
い
と
云
う
こ
と

は
、
こ
の
只
一
つ
に
限
る
と
云
う
こ
と
を
仮
定
し
た
結
果
で
あ
る
、
或
は
こ
の
平
行
線
の

公
理
を
許
す
結
果
で
あ
る
と
云
う
こ
と
を
示
す
。
　も若　
し
そ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
な
ら
ば
三

角
形
の
内
角
の
和
は
二
直
角
に
等
し
い
と
云
う
こ
と
は
な
く
な
る
。
　そ其　
　こ処　
ま
で
や
っ
て
見

ま
し
ょ
う
。

三
角
形A

B
C

に
於
て
AC
を
雙
方
へ
延
長
し
て
A′C′

と
す
る
。
そ
れ
か
ら
B
を
過
ぎ
て
AC

に
出
会
わ
な
い
只
一
つ
の
直
線
LM
を
引
い
て
見
る
。
是
れ
は
普
通
の
幾
何
学
で
す
。
そ
う

す
る
と
前
の
定
理
に
依
っ
て

　
　
　
　
　∠

L
B
A
+
∠
B
A
A
′
=
二
直
角

　
　
　
　
　∠

M
B
C
+
∠
B
C
C
′
=
二
直
角

然
る
に
　
　∠

B
A
C
+
∠
B
A
A
′
=
二
直
角

　
　
　
　
　∠

B
C
A
+
∠
B
C
C
′
=
二
直
角

故
に
　
　
　∠

L
B
A

=
∠
B
A
C

　
　
　
　
　∠

M
B
C
=

∠
B
C
A

然
る
に
　
　∠

L
B
A
+
∠
C
B
A
+
∠
M
B
C
=
二
直
角

故
に
　
　
　∠

B
A
C
+
∠
C
B
A
+
∠
A
C
B
=
二
直
角
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　こ斯　
う
云
う
風
に
し
て
証
明
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
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第
六
講

昨
日
は
平
行
線
の
公
理
を
採
用
し
な
い
と
す
る
と
　い如　
　か何　
な
る
幾
何
学
が
出
来
る
か
と
云
う
こ
と
に
付
て
話
を
致
し
ま

し
た
。
咋
日
言
い
ま
し
た
通
り
、
平
行
線
の
公
理
に
依
ら
な
い
で
も
、
定
理
第
一
の
系
「
同
一
の
平
面
上
に
於
て
一
つ

の
点
を
過
ぎ
て
一
つ
の
直
線
に
出
会
わ
ざ
る
直
線
は
一
つ
あ
る
」
と
云
う
こ
と
は
証
明
が
出
来
る
。
　し

か併　
し
　た

だ唯　
一
つ
に
限

る
と
云
う
こ
と
は
、
定
理
第
二
に
依
っ
て
、
平
行
線
の
公
理
を
真
だ
と
見
る
と
出
来
る
。
そ
れ
か
ら
定
理
第
三
（
定
理

第
二
の
逆
）
で
一
つ
に
限
る
と
す
る
な
ら
は
平
行
線
の
公
理
が
真
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
定
理
第
二
だ
け
で
は
面
白
く

な
い
。
定
理
第
二
だ
け
で
は
、
平
行
線
の
公
理
を
真
だ
と
す
る
と
交
わ
ら
な
い
線
は
　た

だ唯　
一
つ
に
限
る
が
、
第
三
が
あ
る

為
に
面
白
く
な
る
。
そ
れ
か
ら
定
理
第
四
に
於
て
、
同
じ
平
面
の
上
に
於
て
一
つ
の
点
を
過
ぎ
て
一
つ
の
直
線
に
出
会

わ
な
い
直
線
が
　た

だ唯　
一
つ
に
限
る
も
の
と
し
た
な
ら
ば
、
三
角
形
の
内
角
の
和
は
二
直
角
に
等
し
い
。
是
れ
は
通
例
の
幾

何
学
で
や
る
所
で
あ
る
。
平
行
線
の
公
理
を
認
め
る
。
平
行
線
の
公
理
を
認
め
れ
ば
　た

だ唯　
一
つ
に
限
る
。
　た

だ唯　
一
つ
に
限
れ

ば
三
角
形
の
内
角
の
和
は
二
直
角
に
等
し
い
。
　こ斯　
う
云
う
こ
と
に
な
る
。

定
理
第
五
、
三
角
形
の
三
つ
の
内
角
の
和
が
二
直
角
に
等
し
か
ら
ざ
る
と
き
は
、
同
一
の
平
面
上
に
於
て
一
つ
の

定
理
第
五

点
を
過
ぎ
一
つ
の
直
線
に
出
会
わ
ざ
る
直
線
は
　た

だ唯　
一
つ
に
限
ら
ず
。

是
れ
は
前
の
定
理
第
四
の
対
偶
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
定
理
第
四
は
　た

だ唯　
一
つ
に
限
る
と
し
た
な
ら
ば
内
角
の
和
は
二
直

角
に
等
し
い
と
云
う
の
で
あ
る
。
今
此
の
第
五
は
、
二
直
角
に
等
し
か
ら
ざ
る
と
き
は
同
一
の
平
面
上
に
於
て
云
々
と

云
う
の
で
あ
る
か
ら
、
是
れ
は
対
偶
で
あ
る
。
是
れ
は
証
明
を
要
し
な
い
で
本
当
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
前
の
定
理
が
証

明
さ
れ
て
居
る
以
上
は
其
の
対
偶
は
最
早
証
明
を
要
し
な
い
で
真
で
あ
る
。

定
理
第
六
、
其
の
二
つ
の
内
角
の
和
を
、
与
え
ら
れ
た
る
三
角
形
に
等
し
く
せ
る
三
角
形
は
作
る
こ
と
を
得
。

定
理
第
六
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A B

C

D

E

第十二図　

即
ち
　か

く斯　
の
　ご

と如　
き
三
角
形
は
存
在
す
る
と
云
う
て
も
　よ

ろ宜　
し
い
。
　か

く斯　
の
　ご

と如　
き
三
角
形
は
一
つ
あ

る
と
云
う
て
も
　よ

ろ
し宜　い

。
是
れ
は
話
が
変
っ
て
居
る
よ
う
で
あ
る
が
、
後
で
入
用
に
な
る
か
ら

今
や
っ
て
置
き
ま
す
。

A
B
C

を
与
え
ら
れ
た
る
三
角
形
と
す
る
。
そ
う
し
て
A
角
に
等
し
き
和
を
有
す
る
二
角
を

も
つ
と
こ
ろ
の
三
角
形
を
作
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
作
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
則
ち
存
在
す

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
平
行
線
の
公
理
に
依
ら
な
い
で
や
る
の
で
あ
り
ま
す
。

BC
の
中
点
を
D
と
為
し
、
AD
を
連
ね
て
之
れ
を
延
長
し
、
DE
を
AD
に
等
し
か
ら
し
む
る
。
　し

か然　
ら
ば
二
つ
の
三
角
形

A
D
C

及
びE

D
B

に
於
て
二
辺
と
夾
角
が
相
等
し
い
。
其
故
に
全
く
相
等
し
い
。

　こ此　
　こ処　
へ
註
解
の
様
に
し
て
言
っ
て
置
き
ま
す
。

吾
々
は
今
平
行
線
の
公
理
に
関
し
て
話
を
し
て
居
る
が
、
　も

と素　
よ
り
ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
公
理
と
云
う
こ
と
を
前
に
話
し
た

か
ら
と
て
、
あ
の
基
礎
に
依
っ
て
居
る
の
で
は
な
い
。
や
は
り
普
通
の
基
礎
に
依
っ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
今
言

う
た
全
等
の
定
理
は
現
に
や
っ
て
居
る
定
理
第
六
を
証
明
す
る
迄
に
或
方
法
で
証
明
し
て
来
た
も
の
と
見
る
。
今
は

引
抜
い
て
や
っ
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
そ
う
云
う
こ
と
に
す
る
。
此
の
定
理
第
六
を
や
る
前
に
ど
う
に
か
し
て
或
方

法
で
証
明
し
て
居
る
と
見
る
。
そ
れ
を
証
明
す
る
に
は
普
通
の
幾
何
学
を
調
べ
た
ら
　た

だ
ち直　に

分
る
の
で
、
決
し
て
平
行

線
の
公
理
を
用
い
て
居
る
の
で
は
な
い
。
此
の
全
等
の
こ
と
を
や
る
の
に
は
平
行
線
の
公
理
を
用
い
た
の
で
は
な
い

と
云
う
こ
と
は
容
易
に
分
る
。
ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
話
は
別
の
話
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
公
理
に
は
二

辺
と
夾
角
と
が
等
し
い
三
角
形
云
々
と
い
う
の
が
公
理
に
な
っ
て
居
っ
た
け
れ
ど
も
そ
れ
は
別
の
話
で
あ
り
ま
す
。

其
故
に

∠
D
A
C
=

∠
B
E
D

故
に

∠
D
A
C
+
∠
D
A
V

=
∠
B
E
D
+
∠
D
A
B
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即
ち

∠
A

=
∠
B
E
D
+
∠
D
A
B

其
故
に
三
角
形E

D
B

は
求
め
ら
れ
た
三
角
形
で
あ
る
。

此
の
定
理
の
証
明
に
於
て
は
決
し
て
平
行
線
の
公
理
を
用
い
て
居
な
い
と
云
う
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
普

通
の
幾
何
学
中
の
或
定
理
は
平
行
線
の
公
理
を
用
い
て
居
る
が
、是
れ
は
平
行
線
の
公
理
を
用
い
な
い
で
や
っ
た
。
其

処
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

定
理
第
七
、
三
角
形
の
内
角
の
和
は
二
直
角
よ
り
大
な
ら
ず
。

定
理
第
七

A B

C

D

E

第十三図　

是
れ
は
平
行
線
の
公
理
を
用
い
な
い
で
証
明
の
出
来
る
こ
と
で
あ
る
。
先
き
に
平
行
線

の
公
理
を
用
い
た
ら
ば
内
角
の
和
は
二
直
角
に
等
し
い
と
云
う
こ
と
を
証
明
し
て
あ
る
。

今
　こ此　
　こ処　
に
云
う
の
は
、
平
行
線
の
公
理
を
用
い
な
く
し
て
二
直
角
よ
り
大
き
く
な
い
と
ま

で
は
証
明
が
出
来
る
と
云
う
の
で
あ
っ
て
、
今
其
の
証
明
に
移
ろ
う
と
思
う
。

A
角
を
三
角
形A

B
C

の
三
つ
の
角
の
中
で
最
も
小
さ
い
も
の
と
し
て
や
る
。
前
の
定

理
第
六
に
於
け
る
が
　ご

と如　
く
、
他
の
三
角
形E

A
B

を
作
る
。
　し

か然　
ら
ば
前
の
通
り
に
や
れ
ば

　
　
　
　
　∠

B
A
C
=

∠
B
E
A
+
∠
E
A
B

然
る
に
　
　
　∠

D
C
A

=
∠
D
B
E

　
　
な
る
を
以
て

∠
D
C
A
+
∠
D
B
A

=
∠
D
B
E
+
∠
D
B
A

故
に
　
　
　
　∠

B
A
C
+
∠
C
B
A
+
∠
A
C
B
=

∠
A
B
E
+
∠
B
E
A
+
∠
E
A
B

即
ち
三
角
形A

B
C

の
三
つ
の
内
角
の
和
は
、
今
新
た
に
作
っ
た
三
角
形E

B
A

の
三
つ
の

内
角
の
和
に
等
し
い
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
方
法
で
や
っ
て
行
く
と
三
角
形
の
内
角
の
和
は
変
ら
ぬ
と
云
う
こ
と
に
な
っ

て
居
る
。
そ
う
し
て
角B

E
A

及E
A
B

の
中
　い

ず何　
れ
か
一
つ
は
、
角B

A
C

の
半
に
等
し
き
か
、
　し

か然　
ら
ざ
れ
ば
其
の
半
よ
り

―― 55 ――



A
B

C

D

E
F

G
{

第
十
四
図
　

小
さ
い
と
云
う
こ
と
に
な
る
。
故
に
其
和
は
A

2
よ
り
大
な
ら
ず
で
あ
る
。

次
に
三
角
形E

A
B

の
三
つ
の
角
の
中
で
最
も
小
な
る
も
の
を
求
め
る
。
そ
れ
は
ど
の
角
に
な
る
で
し
ょ
う
。
必
ず

B
E
A

がE
A
B

の
中
に
相
違
な
い
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
ど
れ
と
云
う
訳
に
往
か
な
い
。
が
其
の
中
の
小
な
る
方
を
と
る
。

　も
し若　

又
こ
の
二
角
が
等
し
き
こ
と
も
あ
ろ
う
が
そ
し
た
ら
ば
ど
ち
ら
で
も
よ
い
。
そ
の
小
な
る
角
を
定
め
て
前
と
同
じ
方

法
を
繰
返
し
て
第
三
の
三
角
形
を
作
る
と
い
う
と
、
其
の
第
三
の
三
角
形
の
内
角
の
和
と
云
う
も
の
は
、
　な

お尚　
亦
元
の
三

角
形A
B
C

の
三
つ
の
角
の
和
に
等
し
い
。
し
か
し
其
の
二
角
の
和
は
前
の
三
角
形E

B
A

の
最
も
小
な
る
一
角
よ
り
大

き
く
な
い
、
従
が
っ
て
A

22

よ
り
大
な
ら
ず
で
あ
る
。
次
に
又
同
様
に
第
四
の
三
角
形
を
作
る
。
順
次
此
の
　ご

と如　
く
進
ん

で
行
く
。
其
の
適
用
は
い
つ
迄
で
も
出
来
る
。
第

n＋ 1
番
目
の
三
角
形
に
至
り
ま
す
と
其
三
つ
の
角
の
和
は
　や矢　
　は張　
り
元
の

三
角
形A

B
C

の
三
つ
の
角
の
和
と
等
し
く
し
て
其
の
中
の
二
角
の
和
は
A

2n+1

よ
り
大
な
ら
ず
で
あ
る
。
適
用
の
回
数

即
ち
n
を
大
き
く
す
れ
ば
二
角
の
和
は
　い如　
　か何　
程
で
も
小
な
ら
し
む
こ
と
が
出
来
る
。
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其
故
に
　も若　
し
一
つ
の
三
角
形A

B
C

の
三
つ
の
内
角
の
和
を
二
直
角
よ
り
も
大
き
い
と
仮
り
に
し
て
見
る
。
こ
れ
か
ら

論
法
は
帰
謬
法
に
よ
る
。
即
ち
元
の
三
角
形
の
和
が二

直
角

+
x

で
あ
る
と
す
る
。
そ
う
す
る
と
x
が
　い如　
　か何　
に
小
な
り
と

も
零
と
は
違
う
。
零
と
異
な
る
も
の
が
あ
っ
た
時
分
に
は
、
其
の
三
角
形A

B
C

よ
り
進
ん
で
前
述
の
　ご

と如　
き
方
法
に
依
っ

て
、
　し

ま
い

仕
舞　
に
は
二
角
の
和
が
ど
れ
程
で
も
小
さ
く
な
る
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
か
ら
、
x
は
随
分
小
さ
い
の
で
し
ょ
う

が
、
ど
れ
程
で
も
小
さ
く
す
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
よ
り
は
大
き
い
で
し
ょ
う
。
か
ら
し
て
、
二
角
の
和
が
此
の
x
よ

り
小
さ
く
な
っ
た
三
角
形
を
作
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
其
時
に
二
角
の
和
が
x
よ
り
小
さ
い
の
に
三
内
角
の
和
は

変
ら
な
か
っ
た
と
云
う
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
う
す
る
と
そ
の
と
き
第
三
角
は
二
直
角
よ
り
大
き
く
な

ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
是
れ
は
出
来
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
そ
れ
は
有
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
と
き

は
三
角
形
が
反
り
返
っ
て
し
ま
う
。
裏
手
に
あ
る
三
角
形
が
出
来
て
来
る
。
之
れ
は
不
都
合
で
し
よ
う
。

其
故
に
平
行
線
の
公
理
に
依
ら
な
い
で
、
三
角
形
の
和
と
云
う
も
の
は
二
直
角
よ
り
大
く
な
る
こ
と
は
な
い
。
二
直

角
に
等
し
い
か
、
或
は
二
直
角
よ
り
小
さ
い
も
の
の
中
で
あ
る
と
云
う
こ
と
の
証
明
が
出
来
る
。
　し

か然　
る
に
前
の
定
理
第

五
に
依
る
と
三
角
形
の
三
つ
の
内
角
の
和
が
二
直
角
に
等
し
か
ら
ざ
る
と
き
は
、
同
一
の
平
面
上
に
於
て
一
つ
の
点
を

過
ぎ
一
つ
の
直
線
に
出
会
わ
ざ
る
直
線
は
　た

だ唯　
一
つ
に
限
ら
ず
と
あ
る
。
　し

こ
う而　し
て
定
理
第
七
に
依
れ
ば
、
三
角
形
の
内
角

の
和
は
二
直
角
よ
り
大
な
ら
ず
と
あ
る
。
其
故
に
定
理
第
五
は
変
じ
て
次
の
　ご

と如　
く
に
な
り
ま
す
。

定
理
第
八
、
三
角
形
の
三
つ
の
内
角
の
和
が
二
直
角
よ
り
小
な
る
と
き
は
同
一
の
平
面
上
に
於
て
一
つ
の
点
を
過

定
理
第
八

ぎ
一
つ
の
直
線
に
出
会
わ
ざ
る
直
線
は
　た

だ唯　
一
つ
に
限
ら
ず

と
云
う
こ
と
に
な
る
。
即
ち
二
つ
以
上
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

定
理
第
九
、
三
角
形
の
三
つ
の
内
角
の
和
が
二
直
角
に
等
し
き
と
き
は
同
一
の
平
面
上
に
於
て
一
つ
の
点
を
過

定
理
第
九

ぎ
一
つ
の
直
線
に
出
会
わ
ざ
る
直
線
は
　た

だ唯　
一
つ
に
限
る
。
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A

B

C C'

B'

第十五図　

是
れ
は
定
理
第
四
の
逆
で
あ
る
か
ら
別
に
証
明
す
る
こ
と
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
其
の

証
明
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

三
角
形A

B
C

に
於
て
B
を
過
ぎ
AC
に
出
会
わ
ざ
る
直
線
が
限
り
な
く
多
く
あ
っ
た

と
し
、
其
の
中
出
会
う
直
線
に
最
も
近
い
も
の
を
BB′

と
し
AC
を
延
長
し
て
AC′

と
す
る
。

　し
か然　
ら
ば
　
　∠

C
′A
B
+
∠
B
′B
A

=
二
直
角

−
x

即
ち
　
　
　∠
C
′A
B
+
∠
B
′B
A
+
x
=
二
直
角

　し
こ
う而　し
て
与
え
ら
れ
た
る
三
角
形A

B
C

に
於
て
角B

C
A

は
定
理
第
七
の
方
法
に
依
り
て

x

よ
り
小
さ
く
な
っ
た
時
を
　え

ら択　
ん
で
置
か
れ
た
の
で
あ
る
と
す
る
。
即
ち

　
　
　
　
　∠

B
C
A

<
x

と
す
る
。
　し

か然　
ら
ば

　
　
　
　
　∠

C
′A
B
+
∠
B
′B
A
+
∠
B
C
A

<
二
直
角

　し
か然　
る
に
　
　
BC
は
AC′

と
出
会
わ
ざ
る
所
の
線
BB′

と
BA
と
の
間
に
あ
る
べ
け
れ
ば

　

∠
B
′B
A

<
∠
C
B
A

故
に

∠
C
A
B
+
∠
C
B
A
+
∠
B
C
A

<
二
直
角

こ
の
二
直
角
よ
り
小
さ
く
な
る
と
云
う
こ
と
は
仮
説
に
反
す
る
。
　こ斯　
う
云
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
定
理
の
証
明
が
出

来
た
。
即
ち
帰
謬
法
に
依
っ
て
証
明
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
帰
謬
法
と
い
う
言
葉
に
就
い
て
は
明
日
お
話
す
る
積
り
で

あ
り
ま
す
。

　し
か然　
る
に
定
理
第
九
の
対
偶
は
真
な
る
が
故
に
、
一
つ
の
与
え
ら
れ
た
る
直
線
に
出
合
わ
な
い
直
線
は
　た

だ唯　
一
つ
に
限
ら

ず
と
し
た
な
ら
ば
、
三
角
形
の
内
角
の
和
は
二
直
角
に
等
し
か
ら
ざ
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
三
角
形
の
内
角
の
和
は
二
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直
角
よ
り
小
さ
い
。
故
に
定
理
第
十
が
得
ら
れ
る
。

定
理
第
十
、
同
一
の
平
面
中
に
於
て
一
つ
の
点
よ
り
一
つ
の
直
線
に
出
合
わ
ざ
る
直
線
が
　た

だ唯　
一
つ
に
限
ら
ず
と
す

定
理
第
十

れ
ば
三
角
形
の
内
角
の
和
は
二
直
角
よ
り
小
な
り
。

是
れ
吾
々
が
初
め
か
ら
証
明
し
よ
う
と
ね
ら
っ
た
所
の
も
の
で
あ
る
。

　こ
こ茲　
に
於
て
今
迄
述
べ
た
事
柄
を
総
括
し
て
見
る
と
次
の
様
に
な
る
。
　ま先　
ず
三
つ
の
命
題
を
挙
げ
て
置
き
ま
す
。

A
　
平
行
線
の
公
理
。

B
　
同
一
の
平
面
上
に
於
て
一
つ
の
点
を
過
ぎ
一
つ
の
直
線
に
出
会
わ
ざ
る
直
線
は
　た

だ唯　
一
つ
に
限
る
。

C
　
三
角
形
の
内
角
の
和
は
二
直
角
に
等
し
。

　か
よ
う
斯
様　
に
三
つ
の
陳
述
を
掲
げ
て
置
く
と
、

⑴
　
A
が
真
な
り
と
す
れ
ば
B
は
真
な
り
（
定
理
第
二
）
随
っ
て
C
は
真
な
り
（
定
理
第
四
）

⑵
　
B
が
真
な
り
と
す
れ
ば
C
は
真
な
り
（
定
理
第
四
）
又
は
A
は
真
な
り
（
定
理
第
三
）

⑶
　
C
が
真
な
り
と
す
れ
ば
B
は
真
な
り
（
定
理
第
九
）
随
っ
て
A
は
真
な
り
（
定
理
第
三
）

即
ち
此
の
三
つ
の
陳
述
の
中
で
　い

ず何　
れ
か
一
つ
が
真
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、他
の
二
つ
と
云
う
も
の
は
其
の
結
果
と
し
て
真

で
あ
る
。
此
の
三
つ
の
陳
述
の
中
で
　い

ず何　
れ
か
一
つ
を
真
な
り
と
せ
し
も
の
が
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学E

u
clid

ean
G
eom

-

etry

で
あ
る
。
又
其
の
中
の
　い

ず何　
れ
を
も
真
と
し
な
い
と
云
う
こ
と
に
す
れ
ば
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学N

on
-eu

clid
ean

G
eom

etry

で
あ
る
。
　こ

こ茲　
に
於
て
三
つ
の
内
角
の
和
が
小
な
る
　ご

と如　
き
三
角
形
の
成
立
と
云
う
も
の
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
幾
何
学
が
起
る
。
し
か
も
其
の
幾
何
学
に
於
て
は
、
三
つ
の
内
角
の
和
が
　い如　
　か何　
　よ

う様　
と
も
吾
々
が
望
む
だ
け
小
さ
い
、
極

端
に
云
う
な
ら
ば
三
つ
の
内
角
の
和
が
零
で
あ
る
と
云
う
よ
う
な
三
角
形
を
作
る
こ
と
が
出
来
る
。
公
理
に
関
し
て
は

是
れ
　だ丈　
け
の
話
に
止
め
て
置
き
ま
す
。
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第
七
講

是
迄
話
し
て
来
た
所
に
依
り
ま
す
と
、
基
本
の
概
念
の
定
義
と
云
う
も
の
は
不
要
で
あ
る
。
公
理
が
基
礎
と
な
る
と

云
う
て
　よ

ろ宜　
し
い
。
　し

か併　
し
又
一
面
か
ら
観
る
と
、
其
の
基
礎
に
し
た
一
群
の
公
理
は
基
本
の
概
念
の
定
義
と
云
っ
て
も
　よ

ろ宜　

し
い
。
公
理
其
者
に
依
っ
て
基
本
の
概
念
の
意
義
と
云
う
も
の
が
定
ま
っ
て
居
る
。
定
義
無
し
の
幾
何
学
は
是
れ
は
成

立
ち
ま
す
。
殊
に
前
に
言
っ
た
よ
う
な
ノ
ミ
ナ
ル
デ
フ
ィ
ニ
シ
ョ
ン
と
云
う
よ
う
な
も
の
は
是
れ
は
無
く
て
も
構
わ
ぬ
。

公
理
な
き
幾
何
学

と
定
義
な
き
幾
何

学

定
義
無
し
の
幾
何
学
と
云
う
も
の
は
成
立
っ
て
も
、
公
理
無
し
の
幾
何
学
と
云
う
も
の
は
成
立
つ
も
の
で
な
い
。
所
が

平
行
線
の
公
理
と
云
う
も
の
は
其
の
真
否
が
早
く
か
ら
疑
わ
れ
た
の
で
、
或
時
代
に
は
公
理
の
無
い
幾
何
学
と
云
う
よ

う
な
も
の
を
企
て
た
こ
と
も
あ
る
。T

h
om

p
son

と
云
う
人
のG

eom
ety

w
ith

ou
t
ax

iom
s

と
云
う
の
は
有
名
な
本
で

あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
無
論
失
敗
に
　お

わ了　
っ
て
居
り
ま
す
。

今
度
は
定
理
に
就
い
て
言
い
ま
す
。
幾
何
学
の
基
礎
が
定
ま
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
か
ら
演
繹
約
推
理
に
依
っ
て
種
々

定
理
と
系

の
結
果
を
導
き
出
す
。
其
の
結
果
は
定
理
と
し
て
順
を
　お逐　
う
て
掲
げ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
時
に
系
と
云
う
も
の
が

あ
る
。
系
と
云
う
名
で
掲
げ
ら
れ
て
あ
る
陳
述
が
あ
っ
て
も
、
是
れ
皆
定
理
に
外
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
又
普
通
の
教

科
書
に
於
て
問
題
或
は
例
題
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
居
る
も
の
も
多
く
は
定
理
で
あ
る
。
同
じ
く
定
理
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

或
も
の
を
系
と
す
る
の
は
、
其
の
主
な
る
定
理
か
ら
容
易
に
導
き
出
し
得
る
定
理
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
之
れ
を
独
立

さ
せ
た
こ
と
に
し
て
も
一
向
　さ

し
つ
か
え

差
支　
な
い
。
所
が
、
容
易
に
出
る
と
云
う
け
れ
ど
も
、
実
際
は
普
通
の
教
科
書
に
で
も
容

易
に
出
な
い
の
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
問
題
の
中
の
定
理
は
、
之
を
引
用
し
て
他
の
定
理
を
証
明
す
る
こ
と
の
機
会
が
少

い
と
云
う
様
な
も
の
で
、
多
く
は
そ
う
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
も
其
の
幾
何
学
を
建
設
す
る
者
の
考
に
依
っ
て
番

号
を
附
け
た
主
な
る
定
理
に
引
き
直
し
て
も
、
そ
れ
は
一
向
　さ

し
つ
か
え

差
支　
な
い
。

次
に
は
定
理
の
種
類
に
付
て
話
を
し
て
見
ま
し
ょ
う
。
近
頃
で
は
、
我
国
に
於
て
は
一
般
に
定
理
の
形
は
、
甲
が
乙

定
理
の
形
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な
れ
ば
丙
は
丁
な
り
と
云
う
形
に
な
る
も
の
と
し
て
取
扱
っ
て
居
る
。
　す

べ凡　
て
の
定
理
が
　か

く斯　
の
　ご

と如　
き
型
式
に
為
さ
る
る
こ

と
が
出
来
る
か
と
云
う
と
、
そ
れ
は
出
来
な
い
で
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
為
に
は
非
常
に
無
理
だ
と
思
わ
れ
る
程

の
こ
と
を
忍
ば
ん
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
う
こ
と
は
御
承
知
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
れ
が
為
に
は
、
余
計
な
言
葉
で
あ
る

様
な
、
例
え
ば
「
吾
々
の
考
う
る
所
の
も
の
が
四
辺
形
で
あ
る
な
ら
ば
」
と
し
て
「
吾
々
の
考
う
る
所
の
も
の
」
と
云

う
こ
と
を
入
れ
な
け
れ
ば
困
る
こ
と
が
あ
る
。
　こ斯　
う
云
う
様
に
「
吾
々
の
考
う
る
所
」
と
云
う
こ
と
を
入
れ
て
来
な
い

と
形
が
調
わ
な
い
と
云
う
こ
と
が
あ
る
。
特
に
簡
単
な
る
定
理
を
こ
の
形
に
直
す
と
云
う
時
分
に
、
そ
う
云
う
こ
と
を

何
か
入
れ
な
い
と
具
合
が
悪
い
。
自
然
に
は
甲
乙
丙
丁
と
云
う
四
つ
が
揃
わ
な
い
と
云
う
こ
と
が
あ
る
。
　し

か併　
し
私
の
考

は
、
左
程
に
困
難
を
忍
ん
で
迄
も
定
理
と
い
う
も
の
を
一
つ
の
形
式
の
下
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
は
思
い
ま
せ
ぬ

か
ら
、
少
し
変
わ
っ
た
説
を
言
い
ま
し
ょ
う
。

定
理
と
云
う
も
の
は
、
私
が
真
だ
と
す
る
所
の
主
張
を
述
べ
た
ら
そ
れ
で
　よ

ろ宜　
し
い
。
甲
が
乙
な
ら
ば
丙
が
丁
な
り
と

云
う
表
わ
し
方
は
、
文
法
で
　い謂　
う
所
の
接
続
法
で
あ
る
。
吾
々
の
主
張
は
必
ず
接
続
法
に
依
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云

う
こ
と
は
少
し
も
な
い
。
そ
れ
に
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
う
こ
と
は
あ
る
ま
い
、
吾
々
の
主
張
は
常
に
使
う
言
葉

で
も
何
で
も
皆
接
続
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
う
こ
と
で
あ
る
で
し
ょ
う
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

定
理
を
分
類
す
る
と
　ま先　
ず
四
通
り
に
分
れ
る
と
思
う
。
幾
何
学
で
　い謂　
う
所
の
定
理
は
、
自
分
が
真
だ
と
思
う
所
を
主

定
理
の
種
類

張
す
る
こ
と
が
出
来
た
ら
皆
其
れ
は
定
理
で
あ
る
。

第
一
種
　
存
在
に
関
す
る
定
理

存
在
に
関
す
る
定

理

例
え
ば
、
一
つ
の
点
よ
り
一
つ
の
直
線
に
至
る
垂
線
は
一
つ
あ
る
。
そ
う
し
て
唯
一
つ
に
限
る
。
今
之
を
甲
が
乙
な

れ
ば
丙
は
丁
な
り
と
云
う
形
に
直
そ
う
と
す
る
と
非
常
に
難
い
こ
と
に
な
る
。
　し

か併　
し
直
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

と
云
う
こ
と
は
面
白
く
な
い
と
思
う
。
吾
々
の
主
張
が
現
わ
れ
た
ら
そ
れ
で
沢
山
で
あ
る
。
其
外
こ
う
云
う
風
な
こ
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と
は
幾
つ
も
あ
る
。
此
の
存
在
に
関
す
る
定
理
に
向
っ
て
も
其
の
逆
を
取
扱
か
い
た
い
こ
と
が
あ
る
。
逆
と
云
う
の

は
通
例
の
意
味
に
従
っ
て
云
う
の
で
す
が
こ
の
存
在
の
定
理
の
逆
と
云
う
も
の
は
意
味
が
な
い
。
ど
の
定
理
に
で
も

逆
が
あ
る
か
と
云
う
と
、
此
の
定
理
な
ど
に
向
っ
て
は
、
逆
は
非
常
に
コ
ジ
付
け
た
ら
出
来
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ

ん
な
も
の
は
要
ら
な
い
。
ど
の
定
理
で
も
皆
逆
が
あ
る
　な

ど抔　
と
云
う
こ
と
は
、
殆
ど
無
理
な
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。

第
二
種
　
計
量
に
関
す
る
定
理

計
量
に
関
す
る
定

理

是
れ
は
等
不
等
に
関
す
る
定
理
と
云
っ
て
も
　よ

ろ宜　
し
い
。
そ
の
方
が
　よ能　
く
分
る
。
そ
れ
は
、
甲
は
乙
に
等
し
、
　こ斯　
う
云

う
云
い
方
を
す
る
。
或
は
、
甲
は
乙
に
等
し
か
ら
ず
と
云
う
て
、
或
こ
と
を
主
張
す
る
。
甲
は
乙
に
等
か
ら
ず
と
云

う
方
は
、
之
を
大
小
に
依
っ
て
区
別
す
れ
ば
二
つ
あ
る
。
甲
は
乙
よ
り
大
な
り
。
乙
は
甲
よ
り
小
な
り
と
云
う
二
つ

あ
る
。
例
え
ば
、
直
角
三
角
形
に
於
て
は
斜
辺
の
上
の
正
方
形
は
他
の
二
辺
の
上
の
正
方
形
の
和
に
等
し
。
是
れ
は

立
派
な
主
張
で
あ
る
。
そ
れ
を
殊
更
に
苦
し
ん
で
ま
で
、
甲
が
乙
な
れ
ば
丙
は
丁
な
り
と
云
う
形
に
せ
ん
で
も
　よ

ろ宜　
し

い
。
或
は
、
鈍
角
三
角
形
の
鈍
角
に
対
す
る
辺
の
上
の
正
方
形
は
他
の
二
辺
の
上
の
正
方
形
の
和
よ
り
大
な
り
。
是

れ
も
立
派
な
主
張
で
あ
る
。
真
理
で
あ
る
。
そ
れ
を
苦
ん
で
、
甲
が
乙
な
れ
ば
丙
は
丁
な
り
と
云
う
様
な
形
に
直
す

必
要
は
な
い
。
あ
れ
で
十
分
な
主
張
で
あ
る
。
此
種
の
定
理
「
甲
は
乙
に
等
し
」
或
は
「
甲
は
乙
に
等
し
か
ら
ず
」
に

於
て
甲
と
乙
と
を
取
換
え
て
一
向
　さ

し
つ
か
え

差
支　
な
い
。
し
か
し
通
例
の
逆
と
云
う
も
の
と
は
少
し
違
う
。
甲
が
乙
に
等
し
い

と
云
う
こ
と
が
分
っ
て
　お居　
っ
た
な
ら
ば
直
に
乙
は
甲
に
等
し
い
と
云
っ
て
　さ

し
つ
か
え

差
支　
な
い
。
A
が
B
に
等
し
か
っ
た
ら
ば

B
が
A
に
等
し
い
と
云
う
こ
と
は
極
ま
っ
て
居
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
逆
と
云
え
る
か
云
え
な
い
か
は
別
の
話
で

あ
る
。
　も若　
し
そ
れ
が
、
甲
は
乙
よ
り
大
な
り
と
云
わ
れ
て
居
っ
た
時
分
に
は
、
乙
は
甲
よ
り
小
な
り
と
云
う
こ
と
が

出
来
る
。
即
ち
甲
と
乙
と
を
取
換
え
る
こ
と
に
　つ

い就　
て
は
更
に
苦
む
必
要
は
な
い
。
　も若　
し
そ
れ
を
逆
と
云
え
ば
其
の
逆

を
述
べ
る
の
に
一
向
躊
躇
す
る
こ
と
は
い
ら
な
い
。
今
言
う
た
の
を
、
直
角
三
角
形
の
二
辺
の
上
の
正
方
形
の
和
は
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斜
辺
の
上
の
正
方
形
に
等
し
。
　こ斯　
う
云
う
て
も
　さ

し
つ
か
え

差
支　
な
い
。
或
は
第
二
の
方
で
も
そ
う
で
あ
る
。
鈍
角
三
角
形
の
二

辺
の
上
の
正
方
形
の
和
は
鈍
角
に
対
す
る
辺
の
上
の
正
方
形
よ
り
小
な
り
と
云
え
ば
　よ

ろ宜　
し
い
。
大
な
り
と
あ
っ
た
ら

小
な
り
。
等
し
か
ら
ず
と
あ
っ
た
ら
、
等
し
か
ら
ず
。
と
云
え
ば
　よ

ろ宜　
し
い
。

第
三
種
　
包
含
に
関
す
る
定
理

包
含
に
関
す
る
定

理

是
れ
は
常
に
云
う
も
の
で
す
。
是
れ
は
二
種
類
に
別
け
る
。

⑴
直
説
法
的
定
理
　
　
⑵
接
続
法
的
定
理

⑴
直
説
法
的
定
理
　
　
こ
れ
は
甲
は
乙
な
り
と
云
う
形
の
定
理
で
あ
る
。
強
い
て
直
せ
ば
　や矢　
　は張　
り
、
甲
が
乙
な
れ
ば

丙
が
丁
な
り
と
云
う
形
に
直
る
に
は
直
る
。
け
れ
ど
も
前
に
言
う
通
り
大
分
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
余
計
な
言

葉
を
入
れ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
う
様
な
こ
と
が
あ
る
。
甲
は
乙
な
り
と
云
え
ば
、「
な
り
」
と
云
う
の
は
、
甲

は
乙
の
中
に
含
ま
る
る
と
、
　こ斯　
う
云
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
此
の
場
合
に
於
て
は
直
に
取
換
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

そ
れ
を
　も若　
し
取
換
え
る
と
し
た
な
ら
ば
証
明
を
要
す
る
。

⑵
接
続
法
的
定
理
　
　
是
れ
は
又
次
の
四
つ
に
別
け
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　
イ
　
甲
が
乙
な
れ
ば
丙
は
丁
な
り
。

　
ロ
　
甲
が
乙
に
等
（
不
等
）
し
け
れ
ば
丙
は
丁
な
り
。

　
ハ
　
甲
が
乙
な
れ
ば
丙
は
丁
に
等
（
不
等
）
し
。

　
ニ
　
甲
が
乙
に
等
（
不
等
）
し
け
れ
ば
丙
は
丁
に
等
（
不
等
）
し
。

　こ斯　
う
云
う
様
に
二
つ
の
言
葉
を
区
別
す
る
に
は
「
な
り
」
或
は
「
等
不
等
」
と
云
う
言
葉
に
依
っ
て
結
付
け
て
あ
る

の
が
幾
何
学
に
於
て
は
最
も
多
い
。
そ
う
し
て
後
の
三
つ
と
云
う
も
の
は
、
之
を
初
の
イ
の
形
に
直
さ
れ
ぬ
こ
と
は

な
い
け
れ
ど
も
、
前
に
も
言
う
通
り
、
苦
ん
で
迄
直
さ
ぬ
で
も
　よ

ろ宜　
し
い
。
此
の
接
続
法
的
の
定
理
も
亦
逆
は
直
に
述
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べ
て
い
か
ぬ
こ
と
は
分
っ
て
居
る
。
そ
れ
は
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

第
四
種
　
選
出
に
関
す
る
定
理

選
出
に
関
す
る
定

理

是
れ
は
、
甲
は
乙
な
る
か
或
は
丙
な
り
と
云
う
形
で
あ
る
。
甲
が
乙
な
れ
ば
丙
は
丁
な
る
か
或
は
戊
な
り
。
　こ斯　
う
云

う
主
張
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
何
々
の
性
質
を
有
す
る
三
角
形
は
二
等
辺
三
角
形
で
あ
る
か
或
は
直
角
三

角
形
で
あ
る
か
な
り
と
云
う
。
そ
れ
を
逆
に
す
れ
ば
二
等
辺
三
角
形
で
な
か
っ
た
ら
何
々
の
性
質
を
有
す
る
三
角
形

で
あ
る
、
直
角
三
角
形
で
な
か
っ
た
ら
何
々
の
性
質
を
有
す
る
三
角
形
で
あ
る
。
　こ斯　
う
云
う
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と

と
な
る
。
し
か
し
こ
れ
は
明
白
に
純
然
た
る
逆
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
此
種
の
定
理
に
向
っ
て
は
逆
は
こ
し
ら
え
る

訳
に
は
行
き
ま
せ
ぬ
。
逆
を
　こ

し
ら拵　え
よ
う
と
思
っ
た
ら
、
そ
れ
は
逆
で
な
い
も
の
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

定
理
に
は
　こ斯　
う
云
う
四
種
類
が
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
　し

か併　
し
前
に
言
い
ま
す
通
り
、
現
在
は
定
理
の
形
は
接
続
法

的
の
イ
に
す
る
と
云
う
の
が
広
く
行
わ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、
教
育
の
上
に
於
て
は
、
今
私
が
言
う
た
よ
う
な
風

の
を
直
に
全
国
に
実
行
し
て
　よ

ろ
し宜　い

か
悪
い
か
。
そ
れ
は
教
科
の
統
一
を
破
ぶ
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
　よ能　
く
考
え
た
上
に
判

断
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

次
は
、
　も

ち
ろ
ん

勿
論　
御
承
知
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
包
含
に
関
す
る
定
理
の
証
明
法
に
　つ

い就　
て
述
べ
ま
し
ょ
う
。

定
理
の
証
明
法

其
の
定
理
を
証
明
す
る
方
法
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
。

⑴
総
合
的
証
明
法
　
（
直
接
証
明
法
）
是
れ
は
仮
説
か
ら
終
結
を
段
々
と
導
き
出
だ
す
普
通
の
方
法
で
あ
る
。
直
説
法

総
合
的
証
明
法

的
定
理
で
云
え
ば
主
位
の
中
に
含
ま
れ
た
性
質
か
ら
賓
位
の
中
に
含
ま
れ
た
性
質
を
導
き
出
す
。

⑵
解
析
的
証
明
法
　
是
れ
は
終
結
が
成
立
つ
に
は
　か

く斯　
の
　ご

と如　
き
條
件
な
か
る
べ
か
ら
す
と
云
う
風
に
や
る
。
尻
か
ら
や
る
。

解
析
的
証
明
法

　し
ま
い
仕
舞　
の
方
が
成
立
つ
も
の
と
し
た
な
ら
ば
　こ斯　
う
云
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
其
の
條
件
が
成
立
つ
に
は
又
　か

く斯　
の
　ご

と如　

く
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
。
順
次
あ
と
へ
戻
す
。
　し

か然　
る
に
、
　か

く斯　
の
　ご

と如　
き
仮
説
が
与
え
ら
れ
て
居
る
、
其
故
に
終
結
は
成
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立
す
る
の
で
あ
る
。
　こ斯　
う
云
う
風
に
証
明
す
る
。
即
ち
証
明
せ
ん
と
す
る
事
項
を
分
解
し
て
進
ん
で
行
く
。
そ
う
云
う

方
法
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
前
の
総
合
的
証
明
法
と
は
議
論
の
方
針
が
逆
で
あ
る
。
時
と
し
て
は
総
合
的
と
解
析
的
と
此

　ふ
た両　

つ
の
方
法
が
併
用
さ
れ
る
こ
と
も
　さ

し
つ
か
え

差
支　
な
い
。
雙
方
か
ら
出
て
来
て
出
会
う
こ
と
に
す
る
。
一
面
に
於
て
は
仮
説
か

ら
終
結
に
向
わ
し
め
、
他
面
に
於
て
は
終
結
か
ら
仮
説
を
出
さ
ん
と
し
、
中
途
で
両
者
を
つ
な
ぐ
こ
と
と
す
る
。

定
理
の
証
明
法
を
案
出
す
る
に
当
っ
て
は
通
例
第
二
の
解
析
的
方
法
が
　よ

ろ宜　
し
い
。
例
え
ば
　い如　
　か何　
に
し
て
其
の
証
明
法

が
得
ら
れ
た
か
と
云
う
こ
と
を
生
徒
に
示
す
時
な
ど
は
解
析
的
証
明
法
が
　よ

ろ宜　
し
い
と
せ
ら
れ
て
居
る
。
解
析
的
証
明
法

は
結
果
の
知
れ
て
居
る
場
合
に
於
け
る
　よ好　
き
証
明
法
で
あ
る
。
　し

か併　
し
事
を
発
明
す
る
時
分
に
は
常
に
結
果
が
知
ら
れ
て

居
る
の
で
な
い
、
結
果
が
知
ら
れ
て
居
っ
て
発
明
す
る
な
ら
ば
是
れ
は
楽
な
話
で
あ
る
。

時
と
し
て
解
析
的
証
明
法
の
こ
と
を
間
接
証
明
法
と
云
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
　し

か併　
し
そ
れ
は
普
通
で
は
な
い
。
通
例

間
接
法

間
接
法
と
云
う
の
は
今
言
う
解
析
的
証
明
法
を
云
う
の
で
は
な
く
て
、そ
の
解
析
的
証
明
法
の
変
形
し
た
も
の
を
云
っ
て

居
る
。
と
　い謂　
う
の
は
、
或
る
定
理
を
証
明
す
る
に
は
其
の
対
偶
を
証
明
し
た
ら
　よ

ろ宜　
し
い
の
で
あ
る
。
即
ち
終
結
が
　な

り
た

成
立　

た
ざ
れ
ば
仮
説
が
　な

り
た
成
立　
た
な
い
と
云
う
こ
と
を
証
明
す
る
。
そ
れ
を
間
接
法
と
云
う
て
居
る
。

⑶
帰
謬
法
　
是
れ
は
間
接
法
に
似
た
所
が
あ
る
。
間
接
法
に
於
で
は
終
結
が
　な

り
た
成
立　
た
な
い
と
す
る
と
仮
説
が
　な

り
た
成
立　
た
な

帰
謬
法

い
と
云
う
こ
と
を
示
す
。
　し

か然　
る
に
帰
謬
法
に
於
て
は
終
結
が
　な

り
た
成
立　
た
な
い
と
す
る
と
、
仮
説
が
真
な
る
場
合
に
於
て
は

他
に
証
明
し
て
置
い
た
と
こ
ろ
の
定
理
、
　も

し若　
く
は
ズ
ッ
ト
遡
っ
て
当
初
の
公
理
と
矛
盾
し
た
結
果
に
到
着
す
る
と
云
う

こ
と
を
示
す
。

⑷
同
一
法
　
是
れ
も
御
承
知
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
前
の
間
接
法
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
別
に
之
を
独
立
の
方
法

同
一
法

と
認
め
る
に
は
及
ば
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
多
く
の
定
理
の
逆
を
証
明
す
る
場
合
に
此
の
　ご

と如　
き
独
立
の
証
明
法
が
あ

る
か
の
　ご

と如　
く
思
う
て
居
る
と
　た

だ
ち直　に
其
の
定
理
の
真
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
、
そ
う
云
う
名
を
附
け
た
。
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⑸
転
換
法
　
是
れ
も
亦
多
く
の
定
理
の
逆
を
証
明
す
る
時
に
、
一
つ
の
定
理
が
真
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
分
っ
た
な
ら

転
換
法

ば
、
其
の
逆
を
証
明
す
る
時
分
に
入
用
な
も
の
で
あ
っ
て
、
仮
説
及
終
結
が
数
多
く
あ
る
時
に
、
二
つ
以
上
あ
る
時
に

用
い
る
方
法
で
あ
る
。
や
は
り
是
れ
は
間
接
法
に
基
い
て
居
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
、
間
接
法
と
云
う
も
の
を
一

つ
の
独
立
し
た
証
明
法
と
見
る
な
ら
ば
転
換
法
と
云
う
も
の
は
な
く
て
も
　よ

ろ宜　
し
い
。
け
れ
ど
も
そ
う
云
う
別
の
方
法
が

あ
る
か
の
　ご

と如　
く
に
思
う
と
云
う
と
　た

だ
ち直　に
其
の
逆
が
真
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
か
ら
　こ斯　
う
や
っ
て
あ
る
。
転
換
法

の
論
法
が
正
し
い
と
云
う
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
思
え
ば
間
接
法
に
依
る
外
な
い
。

　ま先　
ず
其
れ
　だ丈　
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
間
接
法
と
帰
謬
法
と
転
換
法
と
に
は
、
終
結
を
許
さ
な
い
と
す
る
な
ら
ば

と
云
う
考
が
　は這　
　い入　
っ
て
居
る
。
　こ斯　
う
云
う
所
が
共
通
に
な
っ
て
居
る
。
物
は
皆
別
々
に
違
う
。
各
々
違
い
ま
す
け
れ
ど

も
、
間
接
、
帰
謬
、
転
換
に
於
て
は
終
結
が
悪
い
と
す
る
な
ら
ば
と
　き極　
め
て
掛
か
る
点
が
同
じ
で
あ
る
と
云
う
の
で
、
初

等
の
数
育
に
於
て
は
時
々
之
を
同
一
の
も
の
と
　み看　
　な做　
し
て
や
っ
て
居
る
こ
と
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
厳
格
に
云

え
ば
不
正
当
で
あ
る
。
　む

し寧　
ろ
別
け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
例
え
ば
代
数
学
で
不
尽
根
数
の
み
が
無
理
数
で
は

な
い
が
、
之
で
あ
る
か
の
様
に
云
う
て
居
る
が
如
き
便
法
を
取
っ
て
も
教
育
上
に
は
反
っ
て
　よ

ろ宜　
し
か
ろ
う
。

次
に
は
計
量
に
関
す
る
定
理
の
証
明
法
。
そ
れ
は
等
し
い
か
等
し
く
な
い
か
の
証
明
で
あ
る
。
是
れ
は
重
置
法
に
依
っ

各
種
の
定
理
の
証

明

て
証
明
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
是
れ
も
詳
し
く
言
う
た
ら
ば
　よ

ろ宜　
し
い
が
、時
間
が
な
い
か
ら
ザ
ッ
と
申
し
ま
す
。
そ
の
重

ね
置
く
の
に
種
々
な
る
方
法
が
あ
る
。
眼
前
に
あ
る
二
つ
の
図
形
を
其
の
　ま

ま儘　
重
ね
て
置
く
こ
と
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
或

は
そ
れ
を
多
く
の
部
分
に
切
っ
て
、
各
部
分
を
重
ね
て
や
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
或
は
第
三
の
図
形
を
其
の
眼
前

に
あ
る
二
つ
の
図
形
に
付
け
加
え
て
重
ね
た
り
又
は
切
っ
て
重
ね
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
或
は
　

あ
ら
か
じ
予　
め
等
し

い
と
云
う
こ
と
を
知
っ
て
居
る
第
三
と
第
四
と
を
眼
前
に
あ
る
そ
れ
ぞ
れ
に
付
け
加
え
て
重
ね
る
或
は
切
っ
て
重
ね
る

と
云
う
様
な
こ
と
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
　と兎　
も
　か

く角　
も
重
ね
る
と
云
う
方
法
に
依
ら
な
け
れ
ば
等
し
い
か
等
し
く
な
い
か
は
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分
り
ま
せ
ぬ
。

そ
れ
か
ら
存
在
に
関
す
る
定
理
は
主
と
し
て
重
置
法
と
帰
謬
法
に
よ
り
て
証
明
す
る
。
そ
れ
か
ら
選
出
に
関
す
る
定

理
の
証
明
法
は
全
く
是
れ
は
何
と
も
云
う
こ
と
は
出
来
ま
せ
ぬ
。
包
含
の
定
理
の
時
分
に
つ
か
っ
た
の
を
用
う
る
こ
と

も
あ
る
し
重
置
法
を
用
う
る
こ
と
も
あ
る
し
、
い
ろ
い
ろ
併
用
し
て
居
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
定
理
の
中
で
極
大
極
小
に
関
す
る
定
理
と
云
う
の
が
あ
る
。
　も若　
し
其
の
極
大
極
小
の
図
形
が
与
え
ら
れ
て

極
大
極
小
に
関
す

る
定
理

な
く
探
が
す
の
で
あ
る
と
其
の
　ま

ま儘　
で
は
定
理
の
形
で
な
い
け
れ
ど
も
、
終
結
を
添
え
さ
え
す
れ
ば
　い何　
　つ時　
で
も
定
理
の
形

に
な
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
　た

だ唯　
そ
れ
を
吾
々
の
練
習
の
問
題
と
す
る
な
ら
ば
終
結
を
　か

く匿　
し
て
置
い
た
方
が
　よ

ろ宜　
し

い
と
云
う
の
で
　か

く匿　
し
て
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
軌
跡
に
関
す
る
問
題
も
　や矢　
　は張　
り
其
の
通
り
で
、何
々
の
軌
跡
を
求
め
よ
と
云
う
風
に
し
て
　か

く匿　
し
て
あ
る
。
け

軌
跡
に
関
す
る
定

理

れ
ど
も
終
結
を
添
え
さ
え
す
れ
ば
　や矢　
　は張　
り
定
理
の
形
に
な
る
。
軌
跡
に
関
す
る
定
理
は
通
例
云
う
所
の
定
理
が
二
つ
以

上
含
ま
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
軌
跡
に
関
し
て
の
み
で
は
な
い
。
軌
跡
に
関
し
て
居
ら
ぬ
定
理
に
も
一
つ

の
よ
う
な
形
に
述
べ
て
あ
り
な
が
ら
、
実
は
分
解
し
て
見
る
と
二
つ
以
上
の
定
理
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
あ
る
。
軌
跡

に
関
す
る
定
理
は
必
ず
二
つ
以
上
の
定
理
が
含
ま
れ
て
居
る
。
軌
跡
の
普
通
の
定
義
に
依
る
と
、
或
條
件
に
適
す
る
点

軌
跡
な
り
と
断
定

す
る
に
当
り
て
心

得
べ
き
極
め
て
重

要
な
る
注
意

は
或
図
形
の
上
に
あ
り
、
其
の
図
形
の
上
に
あ
る
点
は
其
の
條
件
に
適
す
る
と
云
う
。
そ
れ
故
二
通
り
の
証
明
を
要
す

る
の
で
あ
る
。
二
つ
以
上
と
云
っ
た
の
は
次
の
意
味
に
於
て
云
う
の
で
あ
る
。
其
の
第
二
の
部
分
、
点
が
或
図
形
の
上

に
あ
る
な
ら
ば
、
其
の
点
は
或
條
件
を
満
足
す
る
と
云
う
。
其
の
條
件
が
沢
山
あ
る
、
二
つ
以
上
あ
る
と
云
う
と
　こ斯　
う

な
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
少
し
説
明
を
　く

わ委　
し
く
し
ま
し
よ
う
。
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A
が
B
な
れ
ば

C
が
D
な
れ
ば

E
が
F
な
れ
ば 

G
な
る
点
は
H
な
る
図
形
の
上
に
あ
り

是
れ
が
最
初
の
部
分
で
す
。
是
れ
は
一
団
と
な
っ
て
居
て
砕
く
こ
と
は
出
来
な
い
。
け
れ
ど
も
其
の
第
二
の
部
分
を
証

明
し
よ
う
と
云
う
時
分
に
は
、

G
な
る
点
が
H
な
る
図
形
の
上
に
あ
ら
ば 

A
は
B
な
り

C
は
D
な
り

E
は
F
な
り

　こ斯　
う
云
う
こ
と
は
ど
う
し
て
も
証
明
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

條
件
が
一
つ
例
え
ば
「
A
が
B
な
れ
ば
」
の
み
な
れ
ば
そ
れ
は
直
ぐ
や
っ
て
も
　よ

ろ宜　
し
い
。
例
え
ば
G
な
る
点
が
H

な
る
図
形
の
上
に
あ
れ
ば
A
は
B
な
り
と
証
明
す
れ
ば
　よ

ろ宜　
し
い
。
け
れ
ど
も
、
條
件
が
沢
山
と
な
れ
ば
そ
う
は
な
ら
ぬ
。

そ
の
第
二
の
部
分
を
取
扱
う
と
き
に
は
必
ず
前
に
仮
説
で
あ
っ
た
数
多
の
條
件
の
中
の
一
つ
を
採
っ
て
そ
れ
を
終
結
と

し
他
を
　や

は
り

矢
張　
仮
説
の
ま
ま
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
う
す
る
と
條
件
の
数
に
応
じ
て
幾
つ
も
沢
山
の
逆
の
場
合
が
出
来
る
。

例
え
ば
、

点
G
が
図
形
H
の
上
に
あ
れ
ば

A
が
B
な
れ
ば

C
が
D
な
れ
ば



E
は
F
な
り
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点
G
が
図
形
H
の
上
に
あ
れ
ば

A
が
B
な
れ
ば

E
が
F
な
れ
ば



C
は
D
な
り

点
G
が
図
形
H
の
上
に
あ
れ
ば

C
が
D
な
れ
ば

E
が
F
な
れ
ば



A
は
B
な
り

此
の
三
つ
を
一
々
証
明
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
（
委
細
は
拙
著
数
学
叢
書
第
四
編
軌
跡
問
題
第
十
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
）。

元
来
軌
跡
の
定
義
は
一
つ
の
條
件
を
与
え
ら
れ
て
居
る
が
　ご

と如　
く
に
述
べ
ら
れ
て
居
る
の
で
す
。
　こ斯　
う
云
う
二
つ
以
上

の
條
件
を
述
べ
る
場
合
に
当
っ
て
は
極
め
て
曖
昧
で
あ
る
の
で
す
。
　し

か併　
し
そ
の
曖
昧
の
定
義
を
そ
う
云
う
様
な
二
つ
以

上
の
條
件
の
場
合
に
も
適
用
し
よ
う
と
思
う
と
云
う
と
、
此
等
の
　す

べ凡　
て
の
場
合
を
取
扱
う
の
で
あ
る
と
し
た
の
が
一
般

に
正
当
で
あ
る
と
思
う
。
　し

か併　
し
な
が
ら
、
定
義
の
中
に
そ
う
云
う
曖
昧
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
と
し
て
　い

ず何　
れ
か

一
つ
の
逆
の
場
合
を
取
扱
っ
た
ら
　よ

ろ宜　
し
い
と
、
　こ斯　
う
云
う
風
に
述
べ
て
あ
っ
た
ら
ば
そ
れ
は
無
論
事
が
簡
単
と
な
り
て

郡
合
が
よ
い
。
　し

か併　
し
な
が
ら
又
　も若　
し
そ
う
云
う
こ
と
を
や
っ
て
置
く
と
　い

ず何　
れ
の
逆
を
　え

ら択　
ぶ
べ
き
か
と
云
う
こ
と
が
実
際

上
問
題
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
時
と
し
て
は
次
の
様
な
説
を
述
ぶ
る
人
が
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
逆
の
場
合
に
於
て
　い

ず何　
れ
か

一
つ
や
っ
て
置
い
た
な
ら
ば
即
ち
定
義
の
通
り
に
し
た
こ
と
に
な
る
と
云
う
の
で
す
。
例
え
ば

点
G
が
図
形
H
の
上
に
あ
れ
ば

A
が
B
な
れ
ば

C
が
D
な
れ
ば



E
は
F
な
り

を
証
明
す
れ
ば

―― 69 ――



点
G
が
図
形
H
の
上
に
あ
れ
ば 

A
は
B
な
り

C
は
D
な
り

E
は
F
な
り

を
証
明
せ
し
こ
と
に
な
る
と
云
う
の
で
す
、
し
か
し
そ
れ
で
は
点
G
が
図
形
H
の
上
に
あ
っ
て
も
必
ず
A
が
B
な
り
と
、

C
が
D
な
り
と
が
証
明
せ
ら
れ
て
居
な
い
、
図
形
H
の
上
の
点
で
A
が
B
な
り
と
、
C
が
D
な
り
と
の
條
件
を
満
足
せ

ざ
る
も
の
が
あ
っ
た
ら
ば
何
と
も
致
し
方
が
な
い
。
そ
ん
な
点
は
あ
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
、
此
論
者
の
説
は
立
た
ぬ

と
思
う
。
　し

こ
う而　し

て
実
際
の
場
合
に
は
此
の
條
件
の
数
が
二
つ
な
る
か
三
つ
な
る
か
等
を
判
断
す
る
の
に
困
難
な
る
こ
と

が
随
分
あ
る
。
そ
れ
が
為
め
誤
に
陥
い
る
こ
と
も
あ
る
。
よ
く
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

次
は
作
図
問
題
に
付
て
言
い
ま
す
。
或
図
形
を
作
れ
よ
と
云
う
問
題
が
あ
る
。
是
れ
は
無
論
定
理
で
な
い
。
　い

わ
ゆ
る

所
謂　
作

作
図
題

図
の
　き規　
　く矩　
或
は
作
図
の
手
段
と
云
わ
れ
て
居
る
、
吾
々
に
許
容
さ
れ
た
三
つ
の
方
法
に
依
っ
て
や
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

此
の
三
つ
の
方
法
は
前
に
言
う
た
通
り
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
が
プ
ラ
ト
ー
の
意
を
承
け
継
い
で
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
方
法

が
此
の
　ご

と如　
く
制
限
せ
ら
れ
て
居
る
上
に
之
を
用
い
る
回
数
が
有
限
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
書
表
わ
し
て
は
な
い

け
れ
ど
も
有
限
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
無
限
の
回
数
之
を
施
し
て
も
　よ

ろ
し宜　い
と
云
う
こ
と
は
、口
で
言
う
べ
く
し
て
実
際
に

行
う
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
。
其
の
制
限
の
為
め
に
作
図
問
題
が
可
能
と
不
可
能
の
場
合
に
別
れ
る
の
で
あ
る
。
だ

作
図
題
の
能
不
能

か
ら
こ
の
初
等
幾
何
学
の
範
囲
を
脱
し
て
は
不
能
問
題
も
可
能
問
題
と
な
る
（
拙
著
数
学
叢
書
第
二
編
初
等
幾
何
学
作

図
不
能
問
題
参
照
）。

作
図
問
題
を
解
く
に
当
っ
て
は
四
つ
の
部
分
を
作
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
云
う
こ
と
は
常
に
知
ら
れ
て
居
る
こ
と
で

あ
る
。

⑴
　
解
　
析
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⑵
　
作
　
図

⑶
　
証
　
明

⑷
　
吟
　
味

　こ斯　
う
云
う
部
分
を
作
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
通
例
云
わ
れ
て
居
る
。

解
析
に
於
て
は
、
求
め
ら
れ
た
る
図
形
が
成
立
つ
と
き
に
存
在
す
る
所
の
一
つ
の
條
件
を
見
出
だ
す
の
で
あ
る
。
解

解
析
作
図
証
明
吟

味

析
は
作
図
の
方
法
を
案
出
す
る
の
に
必
要
な
ば
か
り
で
は
な
い
。
　む

し寧　
ろ
之
を
案
出
す
る
に
用
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
れ

ば
、
必
ず
し
も
作
図
題
の
解
答
の
中
に
入
れ
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
り
ま
せ
ぬ
。
案
出
す
る
だ
け
な
ら
ば
、
ど
う
し
て

や
っ
て
も
構
わ
ぬ
の
で
す
。
発
明
を
す
る
人
が
、
発
明
す
る
に
至
っ
た
来
歴
と
か
動
機
と
か
を
す
っ
か
り
云
う
に
は
及

ば
ぬ
、
其
の
方
法
を
夢
に
見
た
の
で
も
よ
い
。
出
来
上
が
っ
た
処
だ
け
云
っ
た
と
て
其
れ
で
沢
山
な
も
の
で
あ
る
。
　し

か併　

し
解
析
は
其
れ
よ
り
か
重
大
な
任
務
を
も
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
解
析
に
於
て
求
め
ら
れ
た
所
の
條
件
に
従
え

ば
、
求
め
ら
れ
た
図
形
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
皆
出
来
る
。
そ
の
條
件
に
従
っ
て
や
り
さ
え
す
れ
ば
有
ら
ゆ
る
図
形
が
出

来
る
と
云
う
こ
と
を
断
定
す
る
の
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
之
を
略
し
て
は
な
ら
な
い
。
作
図
は
　た

だ唯　
作
図
の
方

法
を
述
べ
る
に
止
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
解
析
に
於
て
求
め
ら
れ
た
所
の
條
件
に
従
っ
て
作
っ
た
図
形
が
果
し
て

与
え
ら
れ
た
る
條
件
に
適
し
て
居
る
か
ど
う
か
と
云
う
こ
と
を
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
之
れ
が
　い

わ
ゆ
る

所
謂　
証
明
の
部
分
で

あ
る
。
吟
味
に
於
て
は
能
不
能
の
場
合
を
別
ち
、
作
図
の
方
法
が
ど
う
云
う
條
件
の
下
に
於
て
は
能
で
あ
る
、
ど
う
云

う
條
件
の
下
に
於
て
は
不
能
で
あ
る
、
と
　ま先　
ず
能
不
能
の
場
合
を
別
け
る
。
又
作
図
可
能
の
場
合
に
於
て
作
り
上
げ
ら

れ
た
る
図
形
が
一
つ
で
あ
る
か
、
二
つ
で
あ
る
か
、
又
有
限
で
あ
る
か
或
は
無
限
に
多
い
か
を
し
ら
べ
る
。
此
の
吟
味

の
部
分
は
其
の
範
囲
が
甚
だ
曖
昧
で
あ
り
ま
す
。
今
言
う
た
　だ丈　
け
な
ら
ば
極
ま
っ
て
居
り
ま
す
様
で
す
が
、
其
外
に
　な

お尚　

特
段
な
る
場
合
に
は
、
　い如　
　か何　
な
る
特
段
な
方
法
で
作
っ
た
ら
　よ

ろ
し宜　い
か
と
云
う
こ
と
迄
も
吟
味
の
中
で
述
べ
て
置
く
こ
と
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が
あ
り
ま
す
。
其
の
辺
か
ら
言
う
と
吟
味
の
範
囲
は
　す

こ
ぶ頗　る
曖
昧
で
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
数
学
教
育
の
上
に
於
て
は
此
の
四
つ
の
部
分
を
作
図
の
解
答
に
常
に
備
え
さ
し
て
お
く
こ
と
が
な
い
の
み
な

教
育
上
作
図
題
を

　い如　
　か何　
に
教
授
す
べ

き
か

ら
ず
、
そ
れ
は
出
来
な
い
こ
と
で
あ
る
。
特
に
吟
味
な
ど
に
至
っ
て
は
、
外
観
の
上
に
於
て
は
簡
単
な
問
題
で
あ
っ
て

も
、
非
常
に
困
難
で
あ
っ
て
吾
々
で
さ
え
も
出
来
な
い
と
云
う
場
合
が
沢
山
あ
る
。
そ
れ
を
中
等
学
校
の
学
生
に
向
っ

て
望
む
と
云
う
こ
と
は
無
理
で
あ
る
。
或
る
時
に
は
理
論
に
少
し
も
抜
け
目
が
な
い
様
に
色
々
の
こ
と
を
教
え
て
置
き
、

言
っ
て
置
き
ま
す
が
、
　い何　
　つ時　
で
も
そ
れ
を
厳
格
に
守
っ
て
居
る
と
云
う
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
が
甚
だ
多
い
。
吟
味
の

方
は
非
常
に
困
難
な
こ
と
が
多
い
か
ら
や
っ
た
り
や
ら
な
か
っ
た
り
、
好
い
加
減
に
し
て
置
く
。
解
析
の
部
分
も
略
し

て
居
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
解
析
は
し
な
い
で
い
き
な
り
図
形
の
方
法
が
得
ら
れ
た
　ご

と如　
く
に
解
答
の
部
分
と
し
て
第
一

に
作
図
を
や
っ
て
居
る
。
そ
れ
は
課
せ
ら
れ
た
問
題
が
簡
単
で
あ
る
か
ら
そ
れ
で
も
よ
ろ
し
い
。
作
図
と
証
明
に
至
っ

て
は
、
是
れ
は
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
略
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
作
図
題
に
　つ

い就　
て
は
其
の
解
答
に
時
と
し
て
此
の

四
つ
の
部
分
が
あ
る
と
云
う
こ
と
を
教
え
る
は
　よ

ろ宜　
し
い
が
、
　し

か併　
し
な
が
ら
そ
れ
を
常
に
守
ら
せ
る
と
云
う
こ
と
は
出
来

な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
生
徒
と
云
う
も
の
は
具
合
好
く
時
々
前
に
言
う
た
こ
と
を
忘
れ
て
呉
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
で
教
師
は
誠
に
都
合
が
好
い
。

是
れ
で
止
め
て
置
き
ま
す
。(

完)
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附
　
　
録

第
一
、
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
に
つ
い
て

数
学
は
大
体
二
つ
に
分
れ
る
。
数
の
方
面
と
空
間
の
方
面
と
な
り
。
フ
ラ
ン
ス
の
人
ポ
ア
ン
カ
レ
ー
氏H

.
P
oin

carè

（
一
八
五
四
―
）
は
数
学
の
基
礎
に
つ
い
て
次
の
ご
と
く
い
え
り
。

旧
来
、
吾
人
は
整
数
、
分
数
、
連
続
量
、
空
間
、
点
、
線
、
面
、
な
ど
の
非
常
に
多
数
の
概
念
を
原
始
的
な
る
も
の
、

分
解
し
難
き
も
の
、
直
観
的
の
も
の
と
考
え
、
こ
れ
ら
を
数
学
の
基
礎
と
し
た
り
き
。
し
か
る
に
今
日
は
た
だ
一
つ

の
整
数
の
概
念
の
み
を
存
し
、
他
の
諸
概
念
は
み
な
こ
の
聯
合
よ
り
生
ぜ
る
も
の
と
な
す
。
か
く
の
ご
と
く
に
し
て

初
て
、
吾
人
は
完
全
な
る
厳
正
に
到
達
し
得
た
り
。

誠
に
か
く
の
ご
と
く
に
し
て
、
点
、
線
、
分
数
な
ど
は
　も

ち
ろ
ん

勿
論　
時
間
も
空
間
も
整
数
に
帰
す
る
を
う
る
も
の
な
れ
ば
実
は

数
と
空
間
と
の
差
は
な
き
な
り
。
こ
の
考
は
氏
に
さ
き
だ
ち
て
ワ
イ
ヤ
ー
ス
ト
ラ
ス
氏W

eierstru
ss

の
常
に
保
持
せ
る

所
に
し
て
、
後
に
ク
ラ
イ
ン
氏K

lein
「
数
学
の
整
数
論
化
」
と
こ
れ
を
名
づ
け
た
り
。
し
か
れ
ど
も
今
空
間
に
つ
い
て

の
み
専
ら
述
ぶ
る
こ
と
と
す
べ
し
。
厳
密
な
る
計
算
証
明
に
い
た
り
て
は
こ
こ
に
は
な
す
を
え
ず
。

元
来
幾
何
学
は
空
間
に
お
け
る
図
形
の
性
質
を
論
ず
る
者
な
り
。
そ
の
幾
何
学
は
今
よ
り
二
千
何
百
年
と
い
う
前
に

か
の
有
名
な
る
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
氏E

u
clid

に
よ
り
て
組
織
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
り
。
さ
れ
ど
氏
は
そ
の
「
幾
何
学
原
本
」

中
に
あ
る
　す

べ総　
て
の
証
明
の
発
見
者
に
あ
ら
ず
。
氏
以
前
に
出
来
居
た
る
も
の
と
氏
自
身
の
も
の
と
を
合
せ
て
、
そ
れ
ら

を
順
序
的
に
排
列
せ
る
所
に
大
な
る
価
値
あ
り
。
そ
の
幾
何
学
の
基
礎
と
な
れ
る
も
の
は
、

⑴
　
定
義
。O

roi
(D

efi
n
ition

s)
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⑵
　
公
準
。A

ith
em

a
(P

ostu
lates)

⑶
　
普
通
概
念
。K

oin
ai

E
n
n
oiai

(C
om

m
on

n
otion

s)

の
三
者
な
り
。
定
義
に
つ
い
て
は
古
来
大
な
る
異
議
起
ら
ざ
り
し
か
ば
、
こ
の
原
本
の
版
を
異
に
す
る
も
そ
の
形
大
同

小
異
な
り
。
し
か
る
に
公
準
と
普
通
概
念
と
の
名
称
、
区
別
お
よ
び
こ
れ
ら
の
中
に
羅
列
せ
ら
れ
た
る
事
項
は
時
と
共

に
変
化
し
て
、
遂
に
い
わ
ゆ
る
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ト
幾
何
学N

on
-E
u
clid

ean
G
eom

etry

と
い
う
が
起
る
に
至
り
た
る
も
、

こ
の
う
ち
の
一
事
項
の
研
究
が
基
と
な
れ
る
な
り
。

仏
人
ペ
イ
ラ
ー
ル
氏P

ey
rard

が
一
八
一
四
年
に
著
し
た
る
「
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
著
作
集
」L

es
O
eu
v
res

d
’E
u
clid

e,
en

G
rec,

en
L
atin

et
en

F
ran

çois

が
最
も
古
き
有
様
の
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
原
本
の
信
憑
す
べ
き
も
の
と
せ
ら
れ
お
る
も

の
な
る
が
、
こ
れ
に
従
え
ば
六
つ
の
公
準
と
九
つ
の
普
通
概
念
と
あ
り
。
現
時
行
わ
れ
お
る
中
等
教
育
の
教
科
書
、
た

と
え
ば
菊
池
氏
「
平
面
幾
何
学
」
な
ど
に
て
は
、
普
通
公
理C

om
m
on

A
x
iom

s

幾
何
学
的
公
理G

eom
etrical

A
x
iom

s

お
よ
び
作
図
の
規
矩M
ean

s
of

C
on

stru
ction

の
名
の
下
に
排
列
せ
ら
れ
た
り
。
　も

っ
と尤　も
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
第
四
公
準
「
　す

べ総　

て
の
直
角
は
相
等
し
」
と
い
う
が
ご
と
き
は
他
の
公
理
に
よ
り
て
証
明
す
る
を
う
る
が
ゆ
え
に
最
早
、
公
準
と
せ
ら
れ

お
ら
ず
。
い
わ
ゆ
る
公
準
（
要
求
仮
定
）
と
は
幾
何
学
構
成
上
に
お
い
て
必
要
な
る
事
項
に
し
て
、
証
明
な
し
に
そ
の

真
な
る
こ
と
を
承
認
せ
む
こ
と
を
願
う
所
の
著
者
の
所
望
を
い
い
、
普
通
概
念
と
は
た
と
え
ば
「
同
一
の
量
に
等
し
き

二
つ
の
量
は
相
等
し
」
と
か
「
等
量
と
等
量
と
の
和
ま
た
は
差
は
相
等
し
」
と
い
う
が
ご
と
き
、
　す

べ総　
て
の
量
に
通
じ
て

な
に
人
も
疑
を
容
る
べ
か
ら
ざ
る
普
通
の
概
念
を
い
う
。
後
者
は
普
通
に
い
う
所
の
普
通
公
理
に
し
て
、
前
者
は
今
い

う
所
の
幾
何
学
的
公
理
と
作
図
の
規
矩
と
を
合
せ
た
る
も
の
な
り
。
今
ペ
イ
ラ
ー
ル
氏
に
従
っ
て
そ
の
六
つ
の
公
準
を

書
け
ば
次
の
ご
と
し
。

⑴
　
二
点
の
間
に
直
線
を
引
く
こ
と
を
得
。
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⑵
　
有
限
直
線
を
延
長
す
る
こ
と
を
得
。

⑶
　
任
意
の
点
を
中
心
と
し
、
任
意
の
半
径
を
以
て
円
を
画
く
こ
と
を
得
。

⑷
　
　す

べ総　
て
の
直
角
は
相
等
し
。

⑸
　
も
し
一
つ
の
直
線
が
二
つ
の
直
線
に
出
会
い
そ
の
同
じ
側
に
あ
る
二
つ
の
内
角
の
和
が
二
直
角
よ
り
小
な
れ

ば
、
こ
れ
ら
二
つ
の
直
線
は
之
れ
を
絶
え
ず
延
長
せ
ば
、
　つ

い終　
に
和
が
二
直
角
よ
り
小
な
る
二
角
が
あ
る
側
に
お

い
て
出
会
う
べ
し
。（
こ
れ
が
問
題
と
な
れ
る
も
の
）。

⑹
　
二
直
線
は
場
所
を
囲
む
こ
と
　あ

た能　
わ
ず
。

始
の
三
つ
が
作
図
の
規
矩
と
な
り
、
終
の
二
つ
が
幾
何
学
的
公
理
と
な
れ
り
。
い
つ
の
頃
よ
り
公
理ax

iom

と
い
う
詞

が
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
中
に
入
り
来
り
し
や
分
明
な
ら
ず
と
い
え
ど
も
、
こ
の
詞
が
用
い
ら
る
る
よ
う
に
な
り
て
よ
り
、
公

理
を
自
明
の
真
理
な
り
と
思
う
も
の
多
く
な
れ
り
。
し
か
れ
ど
も
公
理
は
仮
定
に
過
ぎ
ず
し
て
公
準
と
い
う
詞
が
遥
に

優
れ
る
所
よ
り
、
極
め
て
近
き
頃
に
表
れ
来
る
論
文
著
書
に
は
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
多
し
。
　も

ち
ろ
ん

勿
論　
論
理
学
に
い
う
所
の

公
理
と
は
大
差
あ
り
。

哲
学
雑
誌
の
第
二
四
二
号
に
お
い
て
元
良
氏
が「
第
十
二
番
の
確
言
」（
確
言
な
る
詞
は
通
例
用
い
ず
）す
な
わ
ち
ペ
イ

ラ
ー
ル
氏
の
第
五
の
公
準
が
他
と
余
程
異
な
る
様
子
の
あ
る
所
よ
り
多
く
の
学
者
に
注
意
せ
ら
れ
た
り
。
ユ
ー
ク
リ
ッ

ド
氏
が
「
三
角
形
の
二
辺
の
和
は
第
三
辺
よ
り
大
な
り
」
と
い
う
定
理
を
証
明
せ
る
を
エ
ピ
ク
ー
ロ
ス
氏E

p
icu

ru
s

（
紀

元
前
、
三
三
七
か
三
四
一
―
二
四
〇
）
は
「
驢
馬
で
も
わ
か
る
」M

an
ifest

oven
to

asses

と
い
っ
て
罵
れ
る
ほ
ど
な
り

き
。
し
か
る
に
こ
の
第
五
の
公
準
は
こ
の
定
理
よ
り
も
複
雑
な
る
形
を
有
す
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
証
明
な
き
は
奇
な
り

と
の
考
を
起
す
も
の
あ
る
に
至
り
た
り
。
こ
の
第
五
の
公
準
は
通
例
、
平
行
線
公
準
と
称
す
る
も
の
な
る
が
、
そ
の
二
つ

の
徐
々
に
接
近
す
る
直
線
の
相
交
る
や
否
や
は
観
察
の
範
囲
あ
る
い
は
作
図
の
範
囲
を
超
越
せ
る
も
の
な
り
。
始
め
て
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こ
の
平
行
線
公
準
を
他
の
仮
定
に
拠
り
て
証
明
せ
ん
と
企
て
た
る
は
ト
レ
ミ
ー
氏P

tolem
y

（
紀
元
前
一
六
八
年
死
）
な

り
。
し
か
し
要
用
な
る
研
究
と
し
て
認
め
ら
る
る
は
イ
タ
リ
ア
の
サ
ッ
ケ
リ
ー
氏S

acch
eri

が
今
よ
り
約
百
七
十
年
前

す
な
わ
ち
一
七
三
三
年
そ
の
死
す
る
ま
え
に
出
版
し
た
る
も
の
な
る
が
当
時
は
だ
れ
も
注
意
す
る
も
の
な
か
り
き
。
一

八
八
九
年
に
同
じ
く
イ
タ
リ
ア
の
人
ベ
ル
ト
ラ
ミ
ー
氏B
eltram

i

（
紀
元
、
一
八
三
五
―
一
九
〇
〇
）
が
こ
れ
に
関
す
る

小
引
を
世
に
公
に
す
る
に
至
り
て
、
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
が
既
に
こ
の
頃
起
り
つ
つ
あ
り
し
こ
と
を
知
ら
る
る
に

至
れ
り
。
し
か
れ
ど
も
サ
ッ
ケ
リ
ー
氏
の
意
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
を
金
科
玉
條
と
し
て
崇
む
る
に
あ
り
た
れ
ば
、
そ
の
結

果
は
十
分
な
ら
ざ
り
き
。
カ
ン
ト
氏
が
「
無
雙
の
人
」
と
頌
め
た
る
べ
ル
リ
ン
の
数
学
者
ラ
ム
バ
ー
ト
氏L

am
b
ert

（
一

七
二
八
―
一
七
七
七
）
は
サ
ッ
ケ
リ
ー
氏
の
ご
と
く
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
崇
拝
に
陥
ら
ず
し
て
こ
れ
に
貢
献
す
る
所
あ
り
た

れ
ど
も
、
　や

は
り

矢
張　
十
分
な
ら
ざ
り
き
。
こ
の
後
ド
イ
ツ
の
ガ
ウ
ス
氏G

au
ss

（
一
七
七
七
―
一
八
五
五
）
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス

の
ル
ジ
ャ
ン
ド
ルL

egen
d
re

（
一
七
五
二
―
一
八
三
三
）
も
亦
こ
の
方
面
に
勉
め
た
り
。
元
良
氏
は
ガ
ウ
ス
の
著
述
を

大
に
む
ず
か
し
き
よ
う
に
い
わ
れ
た
れ
ど
も
発
表
せ
ら
れ
た
る
も
の
は
そ
れ
程
の
も
の
に
あ
ら
ず
。
か
の
シ
ワ
イ
カ
ル

ト
氏S

ch
w
eikart

も
亦
こ
こ
に
そ
の
名
を
列
せ
ら
る
べ
き
権
利
あ
り
。

遂
に
ロ
シ
ア
の
人
ロ
バ
チ
ェ
ヴ
ス
キ
ー
氏L

ob
ach

ew
sk
y

（
一
七
九
三
―
一
八
五
六
）
に
至
り
て
完
全
な
る
非
ユ
ー
ク

リ
ッ
ド
幾
何
学
出
来
あ
が
れ
り
。「
完
全
な
る
平
行
論
を
有
す
る
新
幾
何
学
初
歩
」N

ew
E
lem

en
ts

of
G
eom

etry
w
ith

a
C
om

p
lete

T
h
eory

of
P
arallels

（H
alstat

英
訳
）
は
す
な
わ
ち
こ
の
書
な
り
。
氏
は
か
の
平
行
線
公
準
を
次
の
ご
と

く
置
換
せ
り
、
一
つ
の
平
面
内
に
お
け
る
一
点
よ
り
出
行
く
　す

べ総　
て
の
直
線
は
そ
の
平
面
内
に
あ
る
一
つ
の
与
え
ら
れ
た

る
線
に
関
し
て
二
種
類
に
分
た
る
、
す
な
わ
ち
相
交
線
と
不
相
交
線
と
こ
れ
な
り
。
も
し
吾
人
が
い
ず
れ
か
一
方
の
種

類
に
属
す
る
直
線
を
取
り
こ
れ
を
回
転
し
て
他
の
種
類
の
方
に
動
か
す
と
き
は
、
吾
人
は
　つ

い終　
に
こ
の
二
種
類
の
間
の
境

界
位
置
に
あ
る
一
直
線
に
到
達
す
べ
し
。
こ
の
直
線
は
　も

ち
ろ
ん

勿
論　
、
唯
一
に
し
て
、
し
か
も
そ
の
与
え
ら
れ
た
る
直
線
に
平
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行
な
る
も
の
と
云
い
ぬ
。

A

B CD

E
G
H

F

H'

E'

D'

第十六図　

上
の
図
に
於
て
A
を
一
平
面
中
の
一
点
と
し
、
BC
を
同
一
平
面
中
の
一
直
線
と

す
。
AD
を
BC
の
垂
線
と
し
、
AE
を
AD
の
垂
線
と
す
。
AE
が
延
長
せ
ら
れ
た
る
と
き

DC
と
出
会
わ
ざ
る
所
の
唯
一
の
直
線
な
り
や
否
や
が
不
確
実
な
る
を
以
て
、
AE
の
外

に
AG
の
ご
と
き
も
の
あ
り
て
、
い
か
に
延
長
す
る
も
DC
に
出
会
う
こ
と
な
し
と
す
。

A
を
過
ぐ
る
一
つ
の
直
線
を
引
き
、
初
は
AG
の
ご
と
く
DC
と
出
会
わ
ざ
る
も
の
と

し
、
こ
れ
を
回
転
し
て
AD
の
方
に
近
か
し
む
れ
ば
、
い
つ
か
は
DC
と
出
会
う
所
の

直
線
AF
の
ご
と
き
も
の
と
な
る
べ
し
。
か
く
し
て
不
相
交
線
の
範
囲
中
、
相
交
線

に
最
も
近
き
も
の
、
す
な
わ
ち
そ
の
境
界
線
を
点
A
を
通
り
、
線
DC
に
平
行
な
り
と

い
う
な
り
。
こ
れ
は
AD
の
右
側
に
つ
い
て
云
い
た
る
こ
と
な
る
が
、
AD
の
左
側
に

つ
い
て
も
亦
点
A
を
過
り
、
線
DB
に
平
行
な
る
一
つ
の
線
を
生
ず
。
角

HAD
を
平
行

線
HA
の
平
行
角
な
り
と
い
う
。
垂
線
AD
の
函
数
に
し
て
、
AD
が
零
に
等
し
き
と
き
は
角

HAD
は
直
角
に
し
て
AD
が
無
限
に

増
す
と
き
は
、
角

HAD
は
無
限
に
減
ず
。
AD
の
値
の
い
か
ん
に
　か

か拘　
わ
ら
ず
、
角

HAD
が
直
角
な
り
と
仮
定
す
れ
ば
、
ユ
ー
ク

リ
ッ
ド
幾
何
学
を
生
じ
、
角

HAD
が
直
角
よ
り
小
な
り
と
仮
定
す
れ
ば
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
を
生
ず
。
　も

ち
ろ
ん

勿
論　
角

HAD
が

直
角
よ
り
大
な
り
と
仮
定
す
る
必
要
は
な
し
。
ロ
バ
チ
ェ
ヴ
ス
キ
ー
氏
は
角

HAD
が
直
角
よ
り
小
な
り
と
の
仮
定
の
下
に

自
分
の
幾
何
学
を
建
設
し
て
種
々
の
定
理
を
証
明
せ
り
。
中
に
は
人
を
驚
か
す
が
ご
と
き
も
の
を
え
た
り
。
た
と
え
ば

⑴
　
一
つ
の
直
線
は
そ
の
上
の
あ
ら
ゆ
る
点
に
お
い
て
他
の
直
線
と
の
平
行
性
を
維
持
す
。

⑵
　
二
線
は
互
に
相
平
行
す
。
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⑶
　
一
つ
の
直
線
三
角
形
の
内
角
の
和
は
二
直
角
よ
り
小
な
り
。

⑷
　
平
行
線
は
互
に
相
接
近
す
。（
そ
の
距
離
が
　つ

い終　
に
零
と
な
る
こ
と
は
予
が
昨
年
証
明
し
た
る
処
な
り
。）

⑸
　
も
し
任
意
の
三
角
形
の
三
角
の
和
が
二
直
角
に
等
し
き
と
き
は
、
　す

べ総　
て
の
三
角
形
に
お
い
て
も
亦
　し

か然　
り
。

⑹
　
一
つ
の
直
線
よ
り
等
し
き
距
離
に
あ
る
点
の
軌
跡
は
一
つ
の
曲
線
な
り
。

⑶
の
内
角
の
和
が
　ち

ょ
う
ど

丁
度　
二
直
角
に
等
し
き
場
合
が
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
に
し
て
、
小
な
る
場
合
が
氏
の
始
め
て
建
設

せ
る
幾
何
学
な
り
。
⑹
も
普
通
に
は
直
線
な
り
と
せ
ら
る
る
も
、
氏
の
幾
何
学
に
お
い
て
は
曲
線
と
な
る
。
氏
は
そ
の

幾
何
学
を
虚
数
幾
何
学Im

agin
ary

G
eom

etry

と
名
づ
け
た
り
。
こ
れ
そ
の
中
に
お
い
て
作
ら
れ
た
る
諸
種
の
公
式
が

虚
数
半
径r √

−
1

を
有
す
る
球
面
の
三
角
形
の
諸
公
式
と
一
致
す
れ
ば
な
り
。
か
く
し
て
ロ
バ
チ
ェ
ヴ
ス
キ
ー
氏
は
こ

の
時
ま
で
絶
対
的
真
理
と
し
て
崇
拝
せ
ら
れ
た
る
ユ
ー
ク
リ
ッ
ト
を
破
壊
し
、
新
奇
に
し
て
示
唆
的
な
る
諸
問
題
の
遠

景
を
提
供
し
つ
。

し
か
れ
ど
も
い
ま
だ
、
こ
の
発
見
の
認
識
論
的
意
義
に
つ
い
て
は
知
ら
ざ
り
き
。
ホ
ン
ガ
リ
ー
の
人
な
る
ヨ
ハ
ン
・
ボ

リ
ヤ
イ
氏J

oh
an

n
B
olyai

（
一
八
〇
二
―
一
八
六
〇
）
も
独
立
に
研
究
し
て
、
ロ
バ
チ
ェ
ヴ
ス
キ
ー
氏
と
同
様
の
結
果

を
え
た
り
。
英
の
ラ
ッ
セ
ル
氏R

u
ssel

や
独
の
ク
ラ
イ
ン
氏K

lein

ら
は
こ
の
両
人
は
共
に
そ
の
発
見
を
ガ
ウ
ス
氏
に

よ
り
て
鼓
吹
せ
ら
れ
た
る
な
ら
ん
と
い
え
ど
も
、
証
拠
不
十
分
な
り
、
ヨ
ハ
ン
・
ボ
リ
ヤ
イ
氏
の
論
文
は
僅
に
二
十
四
頁

よ
り
成
立
し
そ
の
父
の
ヲ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ボ
リ
ヤ
イ
氏W

olfgan
g
B
olyai

（
一
七
七
五
―
一
八
五
六
）
の
著
書
の
後
に

添
え
ら
れ
た
り
。
そ
の
考
は
一
八
二
三
年
頃
よ
り
あ
り
た
る
が
出
版
せ
ら
れ
た
る
は
一
八
三
一
年
な
り
。
そ
の
表
題
を

絶
対
空
間
学S

cien
ce

ab
solu

te
of

S
p
ace

（H
alstad

英
訳
）
と
い
う
。
ボ
リ
ヤ
イ
氏
が
え
た
る
諸
公
式
中
に
は
常
に
一

つ
の
定
数
k
が
入
こ
み
て
、
そ
の
幾
何
学
が
確
立
せ
ら
る
べ
き
空
間
に
応
じ
て
、
そ
の
値
は
一
定
せ
る
も
の
な
り
。
k

が
無
限
に
大
な
ら
ば
、
そ
の
諸
公
式
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
も
の
と
な
り
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
「
ユ
ー
ク
リ
ッ
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ド
氏
の
空
間
」
に
お
い
て
真
と
な
る
。
k
が
有
限
の
値
を
有
す
れ
ば
そ
の
諸
公
式
は
「
ロ
バ
チ
ェ
ヴ
ス
キ
ー
氏
の
空
間
」

に
お
い
て
真
と
な
る
。
k
の
値
が
虚
数
を
有
す
れ
ば
、
そ
の
諸
公
式
は
「
球
面
状
空
間
」
に
お
い
て
真
と
な
る
。
ロ
バ

チ
ェ
ヴ
ス
キ
ー
氏
よ
り
も
ボ
リ
ヤ
イ
氏
が
自
己
の
幾
何
学
建
設
を
重
大
視
せ
る
を
以
て
、
そ
の
研
究
の
範
囲
は
な
は
だ

広
し
。
円
の
面
積
を
表
わ
す
所
の
公
式
を
作
り
、
ま
た
一
つ
の
鋭
角
の
一
辺
中
の
一
点
を
通
過
し
、
こ
の
辺
に
は
垂
直

に
し
て
、
他
の
辺
に
は
平
行
な
る
直
線
を
引
く
所
の
方
法
を
解
し
て
、
大
に
い
わ
ゆ
る
平
行
角
の
概
念
を
確
め
、
な
お

ま
た
氏
の
新
空
間
に
お
い
て
　す

べ総　
て
の
辺
が
互
に
平
行
な
る
三
角
形
が
存
在
し
、
そ
の
三
内
角
の
和
は
零
と
な
る
こ
と
を

示
し
、
か
つ
そ
の
面
積
を
表
す
公
式
を
も
え
た
り
。
ボ
リ
ヤ
イ
氏
は
ロ
バ
チ
ェ
ヴ
ス
キ
ー
氏
の
ご
と
く
、
ユ
ー
ク
リ
ッ

ド
氏
の
体
系
が
自
己
の
一
層
概
括
的
な
る
体
系
の
特
殊
的
極
限
的
の
場
合
な
る
こ
と
を
示
し
、
は
な
は
だ
小
な
る
空
間

に
お
け
る
幾
何
学
が
常
に
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
氏
の
そ
れ
な
る
こ
と
を
示
し
、
ま
た
こ
れ
ら
の
種
々
な
る
空
間
中
い
ず
れ
が

真
な
る
か
を
決
定
す
る
先
天
的
理
由
の
存
在
せ
ざ
る
こ
と
を
も
示
し
観
察
な
る
も
の
は
た
だ
僅
に
近
似
的
解
答
を
与
う

る
に
過
ぎ
ざ
る
を
も
示
せ
り
。

公
準
す
な
わ
ち
根
本
仮
定
の
異
な
る
よ
り
生
ず
る
諸
種
の
幾
何
学
に
お
い
て
は
、
そ
の
う
ち
に
羅
列
せ
ら
れ
た
る
諸

種
の
定
理
の
系
統
が
た
と
え
全
然
矛
盾
せ
る
こ
と
あ
り
と
す
る
も
。
い
ず
れ
が
真
な
る
か
い
ず
れ
が
偽
な
る
か
を
判
定

す
る
の
途
な
し
。
み
な
そ
の
各
自
の
空
間
に
お
い
て
真
な
る
も
の
と
見
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
ロ
バ
チ
ェ
ヴ
ス
キ
ー
氏
と
ボ

リ
ヤ
イ
氏
と
の
目
的
は
自
己
ら
の
新
幾
何
学
と
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
と
の
真
偽
を
判
定
せ
ん
と
す
る
に
あ
ら
ず
。
そ

の
動
機
は
あ
く
ま
で
論
理
的
、
数
学
的
に
し
て
決
し
て
、
認
識
論
的
に
も
本
体
論
的
に
も
あ
ら
ず
。
か
の
平
行
線
公
準

を
、
非
認
す
る
こ
と
よ
り
起
る
結
果
が
矛
盾
的
な
る
か
非
矛
盾
的
な
る
か
と
い
う
こ
と
が
こ
れ
ら
両
人
の
主
た
る
問
題

な
り
き
。
こ
れ
を
非
認
す
る
も
こ
れ
よ
り
生
ず
る
定
理
は
無
数
に
多
く
、
氏
ら
お
よ
び
そ
の
後
継
者
ら
が
進
み
え
た
る

所
に
て
は
決
し
て
矛
盾
は
な
き
な
り
、
な
か
り
し
な
り
。
す
な
わ
ち
今
ま
で
の
所
に
て
は
平
行
線
公
準
と
他
の
仮
定
と
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は
論
理
上
独
立
の
も
の
と
せ
ら
る
。
以
上
は
実
に
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
第
一
時
期
と
い
う
べ
き
も
の
な
り
。

そ
の
後
、
リ
ー
マ
ン
氏R

iem
an

n

（
一
八
二
六
―
一
八
六
六
）
お
よ
び
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
氏H

elm
h
oltz

（
一
八
二
一

―
一
八
九
四
）
出
で
た
り
。
氏
ら
の
研
究
は
前
時
期
と
大
に
趣
を
異
に
し
、
　も

は
や

最
早　
攻
撃
の
目
的
が
平
行
線
公
準
の
み
に

は
あ
ら
ず
、
問
題
は
大
に
一
般
的
に
拡
張
せ
ら
れ
ぬ
。
ロ
バ
チ
ェ
ヴ
ス
キ
ー
氏
と
ボ
リ
ヤ
イ
氏
と
の
研
究
方
法
は
綜
合

的
、
直
観
的
な
り
し
も
、
リ
ー
マ
ン
氏
と
へ
ル
ム
ホ
ル
ツ
氏
と
の
方
法
は
解
析
的
、
代
数
的
な
り
き
。
リ
ー
マ
ン
氏
が

一
八
五
四
年
に
書
け
る
就
職
論
文
の
「
幾
何
学
の
根
柢
に
横
れ
る
仮
説
」D

ie
H
y
p
oth

esen
w
elch

e
d
er

G
eom

etrie
zu

G
ru
n
d
eliegen

は
有
名
な
る
も
の
に
て
そ
の
う
ち
に
次
の
ご
と
く
書
け
り
。

空
間
を
他
の
考
え
う
べ
き
三
重
に
拡
れ
る
大
き
さ
よ
り
区
別
す
る
空
間
の
特
性
は
た
だ
経
験
よ
り
推
知
し
う
る
の
み
、

さ
れ
ば
そ
れ
に
よ
り
て
空
間
の
次
元
を
決
定
し
う
べ
き
最
も
簡
単
な
る
事
実
を
発
見
せ
ん
と
す
る
研
究
始
ま
る
（
中

略
）。
し
か
る
に
こ
れ
ら
の
事
実
た
る
　す

べ総　
て
の
事
実
の
例
に
も
れ
ず
、
必
然
的
に
は
あ
ら
ず
し
て
、
た
だ
経
験
的
の
確

実
た
る
の
み
。

す
な
わ
ち
リ
ー
マ
ン
氏
以
前
の
研
究
は
多
く
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
氏
の
公
準
を
先
天
的
な
る
も
の
と
認
め
居
た
る
を
、
氏
に

至
り
て
　よ

う
や漸　く

そ
の
性
質
の
経
験
的
な
る
こ
と
を
主
張
す
る
に
至
れ
り
。
ま
た
氏
は
い
わ
ゆ
る
複
素
体
と
い
う
概
念
を
導

入
し
た
り
。
空
間
は
こ
の
複
素
体
の
う
ち
に
属
す
る
一
つ
の
原
素
に
外
な
ら
ず
。
複
素
体
と
は
原
素
の
群
集
を
い
う
も

の
に
て
、
こ
れ
を
分
ち
て
連
続
的
と
不
連
続
的
と
の
二
種
と
す
べ
し
。
前
者
は
そ
の
複
素
体
に
属
す
る
原
素
の
間
に
そ

れ
ら
の
一
よ
り
他
に
移
る
べ
き
連
続
的
行
程
が
存
在
す
る
も
の
に
し
て
、
後
者
は
こ
の
行
程
な
き
も
の
な
り
。
特
に
要

用
な
る
は
前
者
な
り
と
す
。
い
ま
　こ

こ茲　
に
一
つ
の
連
続
的
複
素
体
あ
り
て
、
一
定
の
仕
方
に
お
い
て
一
つ
の
原
素
よ
り
他

の
原
素
に
移
り
う
る
も
の
と
し
、
し
か
し
て
そ
の
連
続
的
行
程
が
た
だ
前
方
ま
た
は
後
方
に
限
り
出
来
う
る
も
の
な
る

と
き
は
、
そ
の
複
素
体
を
「
単
一
に
拡
れ
る
」
そ
れ
と
も
、「
一
次
元
的
」
の
そ
れ
と
も
い
う
。
ま
た
も
し
か
か
る
原
素
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の
群
集
が
全
く
異
な
る
他
の
群
集
に
む
か
っ
て
一
定
の
仕
方
に
お
い
て
移
り
行
く
な
ら
ば
、
か
か
る
原
素
の
無
限
に
多

く
は
ま
た
「
二
種
に
拡
れ
る
」
す
な
わ
ち
「
二
次
元
的
の
」
複
素
体
を
作
る
べ
し
。
次
に
こ
の
二
次
元
的
複
素
体
が
他
の

二
次
元
的
複
素
体
に
む
か
っ
て
移
り
ゆ
く
な
ら
ば
、
か
く
の
ご
と
き
複
素
体
の
無
限
に
多
く
が
「
三
重
に
拡
れ
る
」
す
な

わ
ち
「
三
次
元
的
の
」
複
素
体
を
作
る
べ
し
。
全
く
同
様
に
以
上
の
方
法
を
任
意
の
回
数
だ
け
繰
り
返
す
こ
と
を
う
る

が
ゆ
え
に
、
因
て
得
る
所
の
次
元
の
数
は
限
な
し
。
吾
人
の
認
識
す
る
空
間
は
三
次
元
的
複
素
体
の
一
種
に
し
て
、
そ

の
原
素
す
な
わ
ち
成
素
は
点
な
り
。
さ
れ
ど
こ
れ
を
先
天
的
に
認
識
す
る
に
は
あ
ら
ず
、
全
く
経
験
の
結
果
な
り
。
線

は
一
次
元
的
点
聚
合
な
り
。
面
は
一
次
元
的
線
聚
合
に
し
て
、
か
つ
二
次
元
的
点
聚
合
な
り
、
空
間
は
二
次
元
的
線
聚

合
に
し
て
、
か
つ
一
次
元
的
面
聚
合
な
り
。
し
か
ら
ば
一
次
元
的
空
間
聚
合
―
二
次
元
的
的
面
聚
合
―
三
次
元
的
線
聚

合
即
ち
四
次
元
的
点
聚
合
は
存
在
す
る
か
と
い
う
に
、
こ
れ
は
経
験
的
に
存
在
せ
ず
。
こ
こ
お
い
て
吾
人
は
経
験
を
超

脱
し
、
い
か
な
る
方
法
を
用
い
る
も
、
そ
の
結
果
を
見
う
べ
き
よ
う
に
な
す
あ
た
わ
ず
。
し
か
れ
ど
も
吾
人
は
か
く
の

ご
と
き
複
素
体
の
存
在
を
承
認
す
。
一
般
に
n
次
元
的
複
素
体
に
お
い
て
は
そ
の
原
素
を
定
限
す
る
に
は
n
箇
の
坐
標

を
要
す
。

次
に
予
は
リ
ー
マ
ン
氏
が
空
間
の
「
曲
率
測
定
」
に
関
す
る
必
要
に
つ
い
て
述
ぶ
べ
し
。
幾
何
学
上
の
測
定
に
お
い

て
は
厳
密
な
る
図
形
の
合
同
を
必
要
と
す
る
が
ゆ
え
に
直
線
は
直
線
に
よ
り
て
計
ら
れ
、
円
の
ご
と
き
定
曲
率
の
平
面

曲
線
は
そ
の
円
自
身
の
一
部
分
に
よ
り
て
計
ら
る
。
し
か
れ
ど
も
常
に
円
弧
を
直
線
単
位
に
て
表
わ
す
こ
と
必
要
と
な

り
来
る
。
こ
の
時
は
円
弧
の
極
小
分
を
直
線
と
見
ざ
る
を
え
ず
。
し
か
ら
ざ
れ
ば
通
例
い
う
所
の
円
弧
の
長
さ
と
云
う

こ
と
は
無
意
味
と
な
る
。
こ
れ
と
全
く
同
様
に
任
意
の
曲
線
の
曲
率
の
概
念
は
そ
の
曲
線
の
極
小
分
を
円
弧
な
り
と
考

う
る
よ
り
起
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
曲
線
上
の
相
接
続
せ
る
三
点
を
通
過
し
て
一
つ
の
円
弧
を
画
き
、
そ
の
円
の
半
径
r
の

逆
数
を
曲
率
と
い
う
。
円
の
半
径
が
無
隈
大
な
れ
ば
曲
率
は
零
な
り
。
こ
れ
と
同
様
に
任
意
の
面
の
曲
率
を
決
定
す
る
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を
う
。
こ
れ
ガ
ウ
ス
氏
の
企
て
た
る
所
な
り
。
今
曲
面
上
に
任
意
の
一
点
を
と
れ
ば
、
こ
の
面
上
に
お
い
て
こ
の
点
を

通
過
し
其
周
囲
に
あ
る
無
数
の
点
に
至
る
最
も
短
き
距
離
の
線
す
な
わ
ち
最
短
線(geo

d
esic

lin
es)

を
引
く
こ
と
と
せ

ば
こ
れ
ら
の
線
の
曲
率
は
み
な
相
異
な
れ
り
。
か
く
の
ご
と
く
に
し
て
得
た
る
最
短
線
の
弧
の
一
次
元
的
複
素
体
中
に

は
曲
率
半
径
の
最
大
な
る
も
の
と
最
小
な
る
も
の
と
あ
り
。
こ
れ
ら
を
r1
と
r2
と
に
て
表
わ
せ
ば
1

r1r2
を
こ
の
点
に
お

け
る
曲
率
と
い
う
。
球
面
の
場
合
に
於
て
は
こ
の
球
の
半
径
を
r
と
す
れ
ばr

1
=

r,
r
2
=

r

に
し
て
曲
率
は
1

r
な
り
。

平
面
の
場
合
に
は
曲
率
は
零
、
錐
体
ま
た
は
柱
体
の
場
合
に
は
一
つ
の
最
短
線
が
直
線
な
れ
ば
r1
か
r2
か
の
一
つ
は
無

限
大
な
る
が
ゆ
え
に
そ
の
曲
率
は
零
な
り
。
次
に
三
次
元
的
複
素
体
す
な
わ
ち
空
間
に
お
い
て
一
点
を
と
れ
ば
、
こ
れ

を
通
過
す
る
面
は
一
次
元
的
複
素
体
を
形
作
る
ゆ
え
に
、
そ
の
中
よ
り
最
大
曲
率
半
径
を
有
す
る
も
の
と
、
最
小
曲
率

半
径
を
有
す
る
も
の
と
を
　え

ら択　
び
て
、
そ
の
三
次
元
的
複
素
体
の
曲
率
を
定
む
。
実
際
こ
の
考
案
を
拡
張
し
て
n
次
元
的

空
間
の
曲
率
を
定
む
る
こ
と
を
う
。
か
よ
う
の
考
よ
り
出
立
し
て
多
次
元
的
空
間
の
幾
何
学
が
種
々
雑
多
に
作
ら
る
。

三
次
元
的
複
素
体
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
空
間
の
曲
率
が
正
な
る
か
、
零
な
る
か
、
あ
る
い
は
負
な
る
か
に
従
い
て
、
換

言
す
れ
ば
そ
の
曲
率
が
零
よ
り
大
な
る
か
、
零
に
等
し
き
か
、
あ
る
い
は
零
よ
り
小
な
る
か
に
従
い
て
、
三
種
の
幾
何

学
が
作
成
せ
ら
る
。
す
な
わ
ち
、

⑴
　
曲
率
が
正
な
る
と
き
は
三
角
形
の
三
角
の
和
は
二
直
角
よ
り
大
な
り
。

⑵
　
曲
率
が
零
な
る
と
き
は
、
三
角
形
の
三
角
の
和
は
二
直
角
に
等
し
。

⑶
　
曲
率
が
負
な
る
と
き
は
、
三
角
形
の
三
角
の
和
は
二
直
角
よ
り
小
な
り
。

第
二
種
が
す
な
わ
ち
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
氏
の
空
間
に
し
て
、
第
三
種
が
ロ
バ
チ
ェ
ヴ
ス
キ
ー
氏
と
ボ
リ
ヤ
イ
氏
と
の
空
間

な
り
。
第
一
種
は
リ
ー
マ
ン
氏
に
至
り
て
特
に
顕
著
と
な
り
た
る
も
の
な
れ
ば
、
リ
ー
マ
ン
氏
の
空
間
と
も
い
う
。
三

角
の
和
が
二
直
角
よ
り
大
な
り
と
い
う
こ
と
は
球
面
三
角
形
に
あ
り
て
古
来
よ
く
知
ら
れ
た
る
所
よ
り
球
面
幾
何
学
と
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も
い
わ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
第
三
種
の
も
の
を
擬
球
面
幾
何
学
と
い
う
。
共
に
ベ
ル
ト
ラ
ミ
ー
氏
の
与
え
た
る
名
称
に

し
て
、
氏
は
こ
れ
ら
の
標
本
を
大
体
わ
か
る
よ
う
に
作
れ
り
。
ク
ラ
イ
ン
氏
は
こ
れ
ら
の
第
一
種
、
第
二
種
、
第
三
種

に
そ
れ
ぞ
れ
「
　だ橢　
　え

ん円　
的
」「
抛
物
線
的
」「
雙
曲
線
的
」
と
い
う
名
称
を
与
え
た
り
。
今
こ
こ
に
こ
れ
ら
に
つ
い
て
詳
説

す
る
を
え
ず
。

先
に
予
は
雙
曲
線
的
幾
何
学
に
お
け
る
奇
異
な
る
結
果
に
つ
い
て
述
べ
た
り
。
次
に
は
　だ橢　
　え

ん円　
的
幾
何
学
に
お
け
る
奇

異
な
る
結
果
を
挙
げ
ん
。
　も

ち
ろ
ん

勿
論　
そ
の
証
明
を
こ
こ
に
す
る
訳
に
あ
ら
ず
。
三
つ
の
幾
何
学
の
結
果
を
対
照
す
る
は
興
味

あ
る
こ
と
な
る
べ
し
。（
以
下
E
空
間
と
あ
る
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
氏
の
空
間
、
L-B
空
間
と
あ
る
は
ロ
バ
チ
ェ
ヴ
ス
キ
ー

氏
と
ボ
リ
ヤ
イ
氏
と
の
空
間
、
R
空
間
と
あ
る
は
リ
ー
マ
ン
氏
の
空
間
な
り
）。
ま
ず
既
に
述
べ
た
る
が
ご
と
く
、

第
一
、
三
角
形
の
三
角
の
和
は

E
空
間
に
お
い
て
は
二
直
角
に、　等
し
。

L-B
空
間
に
お
い
て
は
二
直
角
よ
り、　小
な
り
。

R
空
間
に
お
い
て
は
二
直
角
よ
り、　大
な
り
。

第
二
、
有
限
直
線
の
両
端
に
立
て
た
る
等
長
の
垂
線
の
端
を
連
結
す
る
直
線
が
こ
れ
ら
の
垂
線
と
な
す
角
は

E
空
間
に
お
い
て
は
直
角
な
り
。

L-B
空
間
に
お
い
て
は
鋭
角
な
り
。

R
空
間
に
お
い
て
は
鈍
角
な
り
。

第
三
、
定
点
を
通
過
し
直
線
を
引
く
と
き
は
定
直
線
に
交
ら
ざ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
平
行
線
は
（
総
じ
て

か
く
云
う
こ
と
も
あ
り
）

E
空
間
に
お
い
て
は、　唯、　一
に
し
て
、
他
は
み
な
交
る
。
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L-B
空
間
に
お
い
て
は、　無、　数
に
し
て
、
交
る
も
の
も
無
数
な
り
。

R
空
間
に
お
い
て
は、　皆、　無
に
し
て
全
く
み
な
交
る
。

第
四
、
E
空
間
に
お
い
て
直
線
は
無
限
大
の
長
さ
を
有
し
、
無
限
遠
の
所
に
二
点
を
有
す
。

L-B
空
間
に
お
い
て
直
線
は
無
限
大
の
長
さ
を
有
し
、
無
限
遠
の
所
に
一
点
を
有
す
。

R
空
間
に
お
い
て
直
線
は
有
限
の
定
長
を
有
し
、
無
限
遠
の
所
に
点
を
有
せ
ず
。

第
五
、
E
空
間
と
L-B
空
間
と
に
お
い
て
は
一
平
面
上
に
お
い
て
同
じ
直
線
に
垂
直
な
る
二
つ
の
直
線
は
交
ら
ざ
る
も
、

R
空
間
に
お
い
て
は
相
交
る
。
そ
の
交
点
よ
り
垂
線
の
足
に
至
る
長
さ
は
一
直
線
の
二
分
の
一
な
り
。

第
六
、
E
空
間
と
L-B
空
間
と
に
お
い
て
は
一
つ
の
直
線
は
こ
れ
を
含
め
る
平
面
を
二
部
分
に
分
て
ど
も
、

R
空
間
に
お
い
て
は
し
か
ら
ず
。（
す
な
わ
ち
直
線
を
横
切
ら
ず
し
て
そ
の
一
側
よ
り
他
側
に
至
る
こ
と
を
う
）。

第
七
、
一
つ
の
定
直
線
よ
り
等
距
離
に
あ
る
点
の
軌
跡
は

E
空
間
に
お
い
て
は
直
線
に
し
て
、
こ
れ
ら
二
直
線
は
同
一
の
平
面
上
に
あ
り
。

L-B
空
間
に
お
い
て
は
、
曲
線
に
し
て
、
こ
の
曲
線
と
定
直
線
と
は
同
一
の
平
面
上
に
あ
り
。

R
空
間
に
お
い
て
は
直
線
に
し
て
、
こ
れ
ら
二
直
線
は
同
一
の
平
面
上
に
あ
ら
ず
。

な
お
こ
の
外
に
も
種
々
あ
れ
ど
も
、
　こ

こ茲　
に
は
、
こ
れ
ら
だ
け
に
て
止
め
お
く
。

リ
ー
マ
ン
氏
の
次
に
注
意
す
べ
き
論
文
を
書
き
た
る
人
は
へ
ル
ム
ホ
ル
ツ
氏
な
り
。
特
に
二
つ
の
論
文
が
注
意
す
べ
き

も
の
な
り
。
一
は「
幾
何
学
の
事
実
的
基
礎
に
関
し
て
」Ü

b
er

th
ätsäch

lich
er

G
ru
n
d
lagen

d
er

G
eom

etorie
1866

に

し
て
、
一
は
「
幾
何
学
の
根
抵
に
横
わ
れ
る
事
実
に
関
し
て
」Ü

b
er

d
ie

T
h
afsn

ech
en
,
d
er

G
eom

etrie
zu
m

G
ru
n
d
e

liegen
1868

な
り
。
そ
の
論
法
は
リ
ー
マ
ン
氏
と
反
対
に
し
て
結
果
は
等
し
。
リ
ー
マ
ン
氏
は
ま
ず
曲
線
の
微
小
弧
の

一
般
数
学
的
公
式
を
作
り
置
き
て
、
こ
れ
に
自
由
可
動
性
の
公
準
を
加
え
て
格
段
の
場
合
に
入
り
、
い
わ
ゆ
る
リ
ー
マ
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ン
幾
何
学
を
構
成
し
た
り
し
が
、
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
氏
は
ま
ず
自
由
可
動
性
の
公
準
を
据
え
て
、
こ
れ
よ
り
リ
ー
マ
ン
氏

の
式
を
出
し
た
り
。
た
だ
し
そ
の
証
明
の
方
法
は
不
精
密
な
り
し
ゆ
え
後
リ
エ
氏
が
こ
れ
を
正
し
た
り
。
ヘ
ル
ム
ホ
ル

ツ
氏
が
幾
何
学
の
必
要
に
し
て
か
つ
十
分
な
る
基
礎
と
し
て
列
挙
し
た
る
仮
説
は
次
の
四
箇
條
な
り
。

⑴
　
空
間
の
連
続
性
お
よ
び
次
元
、

⑵
　
可
動
的
固
体
の
存
在
、

⑶
　
自
由
可
動
性
、

⑷
　
固
体
の
形
を
変
う
る
こ
と
な
く
廻
転
し
う
る
こ
と
、

氏
は
第
二
の
論
文
に
お
い
て
な
お
二
箇
條
を
加
え
た
り
。

⑸
　
空
間
が
三
つ
の
次
元
を
有
す
る
こ
と
、

⑹
　
空
間
の
無
限
な
る
こ
と
、

か
く
し
て
氏
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
と
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
す
な
わ
ち
ロ
バ
チ
ェ
ヴ
ス
キ
ー
、ボ
リ
ヤ
イ
幾
何
学
と
を
同

位
的
共
存
的
の
も
の
に
過
ぎ
ず
と
せ
り
。
し
か
る
に
リ
エ
氏
は
こ
の
両
幾
何
学
を
作
る
に
は
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
氏
の
第
四

の
仮
説
の
不
要
な
る
こ
と
を
明
に
し
た
り
。
リ
エ
氏
が
こ
の
研
究
は
一
八
九
七
年
に
ロ
バ
チ
ェ
ヴ
ス
キ
ー
賞
典
を
え
た

る
も
の
に
し
て
、
ヒ
ル
ベ
ル
ト
氏
の
一
九
〇
二
年
の
論
文
は
、
こ
れ
に
続
き
た
る
も
の
な
り
。
へ
ル
ム
ホ
ル
ツ
氏
に
帰
せ

ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
功
績
は
そ
の
空
間
の
性
質
を
経
験
的
に
「
さ
も
あ
る
べ
し
」
と
お
も
わ
る
る
所
よ
り
定
め
た
る
こ
と
に

あ
り
。
す
な
わ
ち
連
続
性
、
図
形
の
合
同
性
、
自
由
可
動
性
、
純
一
性
な
ど
の
こ
と
ど
も
を
特
に
掲
げ
て
幾
何
学
の
基
礎

と
せ
る
こ
と
に
あ
り
。
し
こ
う
し
て
こ
れ
ら
は
余
程
認
識
論
に
傾
け
る
も
の
な
り
。
そ
の
後
か
の
ベ
ル
ト
ラ
ミ
ー
氏
出

で
た
り
。
こ
の
人
が
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
例
学
の
解
説S

aggio
d
i
In
terp

retazion
e
d
ella

G
eom

etria
n
on

-E
u
clid

en

1869

と
い
う
論
文
を
書
き
前
に
述
べ
た
る
三
つ
の
幾
何
学
が
密
接
の
関
係
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
ぬ
。
氏
は
任
意
の
次
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元
を
有
す
る
一
つ
の
リ
ー
マ
ン
氏
の
空
間
は
一
つ
だ
け
多
き
次
元
を
有
す
る
一
つ
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
空
間
に
お
け
る
一
つ

の
軌
跡
な
る
こ
と
を
示
せ
り
。
こ
れ
単
に
別
々
の
独
立
せ
る
も
の
と
見
ら
れ
た
る
三
つ
の
幾
何
学
が
次
元
の
異
な
る
と

き
に
お
い
て
甲
乙
相
関
聯
す
る
こ
と
を
示
さ
れ
た
る
に
よ
る
な
り
。
以
上
を
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の、　第、　二、　時、　期
と

な
す
。

次
に
こ
の
種
の
幾
何
学
の
発
達
の
第
三
時
期
起
れ
り
。
こ
こ
に
至
り
て
自
由
可
動
性
を
す
て
て
幾
何
学
を
組
織
し
た
り
。

数
学
者
は
射
影
法
を
用
い
る
時
代
と
い
う
。
こ
れ
小
な
る
図
形
も
射
影
す
れ
ば
、大
な
る
図
形
と
な
る
こ
と
あ
る
が
ゆ
え

な
り
。
こ
の
時
代
の
先
駆
者
は
英
国
の
ケ
ー
リ
ー
氏C

ay
ley

（
一
八
二
一
―
一
八
九
五
）
に
し
て
、
そ
の
著
「
第
六
多
元

式
論
」S

ix
th

M
em

oir
u
p
on

Q
u
an

tics
1859

は
有
名
な
り
。
ま
た
氏
は
英
国
科
学
聯
合
会
の
総
裁
演
説P

resid
en
tal

A
d
d
ress

to
B
ritish

A
sso

ciation
1883

に
お
い
て
次
の
ご
と
く
云
え
り
。

通
常
の
限
な
く
拡
れ
る
一
平
面
を
考
え
よ
、
そ
の
上
に
お
け
る
距
離
の
概
念
を
変
ぜ
し
め
よ
、
か
り
に
吾
人
が
一
つ

の
尺
度
を
以
て
距
離
を
測
定
す
と
せ
よ
。
次
に
こ
の
尺
度
の
長
さ
が
絶
え
ず
変
化
す
る
も
の
と
想
像
せ
よ
（
　あ

た
か恰　も

温

度
の
変
化
に
よ
り
て
生
ず
る
も
の
の
ご
と
く
）
た
だ
し
そ
れ
の
真
の
長
さ
は
た
だ
そ
の
平
面
上
に
お
け
る
位
置
と
方

向
と
に
の
み
関
す
べ
し
と
い
う
條
件
の
下
に
お
い
て
か
く
想
像
せ
よ
。
換
言
す
れ
ば
そ
れ
の
長
さ
が
一
つ
の
与
え
ら

れ
た
る
位
置
と
方
向
と
に
関
し
て
あ
る
値
を
有
す
る
も
の
な
る
と
き
は
、
そ
れ
が
い
か
様
に
い
か
な
る
方
向
よ
り
来

る
に
　か

か
わ拘　ら

ず
、
こ
の
位
置
に
帰
れ
ば
常
に
同
一
の
値
を
有
す
と
す
。
…
…
そ
の
平
面
上
の
一
つ
定
ま
れ
る
中
心
点
よ

り
動
き
出
せ
る
尺
度
が
進
む
に
従
い
て
益
々
短
く
な
り
行
く
と
想
像
せ
よ
、
も
し
こ
の
短
く
な
る
こ
と
が
十
分
迅
速

に
起
る
と
き
は
、
こ
の
語
の
通
常
の
意
義
に
お
い
て
は
距
離
は
有
限
大
な
る
も
、
新
意
義
に
お
い
て
は
無
無
限
大
な

る
こ
と
明
な
り
。
な
ん
と
な
れ
ば
こ
の
絶
え
ず
短
く
な
る
尺
度
の
長
さ
は
い
く
た
び
燥
返
す
も
そ
の
距
離
を
覆
う
に

至
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
さ
れ
ば
そ
の
中
心
点
を
　い

に
ょ
う

囲
繞　
せ
る
あ
る
有
限
の
面
積
あ
り
と
せ
ば
、
そ
の
界
線
上
の
あ
ら
ゆ
る
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点
は
、
こ
の
理
論
に
従
え
ば
、
そ
の
中
心
点
よ
り
無
限
の
距
離
に
あ
る
べ
し
。
こ
の
界
線
以
外
に
は
一
の
不
可
知
界

あ
り
、
数
学
上
の
語
に
て
い
え
ば
虚
な
る
空
間
も
し
く
は
不
成
立
の
空
間
と
い
う
べ
き
も
の
な
り
。

こ
は
ケ
ー
リ
ー
氏
が
そ
の
距
離
論
を
通
俗
的
に
述
べ
た
る
も
の
な
る
が
、
こ
の
可
変
尺
度
に
適
当
な
る
変
化
の
法
則
を

附
与
す
れ
ば
、
幾
何
学
の
種
々
な
る
形
式
が
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
氏
の
平
面
上
に
お
い
て
得
ら
る
る
こ
と
を
示
し
た
り
、
空

間
に
向
い
て
も
亦
同
様
な
る
こ
と
を
示
し
た
り
。

ク
ラ
イ
ン
氏K

lein

（
一
八
四
九
―
）
は
そ
の
講
義
「
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
」N

ich
it-E

u
clid

isch
e
G
eom

etorie

1893

に
お
い
て
更
に
ケ
ー
リ
ー
氏
の
理
論
の
研
究
を
示
せ
り
。
ケ
ー
リ
ー
氏
が
い
う
絶
対
と
い
う
も
の
が
変
化
す
る
に

従
い
て
、
種
々
の
形
而
上
幾
何
学
の
成
立
す
る
こ
と
を
示
し
た
り
。
第
一
は
ロ
バ
チ
ェ
ヴ
ス
キ
ー
氏
の
も
の
に
て
、
ク

ラ
イ
ン
氏
の
云
う
雙
曲
線
的
幾
何
学
。
第
二
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
氏
の
も
の
に
て
、
す
な
わ
ち
抛
物
線
的
幾
何
学
。
第
三

は
　だ橢　
　え

ん円　
的
幾
何
学
と
い
う
も
の
な
る
が
、
こ
れ
は
二
つ
に
区
別
せ
ら
れ
、
一
は
雙
　だ橢　
　え

ん円　
的
幾
何
学
と
称
し
、
リ
ー
マ
ン

氏
の
も
の
に
て
、
他
は
単
　だ橢　
　え

ん円　
的
幾
何
学
と
称
し
、
と
き
に
に
は
ク
ラ
イ
ン
氏
の
幾
何
学
と
も
称
せ
ら
る
（
ア
メ
リ
カ

の
ニ
ュ
ー
カ
ム
氏N
ew

com
b

も
亦
独
立
に
こ
れ
を
作
れ
り
）。
要
す
る
に
こ
れ
ら
第
三
時
期
の
研
究
は
大
体
の
所
が
数

量
的
、
測
度
的
に
あ
ら
ず
し
て
、
性
質
的
、
射
影
的
な
れ
ば
、
前
の
二
期
と
は
大
に
趣
を
異
に
す
。

次
に
最
近
の
発
達
す
な
わ
ち
第
四
時
期
の
研
究
に
入
る
。
さ
き
に
リ
エ
氏L

ie

（
一
八
四
二
―
一
八
八
九
）
の
研
究
の

つ
づ
き
を
成
遂
げ
た
る
ヒ
ル
ベ
ル
ト
氏H

ilb
ert

（
一
八
六
二
―
）
は
一
八
九
九
年
に
「
幾
何
学
の
基
礎
」G

ru
n
d
lagen

d
er

G
eom

etrie

を
書
き
て
余
程
世
人
を
驚
か
せ
か
り
。
幾
何
学
に
必
要
な
る
基
礎
の
公
準
の
正
確
な
る
数
と
意
義
と
関

係
と
を
決
定
せ
ん
と
勉
め
た
り
。
そ
の
公
準
は
五
種
に
分
た
れ
、
第
一
種
は
結
合
の
公
理
と
云
い
七
箇
あ
り
。
そ
の
第

一
は
「
二
つ
の
相
異
れ
る
点
は
一
つ
の
直
線
を
定
む
」
に
し
て
、
そ
の
第
五
は
「
一
つ
の
直
線
上
の
二
点
が
一
平
面
中

に
在
ら
ば
、
そ
の
線
中
の
他
の
諸
点
も
ま
た
　し

か然　
り
」
な
り
。
第
二
種
は
順
序
の
公
理
と
云
い
五
箇
あ
り
。
そ
の
第
一
は
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「
三
点
A
B
C
が
一
直
線
中
に
あ
り
て
B
が
A
と
C
と
の
間
に
あ
ら
ば
、
B
は
C
と
A
と
の
間
に
在
り
」
に
し
て
、
亦

そ
の
第
五
は
「
一
直
線
中
に
あ
ら
ざ
る
三
点
A
B
C
お
よ
び
平
面A

B
C

中
に
一
つ
の
直
線
a
あ
り
て
、
か
の
三
点
中
の

い
ず
れ
を
も
通
過
せ
ず
と
し
、
直
線
AB
と
a
と
が
交
わ
る
な
ら
ば
a
は
直
線
BC
あ
る
い
は
AC
と
交
わ
る
な
り
。
第
三
種

は
平
行
の
公
理
に
し
て
、「
一
平
面
α
中
に
直
線
a
あ
り
て
、
ま
た
こ
の
直
線
外
に
点
A
あ
ら
ば
、
A
を
通
過
し
a
に
交

わ
ら
ざ
る
直
線
は
一
つ
あ
り
、
し
こ
う
し
て
唯
一
に
限
る
」
な
り
。
第
四
種
は
、
合
同
の
公
理
と
云
い
六
箇
な
り
。
そ

の
第
一
は
「
一
つ
の
直
線
a
中
に
二
点
A
B
あ
り
、
ま
た
こ
の
線
a
あ
る
い
は
他
の
直
線
a′

中
に
任
意
の
一
点
A′

あ
る

と
き
は
、
a′

中
に
お
い
て
A′

の
一
側
に
線
分
AB
と
線
分
A′B′

と
が
互
に
合
同
な
る
点
B′

が
一
つ
あ
り
、
し
こ
う
し
て
　た

だ唯　

一
つ
に
限
る
」
に
し
て
そ
の
第
六
は
二
つ
の
三
角
形A

B
C

とA
′B

′C
′

と
に
お
い
て
AB
と
A′B′

と
が
合
同
し
て
、
AC
と
A′C′

と
も
亦
合
同
に
し
て
、
角B

A
C

と
角B

′A
′C

′

と
が
合
同
な
る
と
き
は
常
に
か
な
ら
ず
角A

B
C

と
角A

′B
′C

′

と
は
合
同

に
し
て
角A

C
B

と
角A

′C
′B

′

と
も
亦
合
同
な
り
」
な
り
。
第
五
種
は
連
続
の
公
理
と
云
う
（
後
に
ア
ル
キ
メ
デ
ス
氏
の

公
理
と
い
う
も
の
こ
れ
な
り
）。

ヒ
ル
ベ
ル
ト
氏
の
研
究
の
結
果
は
　も

ち
ろ
ん

勿
論　
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
氏
の
と
異
な
れ
ど
も
、
そ
の
方
法
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
風
に
て

余
程
論
理
的
に
出
来
上
り
た
れ
ば
初
等
の
学
校
に
お
け
る
従
来
の
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
に
代
う
る
こ
と
を
う
べ
し
と
云
わ
れ

た
り
。
ア
メ
リ
カ
の
ハ
ル
ス
テ
ッ
ド
氏
は
ヒ
ル
ベ
ル
ト
氏
の
研
究
を
基
と
し
て
実
際
、
合
理
的
幾
何
学
と
い
う
書
を
著

し
ぬ
。
し
か
れ
ど
も
ヒ
ル
ベ
ル
ト
氏
が
必
要
に
し
て
か
つ
十
分
な
り
と
思
い
た
り
し
数
多
の
公
準
は
か
な
ら
ず
し
も
相

侵
す
こ
と
な
き
も
の
に
あ
ら
ず
、
換
言
す
れ
ば
甲
は
乙
に
よ
り
て
証
明
せ
ら
れ
う
る
こ
と
が
シ
ュ
ル
氏S

ch
u
r

ム
ー
ア

氏M
o
ore

ら
に
よ
り
て
証
明
せ
ら
れ
た
り
。
し
か
し
今
以
て
ヒ
ル
ベ
ル
ト
氏
の
研
究
は
重
ぜ
ら
れ
つ
つ
あ
り
。
こ
の
失

敗
す
な
わ
ち
直
観
的
方
法
に
よ
り
て
幾
何
学
の
基
礎
を
決
定
せ
ん
と
す
る
企
の
不
成
功
は
ヒ
ル
ベ
ル
ト
氏
を
し
て
、
リ

エ
氏
の
方
法
す
な
わ
ち
複
素
体
と
群
の
概
念
と
を
再
用
す
る
こ
と
に
転
ぜ
し
め
た
り
。
た
だ
し
こ
の
複
素
体
は
ゲ
オ
ル
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グ
・
カ
ン
ト
ル
氏G

eorg
C
an

tor

（
一
八
四
五
―
）
の
複
素
体
論M

an
n
igfaltigkeitleh

re

に
基
く
所
の
も
の
な
り
。
な

お
ヒ
ル
ベ
ル
ト
氏
が
「
幾
何
学
の
基
礎
」
中
に
掲
げ
た
る
ア
ル
キ
メ
デ
ス
氏
の
連
続
の
公
理
が
特
に
シ
ュ
ル
氏
の
注
意

を
引
け
り
。

A1

を
一
つ
の
直
線
上
に
あ
る
任
意
の
二
点
A
と
B
と
の
間
の
任
意
の
点
と
せ
よ
、
し
か
る
と
き
は
吾
人
は
諸
点
A2

A3

A4······

を
、
A2

は
A1

と
A3

と
の
間
に
、
A3

は
A2

と
A4

と
の
間
に
、
A4

は
A3

と
A5

と
の
間
に
以
下
ま
た
同
様

に
あ
る
よ
う
に
、
か
つ
そ
の
各
線
分
AA1

A1A2

A2A3

A3A4······

が
互
に
等
し
き
よ
う
に
作
る
べ
し
、
し
か
る
と
き
は
諸
点

A1

A2

A3

A4······

の
列
の
中
に
お
い
て
B
が

An−1

と
An

と
の
間
に
あ
る
ご
と
き
一
点
An

存
在
す
（
ア
ル
キ
メ
デ
ス
氏

の
公
理
）。

シ
ュ
ル
氏
は
一
八
九
八
年
に
「
解
析
幾
何
学
教
科
書
」L

eh
rb
u
ch

d
er

A
n
aly

tisch
e
G
eom

etrie

を
著
わ
し
そ
の
中
に
こ

の
公
理
な
し
に
幾
何
学
を
作
り
う
る
こ
と
を
述
べ
、（
こ
の
公
理
は
通
例
比
例
論
に
お
い
て
必
要
と
せ
ら
る
）
ヒ
ル
ベ
ル

ト
氏
は
一
八
九
九
年
に
そ
の
証
明
を
え
、
従
い
て
こ
の
公
理
な
く
し
で
初
等
幾
何
学
を
作
り
う
る
こ
と
を
示
せ
り
。
こ

こ
に
お
い
て
非
ア
ル
キ
メ
デ
ス
幾
何
学
と
い
う
も
の
起
れ
り
。

こ
れ
よ
り
さ
き
ル
ジ
ャ
ン
ド
ル
氏
は
こ
の
公
理
と
「
直
線
は
無
限
の
長
さ
を
有
す
」
と
い
う
公
理
と
を
用
い
て
、

第
一
、
三
角
形
の
三
角
の
和
は
二
直
角
よ
り
大
な
ら
ず
と
云
う
こ
と
と

第
二
、
一
つ
の
三
角
形
の
三
角
の
和
が
二
直
角
に
等
し
け
れ
ば
、
他
の
　す

べ総　
て
の
三
角
形
に
つ
い
て
も
亦
　し

か然　
り
と
云
う

こ
と
と
を

証
明
し
た
り
し
が
、デ
ー
ン
氏D

eh
n

は「
三
角
形
の
内
角
の
和
に
関
す
る
ル
ジ
ャ
ン
ド
ル
氏
の
定
理
」Die

L
egen

d
resch

en

S
ätze

ü
b
er

W
in
kelsu

m
m
e
im

D
reiecke

1900

に
お
い
て
、
こ
の
連
続
の
公
理
な
し
に
こ
の
第
二
の
定
理
を
証
明
し
、

第
一
の
定
理
は
こ
の
公
理
な
し
に
は
証
明
す
る
こ
と
を
え
ざ
る
を
証
明
せ
り
。
ま
た
こ
の
ア
ル
キ
メ
デ
ス
氏
の
公
理
と
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無
数
平
行
線
の
公
準
と
を
用
い
れ
ば
、
ロ
バ
チ
ェ
ヴ
ス
キ
ー
幾
何
学
生
じ
、「
三
角
形
の
三
角
の
和
が
二
直
角
よ
り
小
な

る
」
こ
と
を
証
明
し
う
る
も
の
な
る
が
、
デ
ー
ン
氏
は
こ
の
公
理
を
認
め
ず
し
て
、「
二
直
角
よ
り
小
な
ら
ず
」
と
い
う

こ
と
を
証
明
し
得
た
り
。
か
く
し
て
非
ア
ル
キ
メ
デ
ス
幾
何
学
は
種
々
の
定
理
を
う
る
に
至
り
ぬ
。「
二
直
角
よ
り
小
な

ら
ず
」
と
い
う
う
ち
に
は
二
つ
の
場
合
あ
り
。
す
な
わ
ち
二
直
角
よ
り
大
な
る
と
き
と
、
二
直
角
に
等
し
き
と
き
と
あ

り
。
こ
こ
に
お
い
て
非
ア
ル
キ
メ
デ
ス
幾
何
学
は
二
つ
に
分
れ
た
り
。
前
者
は
非
ル
ジ
ャ
ン
ド
ル
幾
何
学
に
し
て
、
後

者
は
半
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
な
り
。

こ
こ
に
お
い
て
次
の
ご
と
き
分
ち
が
出
来
た
り
。

三
角
形
の
三
角
の
和

一
点
を
通
過
し
一
直
線
に
平
行
な
る
直
線
の
数

0.
1.

∞
.

>
2R

.
橢
円
的

幾
何
学 {

雙
（
リ
ー
マ
ン
の
）

単
（
ク
ラ
イ
ン
の
）

不
成
立

非
ア
ル
キ
メ

デ
ス
幾
何
学 {

非
ル
ジ
ャ
ン
ド
ル
幾
何
学

半
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学

=
2
R

不
成
立

抛
物
線
的
幾
何
学

（
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
）

<
2
R

不
成
立

不
成
立

雙
曲
線
的
幾
何
学（
ロ
バ
チ
ェ

フ
ス
キ
ー
ボ
リ
ヤ
イ
の

上
記
の
外
デ
デ
キ
ン
ド
氏
カ
ン
ト
ル
氏
、ペ
ア
ノ
ー
氏
、ピ
エ
リ
ー
氏
、パ
ド
ア
氏
、ポ
ア
ン
カ
レ
ー
氏
、ヷ
イ
ラ
テ
氏
、

ラ
ッ
セ
ル
氏
、フ
レ
ゲ
氏
ら
の
研
究
も
亦
甚
要
用
な
り
。
第
一
次
の
ロ
バ
チ
ェ
ヴ
ス
キ
ー
賞
典
が
リ
エ
氏
に
与
え
ら
る
る

と
き
称
賛
を
う
け
た
る
ゼ
ラ
ー
ル
氏
の
「
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
論
」T

h
esis

su
r
la

G
éom

étorie
n
on

-eu
clid

ien
n
e

1897

お
よ
び
第
二
次
の
賞
典
が
配
与
せ
ら
る
る
と
き
に
選
出
せ
ら
れ
た
る
二
つ
の
大
著
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
氏
の
「
一
般

代
数
学
」U

n
iversal

A
lgeb

ra
1898

お
よ
び
キ
リ
ン
グ
氏
の
「
幾
何
学
原
理
」G

ru
n
d
lagen

d
er

G
eom

etrie
1898

も

参
考
を
要
す
。
ま
た
ラ
ッ
セ
ル
氏
の
「
幾
何
学
の
基
礎
」F

ou
n
d
ation

s
of

G
eom

etry
1897

、「
数
学
原
理
」P

rin
cip

les

of
M
ath

em
atics

V
ol

I,
1903

は
論
理
学
的
、
心
理
学
的
、
哲
学
的
の
評
論
を
加
え
た
る
も
の
と
し
て
有
名
な
り
。

明
治
四
十
年
四
月
二
十
二
日
哲
学
会
春
季
大
会
講
演
（
哲
学
雑
誌
第
二
百
四
十
四
号
）
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第
二
、
科
学
の
体
裁

本
誌
第
二
百
四
十
四
号
第
六
百
七
十
五
頁
よ
り
其
次
の
頁
に
跨
り
「
幾
何
学
に
　つ

い就　
て
」
と
題
す
る
雑
録
掲
載
せ
ら
れ

た
り
。
　つ

い就　
て
見
る
に
其
文
中
「
カ
ン
ト
以
前
の
哲
学
者
は
、
僕
の
知
る
範
囲
で
は
大
陸
の
純
理
論
者
で
も
、
　イ

ギ
リ
ス

英
吉
利　
の

経
験
論
者
で
も
、
幾
何
学
を
演
繹
の
学
と
見
て
居
る
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
こ
れ
を
帰
納
の
学
と
見
て
居
る
、
…
…
」
と
云

う
所
あ
り
。
又
本
誌
第
二
百
四
十
二
号
に
於
て
は
元
良
氏
の
「
心
理
学
と
認
識
論
の
関
係
」
と
云
う
長
き
大
論
文
の
載

せ
ら
れ
た
る
あ
り
。
加
う
る
に
偶
然
に
も
前
記
の
雑
録
の
掲
載
せ
ら
れ
た
る
号
に
於
て
は
余
が
哲
学
会
大
会
に
於
て
講

演
し
た
る
拙
劣
な
る
論
文
の
掲
載
せ
ら
れ
た
る
あ
り
。
　か斯　
く
余
等
が
専
攻
す
る
所
の
数
学
に
関
係
せ
る
事
項
が
頻
繁
に

本
誌
に
掲
載
せ
ら
る
る
に
至
り
た
る
は
余
等
数
学
を
学
び
つ
つ
あ
る
も
の
、
更
に
又
科
学
を
研
究
し
つ
つ
あ
る
も
の
の

大
に
喜
ぶ
所
な
り
。
　し

こ
う而　し

て
前
記
の
雑
録
と
同
時
に
余
の
拙
論
の
掲
載
せ
ら
れ
た
る
よ
り
し
て
、
此
雑
録
に
関
す
る
愚

見
を
開
陳
す
る
は
又
甚
だ
必
要
の
事
な
る
べ
し
と
思
う
。
　す

な
わ乃　ち
余
が
此
「
科
学
の
体
裁
」
と
題
す
る
拙
論
を
公
け
に
す

る
に
至
り
た
る
は
、
全
く
前
記
の
雑
録
に
起
因
す
る
も
の
な
れ
ば
、
　こ

こ茲　
に
　ま先　
ず
此
雑
録
の
記
者
に
向
っ
て
拙
論
を
綴
る

に
至
り
た
る
動
機
を
与
え
ら
れ
た
る
こ
と
を
謝
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

さ
て
幾
何
等
は
演
繹
の
学
な
り
や
、
　は

た将　
又
帰
納
の
学
な
り
や
と
問
わ
ば
、
世
の
数
学
者
皆
　そ

れ
ぞ
れ

夫
　々
各
自
の
意
見
を
提
案
す

べ
し
。
　し

か然　
れ
ど
も
余
の
狭
き
見
聞
の
範
囲
内
に
於
て
は
余
が
今
　こ

こ茲　
に
述
べ
ん
と
す
る
　ご

と如　
く
　ち

ょ
く
せ
つ

直
截　
明
瞭
に
其
答
辯
を
説
述

し
た
る
者
あ
ら
ざ
る
べ
し
と
信
ず
。
　い

わ況　
ん
や
一
般
の
科
学
―
―
数
学
に
最
も
因
縁
の
深
か
る
べ
し
と
せ
ら
る
る
、（
　し

か然　
し

な
が
ら
余
の
見
る
所
に
て
は
其
学
と
し
て
の
性
質
に
於
て
大
に
趣
き
を
異
に
す
る
）
自
然
科
学
は
　も

ち
ろ
ん

勿
論　
、
更
に
進
ん
で

物
的
科
学
と
云
わ
る
べ
き
も
の
、
　な

お
さ
ら

猶
更　
に
進
ん
で
倫
理
学
、
心
理
学
の
　ご

と如　
き
心
的
科
学
ま
で
を
も
包
含
し
て
―
―
の
体

裁
が
　か斯　
く
の
　ご

と如　
き
も
の
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
又
　か斯　
く
の
　ご

と如　
く
な
り
つ
つ
あ
り
と
説
く
は
　す

こ
ぶ頗　る

大
胆
の
所
業
と
云
わ
ざ

る
を
得
ず
。
　し

か然　
れ
ど
も
余
等
科
学
を
学
び
つ
つ
あ
る
も
の
は
　し

ゅ
ゆ
須
臾　
も
此
事
を
念
頭
よ
り
離
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
と
信
ず
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れ
ば
、
此
広
大
な
る
科
学
の
一
分
科
た
る
数
学
の
門
戸
を
僅
か
に
窺
う
を
得
た
る
の
み
な
る
余
な
れ
ど
も
、
亦
多
少
此

点
に
向
っ
て
念
慮
を
走
ら
し
た
る
こ
と
あ
り
。
　も

ち
ろ
ん

勿
論　
あ
ら
ゆ
る
科
学
全
体
に
通
暁
す
る
こ
と
は
不
可
能
の
こ
と
に
属
し
、

各
箇
の
科
学
の
研
究
方
法
及
現
時
の
状
態
を
詳
知
す
る
こ
と
は
不
可
能
の
こ
と
に
属
す
。
従
っ
て
余
は
勢
い
其
専
攻
す

る
所
の
数
学
の
研
究
状
態
を
基
礎
と
し
て
、
唯
僅
か
に
他
の
諸
科
学
の
専
攻
者
よ
り
聞
き
得
た
る
所
に
よ
り
て
、
　す

べ総　
て

の
科
学
の
体
裁
を
判
断
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
は
又
止
む
を
得
ざ
る
所
な
り
。
従
っ
て
他
の
科
学
の
研
究
者
よ
り
は
大
に

愚
見
を
冷
評
せ
ら
る
る
や
も
計
り
難
く
、
否
時
と
し
て
は
余
と
同
じ
く
数
学
を
専
攻
す
る
人
々
よ
り
も
罵
倒
せ
ら
る
る

や
も
計
り
難
し
。
　も若　
し
　し

か然　
ら
ん
に
は
余
は
余
一
箇
人
の
観
た
る
数
学
の
研
究
状
態
を
説
き
た
る
に
過
ぎ
ず
と
今
よ
り
遁

辞
を
設
け
置
か
ん
と
す
。
余
は
余
一
箇
人
の
確
信
を
提
出
し
て
読
者
の
一
瞥
を
乞
わ
ん
と
す
る
に
過
ぎ
ず
。
　し

こ
う而　し
て
数

学
、
特
に
其
中
に
属
す
る
幾
何
学
が
　い如　
　か何　
　よ

う様　
な
る
方
針
を
以
て
研
究
せ
ら
れ
つ
つ
あ
り
や
、
其
基
礎
は
　い如　
　か何　
　よ

う様　
に
し
て

据
え
置
か
る
る
や
、
又
其
上
に
建
設
せ
ら
る
べ
き
幾
何
学
其
物
は
　い如　
　か何　
な
る
も
の
な
り
や
に
　つ

い就　
て
は
、
前
記
の
雑
録
と

同
時
に
本
誌
に
揚
載
せ
ら
れ
た
る
「
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
に
　つ

い就　
て
』
と
題
す
る
拙
論
に
因
り
で
　や稍　
　や々　
其
一
端
を
窺

が
わ
る
べ
し
と
信
ず
。
　な

お猶　
又
来
月
発
行
せ
ら
る
べ
き
雑
誌
「
人
性
」
に
掲
載
せ
ら
る
る
筈
の
「
経
験
の
範
囲
と
宇
宙
の

限
界
」
と
題
す
る
拙
論
も
亦
余
の
所
思
を
知
ら
る
る
参
考
と
な
る
べ
し
と
信
ず
。
此
論
文
は
空
間
の
大
さ
が
有
限
な
り

と
も
論
結
せ
ら
れ
得
る
こ
と
を
説
き
、
実
に
其
証
明
を
略
述
し
た
る
も
の
な
り
と
す
。

世
に
は
純
理
論
者
な
る
も
の
も
あ
り
、
又
純
観
念
論
者
な
る
も
の
も
あ
り
、
或
は
又
、
先
天
的
観
念
論
者
或
は
超
越

的
観
念
論
者
な
る
も
の
も
あ
り
、
或
は
又
観
念
的
主
理
論
者
な
る
も
の
も
あ
り
。
其
他
此
種
の
論
者
の
多
種
な
る
こ
と

は
余
の
知
る
所
な
り
。
　こ

こ茲　
に
列
挙
し
た
る
も
の
の
所
説
は
或
は
殆
ど
相
同
じ
き
も
の
あ
り
、
又
甚
だ
懸
隔
せ
る
も
の
も

あ
る
な
ら
ん
、
　し

か然　
れ
ど
も
其
所
説
が
吾
人
の
経
験
に
余
り
重
き
を
置
か
ぬ
と
云
う
点
に
於
て
は
皆
一
致
し
て
居
る
も
の

と
云
わ
ざ
る
を
得
ず
。
純
粋
理
性
の
み
に
よ
り
て
先
天
的
に
世
界
観
或
は
人
世
観
が
作
成
せ
ら
れ
得
る
も
の
と
は
科
学
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者
の
立
場
よ
り
し
て
は
―
―
少
く
と
も
余
の
所
見
を
以
て
し
て
は
―
―
決
し
て
思
意
す
る
こ
と
の
出
来
ざ
る
こ
と
な
り
。

　も
ち
ろ
ん

勿
論　
余
等
は
経
験
を
超
脱
し
て
論
拠
を
据
う
る
こ
と
あ
り
。
例
え
ば
空
間
の
大
さ
が
有
限
な
り
と
云
う
こ
と
を
証
明
せ

ん
と
す
る
と
き
の
如
し
。
　か斯　
く
経
験
の
結
果
を
非
認
す
れ
ば
と
て
経
験
に
は
重
き
を
置
か
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
実
に
感
官

は
吾
人
の
智
識
の
門
戸
な
る
こ
と
を
承
認
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
其
感
官
知
覚
よ
り
来
る
直
接
の
経
験
な
る
も
の
が
、
即

ち
吾
人
を
し
て
　い

わ
ゆ
る

所
謂　
真
理
な
る
も
の
を
知
得
せ
し
む
る
と
云
う
こ
と
は
、
当
底
非
認
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
と
信
ず
。
　し

か然　

ら
ば
余
等
科
学
者
は
純
経
験
論
者
な
り
や
と
云
う
に
是
又
　し

か然　
ら
ず
と
答
え
ざ
る
を
得
ず
。
　も

ち
ろ
ん

勿
論　
科
学
者
中
に
も
純
経
験

論
者
あ
る
べ
く
、
自
か
ら
名
乗
り
て
純
経
験
論
者
な
り
と
標
榜
す
る
人
も
あ
ら
ん
。
　し

か然　
れ
ど
も
余
の
所
見
を
以
て
し
て

は
、
　か斯　
く
主
張
す
る
人
も
其
実
決
し
て
純
経
験
論
者
に
あ
ら
ざ
る
べ
し
と
信
ず
。
少
く
と
も
余
等
数
学
者
は
純
経
験
論

者
た
る
べ
か
ら
ず
と
信
ず
。
そ
は
以
下
詳
述
せ
ん
と
す
る
所
の
こ
と
な
り
。

　か斯　
く
述
べ
来
ら
ば
余
が
所
説
の
題
目
中
に
あ
る
科
学
と
は
　い如　
　か何　
な
る
も
の
を
指
す
や
、
科
学
の
定
義
は
　い

か
ん
如
何　
と
問
わ

る
る
人
も
あ
ら
ん
。
之
に
対
し
て
は
此
後
の
説
述
が
即
ち
其
答
の
一
部
、
否
殆
ど
全
部
を
為
す
も
の
と
云
い
て
可
な
り
。

換
言
す
れ
ば
以
下
余
が
述
べ
ん
と
す
る
科
学
の
研
究
状
態
に
し
て
判
明
な
る
に
至
ら
ば
、
此
の
研
究
状
態
を
保
持
し
て

研
究
す
る
人
が
科
学
者
に
し
て
、
其
研
究
の
結
果
を
綜
合
せ
る
も
の
が
科
学
な
り
と
云
う
を
得
べ
け
れ
ば
な
り
。
唯
其

所
説
を
明
瞭
な
ら
し
め
ん
と
す
る
為
に
引
用
す
る
科
学
上
の
実
例
が
余
り
に
専
門
的
な
る
を
得
ざ
る
こ
と
は
大
に
余
の

遺
憾
と
す
る
所
に
し
て
、
極
め
て
通
俗
的
―
―
科
学
者
よ
り
し
て
―
―
の
実
例
を
挙
ぐ
る
に
止
ま
る
は
　け

だ蓋　
し
止
む
を
得

ざ
る
所
な
り
。

余
は
経
験
（
エ
キ
ス
ペ
リ
エ
ン
ス
）
な
る
も
の
を
二
つ
に
区
分
す
、
観
察
（
オ
ブ
ザ
ベ
ー
シ
ョ
ン
）
と
実
験
（
エ
キ

ス
ペ
リ
メ
ン
ト
）
と
な
り
。
此
区
分
は
　や

や稍　
余
の
意
に
充
た
ざ
る
所
あ
り
と
　

い
え
ど
も
雖　
大
体
是
を
以
て
良
し
と
す
。
観
察
と
は
自

然
現
象
―
―
最
も
広
き
意
義
に
於
て
解
釈
す
べ
く
、
人
の
行
為
等
も
此
内
に
容
れ
ら
る
―
―
に
　つ

い就　
て
感
官
の
為
せ
る
経
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験
を
指
す
、
実
験
と
は
人
為
現
象
に
　つ

い就　
て
感
官
の
為
せ
る
経
験
を
指
す
。
　な

お猶　
詳
説
す
れ
ば
、
吾
人
の
智
識
は
自
然
に
発

現
す
る
所
の
現
象
の
観
察
よ
り
得
ら
る
べ
し
と
　

い
え
ど
も

雖　
、
此
観
察
の
み
に
よ
り
て
得
た
る
智
識
は
、
不
確
不
完
な
る
所
あ
る

べ
き
を
以
て
、
之
れ
を
確
固
完
全
な
る
も
の
な
ら
し
む
る
為
め
、
　ま

ず先　
観
察
に
よ
り
て
得
た
る
自
然
現
象
間
の
原
因
結
果

の
関
係
を
考
察
し
、
同
一
の
原
因
の
下
に
同
一
の
結
果
を
来
た
す
や
否
や
を
実
験
す
る
な
り
。
実
験
と
は
自
然
現
象
の

人
工
的
模
擬
な
り
。
既
に
模
擬
と
云
う
以
上
は
自
然
現
象
　そ

の
ま
ま

其
儘　
の
も
の
に
は
非
ず
、
自
然
現
象
と
異
な
れ
る
部
分
存
在

す
べ
し
。
但
自
然
現
象
と
異
な
れ
る
部
分
の
存
在
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
の
理
な
し
、
或
は
　か

え
っ反　て
全
く
自
然
現
象
と
一
致

す
る
こ
と
も
あ
る
べ
し
。
　し

か然　
れ
ど
も
現
に
成
せ
る
人
工
的
模
擬
が
全
然
自
然
現
象
と
一
致
す
と
確
言
し
得
る
人
、
又
証

明
し
得
る
人
は
決
し
て
之
れ
あ
る
べ
し
と
思
わ
れ
ず
。
　

ほ
と
ん
ど
す
べ

殆
総　
て
の
場
合
に
於
て
は
、
自
然
現
象
を
構
成
せ
る
数
多
の
原

素
（
既
知
の
も
の
と
未
知
の
も
の
と
を
合
せ
て
）
の
中
よ
り
、
或
有
限
数
の
も
の
の
み
を
選
出
し
て
、
之
に
　つ

い就　
て
考
察

判
断
を
加
え
、
模
擬
を
成
し
た
る
に
過
ぎ
ざ
る
な
り
。

此
事
は
自
然
科
学
論
の
初
頁
に
記
載
し
あ
る
べ
き
も
の
な
り
。
　し

か然　
れ
ど
も
自
然
科
学
と
は
別
種
の
―
―
普
通
の
見
解

に
於
て
―
―
科
学
な
り
と
思
わ
る
る
数
学
に
於
て
も
亦
観
察
実
験
な
る
も
の
あ
り
と
云
わ
ば
　や

や稍　
驚
く
人
あ
る
べ
し
。
　し

ば
ら暫　

く
余
の
所
説
を
聴
か
ん
こ
と
を
望
む
。
幾
何
学
は
演
繹
の
学
な
り
と
云
わ
る
る
に
も
　か

か拘　
わ
ら
ず
、
観
察
的
幾
何
学
（
オ
ブ

ザ
ベ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
ゼ
オ
メ
ト
リ
ー
）
と
云
う
名
称
も
又
実
験
的
幾
何
学
（
エ
キ
ス
ペ
リ
メ
ン
タ
ル
・
ゼ
オ
メ
ト
リ
ー
）

と
云
う
名
称
も
既
に
用
い
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
読
者
に
告
げ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
此
両
者
と
も
に
殆
ん
ど
同
様
の
も
の

に
し
て
普
通
の
幾
何
学
の
予
備
入
門
と
し
て
教
授
せ
ら
る
る
初
歩
の
幾
何
学
な
り
。
演
繹
的
幾
何
学
即
論
証
的
幾
何
学

（
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
チ
ブ
・
ゼ
オ
メ
ト
リ
ー
）
に
対
し
て
、
之
等
を
帰
納
的
幾
何
学
と
云
う
こ
と
あ
り
。
元
来
観
察
、
実

験
に
よ
り
て
帰
納
す
る
に
　あ

ら
ざ非　れ
ば
、
初
学
者
は
真
理
を
会
得
し
得
る
も
の
に
　あ

ら非　
ず
。
否
初
学
者
の
み
に
限
る
に
　あ

ら非　
ず
、
老

熟
せ
る
学
者
も
亦
　し

か然　
り
と
云
わ
ざ
る
を
得
ず
。
実
は
其
演
繹
的
幾
何
学
と
云
う
も
の
も
其
基
礎
を
帰
納
的
真
理
の
上
に
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据
え
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
は
止
む
を
得
ざ
る
こ
と
に
属
す
。

観
察
的
、
実
験
的
、
帰
納
的
幾
何
学
は
演
繹
的
、
論
証
的
、
理
論
的
幾
何
学
の
幼
稚
な
る
も
の
な
り
。
之
は
決
し
て

幾
何
学
に
限
る
に
　あ

ら非　
ず
、
他
の
数
学
の
部
分
も
亦
　し

か然　
り
、
数
学
に
　あ

ら非　
ざ
る
科
学
も
亦
　し

か然　
り
。
観
察
的
、
実
験
的
、
帰
納

的
科
学
は
　す

べ総　
て
演
繹
的
、
論
証
的
、
理
論
的
科
学
の
幼
稚
な
る
も
の
な
り
。
発
達
せ
ば
皆
演
繹
的
、
論
証
的
の
も
の
と

な
る
べ
き
な
り
、
又
な
り
つ
つ
あ
り
。
諸
種
の
科
学
の
中
に
は
既
に
　よ能　
く
発
達
を
遂
げ
た
る
も
の
も
あ
る
べ
く
又
未
だ

成
熟
の
域
に
至
ら
ず
極
め
て
幼
稚
な
る
も
の
も
あ
る
べ
し
。（
余
は
　こ

こ茲　
に
謝
し
置
か
ざ
る
べ
か
ら
ず
某
科
学
の
発
達
が
幼

稚
な
り
と
云
う
と
　

い
え
ど
も

雖　
、
決
し
て
其
科
学
の
専
攻
者
を
冷
罵
す
る
も
の
に
非
ざ
る
こ
と
を
、
　け

だ
し蓋　其

発
達
せ
ざ
り
し
は
専
攻

者
の
罪
と
云
う
よ
り
も
、
人
類
一
般
の
意
志
が
其
発
達
に
向
け
ら
れ
ざ
り
し
な
れ
ば
な
り
。）

観
察
的
科
学
と
実
験
的
科
学
と
の
例
を
挙
げ
ん
か
、
地
震
学
の
　ご

と如　
き
は
前
者
に
属
す
べ
く
、
実
験
物
理
学
の
　ご

と如　
き
は

後
者
に
属
す
べ
し
。
　も

ち
ろ
ん

勿
論　
両
者
と
も
に
観
察
と
実
験
と
を
并
用
す
べ
し
と
　

い
え
ど
も
雖　
、
主
た
る
研
究
方
法
に
　つ

い就　
て
之
を
云
う
の

み
。
観
察
的
科
学
は
発
達
し
て
実
験
的
科
学
と
な
る
べ
き
な
り
。
　い

わ
ゆ
る

所
謂　
実
験
的
物
理
学
の
発
達
せ
る
あ
ら
ば
即
ち
理
論

的
物
理
学
と
な
る
べ
き
な
り
。
此
両
者
は
現
に
並
存
す
。
其
並
存
す
る
は
毫
も
妨
げ
な
き
所
な
り
。
既
に
理
論
的
物
理

学
成
立
す
、
　し

か然　
れ
ど
も
其
基
礎
に
不
確
不
完
の
点
あ
り
、
即
ち
実
験
的
物
理
学
の
並
存
の
必
要
な
る
　ゆ

え
ん
所
以　
な
か
ら
ず
や
。

又
動
物
学
の
　ご

と如　
き
は
実
験
的
方
法
を
も
採
用
し
つ
つ
あ
る
は
　も

ち
ろ
ん

勿
論　
な
り
と
　

い
え
ど
も
雖　
、
其
研
究
状
態
の
多
く
観
祭
的
な
る
は
全

く
之
を
否
む
に
　よ

し由　
な
か
る
べ
し
。
そ
は
　い

ず何　
れ
に
も
せ
よ
観
察
的
と
実
験
的
と
の
差
異
は
、
其
次
の
高
き
階
段
に
あ
る
科

学
の
研
究
方
法
と
の
差
異
に
比
較
し
て
顕
著
な
る
に
は
非
ず
。

観
察
的
、
実
験
的
科
学
の
目
的
は
　い

ず何　
れ
の
辺
に
あ
り
や
と
云
う
に
、
そ
は
云
う
ま
で
も
な
く
一
般
法
則
（
ゼ
ネ
ラ
ル
・

ロ
ー
）
一
般
原
理
（
ゼ
ネ
ラ
ル
・
プ
リ
ン
シ
プ
ル
）
と
云
う
も
の
を
発
見
す
る
こ
と
な
り
。
之
を
発
見
す
る
は
帰
納
的

（
イ
ン
ダ
ク
チ
ー
フ
）に
し
て
其
名
の
示
す
が
　ご

と如　
く
概
括
作
用（
ゼ
ネ
ラ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
）或
は
抽
象
作
用（
ア
ブ
ス
ト
ラ
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ク
シ
ョ
ン
）
に
　よ由　
る
も
の
と
云
わ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
最
も
卑
近
な
る
例
を
挙
ぐ
れ
ば
物
理
学
に
於
け
る
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」

不
滅
の
原
理
、
化
学
に
於
け
る
物
質
不
滅
の
原
理
、
力
学
に
於
け
る
　ニ

ュ
ー
ト
ン

牛
董　
氏
の
運
動
の
三
法
則
、
博
物
学
に
於
け
る
適

者
生
存
優
勝
劣
敗
の
原
理
等
な
り
。
　も

ち
ろ
ん

勿
論　
帰
納
方
法
の
適
用
の
過
誤
よ
り
不
正
の
法
則
又
は
原
理
に
到
着
し
た
る
こ
と
、

又
す
る
こ
と
も
あ
る
べ
け
れ
ど
も
、
そ
は
全
く
　こ此　
　こ所　
に
論
ず
べ
き
限
り
に
　あ

ら非　
ず
。
　こ

れ
ら
之
等　
の
も
の
は
法
則
、
定
則
、
定
律
、

原
理
、
原
則
等
種
々
雑
多
の
名
称
を
附
与
せ
ら
れ
あ
り
と
　い

え
ど雖　も
其
名
称
の
何
た
る
を
問
わ
ず
、
同
一
の
目
的
に
基
き
て

形
造
ら
れ
た
る
も
の
な
り
。
其
目
的
と
は
理
論
的
（
セ
オ
レ
チ
カ
ル
）、
論
証
的
（
デ
モ
ン
ス
ト
レ
チ
ブ
）
科
学
の
基
礎

を
作
成
す
る
事
な
り
。

既
に
概
括
作
用
、
抽
象
作
用
を
加
え
て
感
官
の
収
得
し
た
る
此
等
の
原
理
法
則
は
、
具
体
的
、
客
観
的
現
象
其
も
の
か

ら
は
隔
離
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
り
、
現
象
其
も
の
の
精
密
な
る
記
述
な
る
や
否
や
は
明
か
な
ら
ず
。「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
不

滅
と
云
う
は
吾
人
の
狭
き
経
験
の
範
囲
に
於
て
な
る
制
限
の
下
に
於
て
云
う
こ
と
な
り
。
一
度
運
動
を
初
め
た
る
物
体

は
其
方
向
と
速
さ
と
を
豪
も
変
ず
る
こ
と
な
く
、
終
始
其
運
動
の
原
状
態
を
持
続
す
と
は
、
実
際
に
見
る
事
を
得
ざ
る
も

の
に
し
て
、
経
験
を
超
越
し
た
る
結
果
な
り
。
換
言
す
れ
ば
此
等
の
原
理
、
法
則
は
狭
き
経
験
の
範
囲
内
に
於
て
信
な

り
と
云
う
べ
き
か
、
　し

か然　
ら
ざ
れ
ば
経
験
を
超
越
し
て
、
　し

か併　
し
経
験
に
基
き
て
　い

わ
ゆ
る

所
謂　
接
近
法(m

eth
o
d
of

ap
p
rox

im
ation

)

に
よ
り
て
或
は
数
学
者
の
　い

わ
ゆ
る

所
謂　
極
限
法(m

eth
o
d
of

lim
itin

g
p
ro
cess)

に
よ
り
て
得
た
る
結
果
な
り
と
云
う
べ
き
の
み
。

　な
お猶　

又
此
等
の
原
理
、法
則
を
益
々
合
理
的
な
ら
し
め
ん
と
し
て
進
行
す
る
な
ら
ば「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」と
は
　い

か
ん

如
何　「
フ
ォ
ー

ス
」
と
は
　い

か
ん

如
何　
、
生
活
力
と
は
　い

か
ん

如
何　
、
物
質
と
は
　い

か
ん

如
何　
、
時
間
と
は
　い

か
ん

如
何　
、
空
間
と
は
　い

か
ん

如
何　
と
の
問
題
起
り
、
　ま先　
ず
此

等
の
根
本
的
概
念
の
構
成
せ
ら
れ
居
る
種
々
の
原
素
を
明
確
に
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
と
な
る
、
余
が
「
非
ユ
ー
ク

リ
ッ
ド
幾
何
学
に
　つ

い就　
て
」
と
題
す
る
講
演
の
冒
頭
に
　つ

い就　
て
引
用
し
た
る
ポ
ア
ン
カ
レ
ー
氏
の
言
は
、
即
ち
此
等
諸
種
の

根
本
的
概
念
の
構
成
せ
ら
れ
居
る
種
々
の
原
素
を
精
査
す
れ
ば
整
数
即
完
全
数
（
一
、
二
、
三
、
等
）
の
概
念
が
最
も
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共
通
的
普
遍
的
に
し
て
　か

つ且　
　す

べ総　
て
の
本
質
的
原
素
（
エ
ッ
セ
ン
シ
ア
ル
・
エ
レ
メ
ン
ト
）
な
り
と
云
う
も
の
な
り
、
と
少

く
と
も
余
一
人
は
解
す
る
な
り
。
そ
は
　と兎　
も
あ
れ
其
辺
ま
で
立
ち
入
り
て
深
遠
に
論
究
す
る
の
必
要
は
な
し
。
　い

わ
ゆ
る

所
謂　
原

理
、
法
則
位
の
所
に
て
足
れ
り
、
　し

こ
う而　し

て
此
等
の
中
に
は
原
理
或
は
法
則
な
る
名
称
を
下
す
程
何
人
も
首
肯
せ
し
む
る

力
の
な
き
も
の
あ
り
、
是
れ
は
仮
定
（
ハ
イ
ポ
セ
シ
ス
）
と
云
わ
れ
て
居
る
も
の
な
り
、
　た

と例　
え
ば
「
イ
ー
サ
ー
」
の
存

在
の
　ご

と如　
き
も
の
な
り
。
運
動
の
法
則
に
　つ

い就　
て
述
べ
ら
る
る
直
線
的
等
速
運
動
が
仮
定
せ
ら
る
る
と
同
様
に
「
イ
ー
サ
ー
」

の
存
在
が
仮
定
せ
ら
れ
て
居
る
も
の
と
思
わ
ね
ば
な
ら
ず
。
余
を
以
て
見
れ
ば
大
概
の
人
を
首
肯
せ
し
め
た
る
故
に
真

理
な
り
、
　ち

ょ
っ
と

一
寸　
人
を
首
肯
せ
し
め
難
き
所
あ
る
故
に
真
理
よ
り
　や

や稍　
遠
し
、
従
っ
て
前
者
は
理
論
的
科
学
の
基
礎
と
な
し

得
べ
く
、
後
者
は
　し

か然　
ら
ず
と
云
う
こ
と
は
全
く
之
れ
な
し
と
思
う
、
前
者
と
云
え
ど
も
決
し
て
　に

わ遽　
か
に
真
理
な
り
と
す

る
こ
と
は
不
可
な
れ
ば
な
り
。

幾
何
学
の
基
礎
に
も
此
両
様
の
も
の
入
り
込
み
居
れ
り
、
一
つ
は
公
理
（
ア
キ
シ
オ
ム
）
と
云
わ
れ
、
他
は
公
準
（
ポ

ス
チ
ュ
レ
ー
ト
）
と
云
わ
る
。
余
は
此
区
別
を
好
ま
ざ
る
方
の
一
人
な
り
。
皆
是
等
の
も
の
を
公
準
の
部
類
に
入
れ
ざ

る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
考
う
る
方
の
一
人
な
り
。

　か斯　
く
し
て
原
理
も
、
法
則
も
、
仮
定
（
ハ
イ
ポ
セ
シ
ス
）
も
、
公
理
も
、
公
準
も
、
其
他
　い如　
　か何　
な
る
名
称
を
附
せ
ら

る
る
と
も
此
種
の
も
の
は
、
　し

っ
か
い

悉
皆　
仮
定
（
ア
ッ
サ
ム
プ
シ
ョ
ン
）
に
過
ぎ
ざ
る
な
り
。（
ハ
イ
ポ
セ
シ
ス
と
ア
ッ
サ
ム
プ

シ
ョ
ン
と
を
区
別
す
る
に
足
る
適
訳
を
余
は
知
ら
ず
）。
帰
納
的
、
観
察
的
、
実
験
的
科
学
は
理
論
的
、
演
繹
的
、
論
証

的
科
学
の
基
礎
た
る
べ
き
仮
定
（
ア
ッ
サ
ム
プ
シ
ョ
ン
）
を
得
ん
と
勉
め
つ
つ
あ
る
な
り
。
　し

こ
う而　し

て
余
は
曰
わ
ん
と
す
。

其
仮
定
に
は
二
種
あ
る
こ
と
を
、
一
つ
は
経
験
の
結
果
　そ

の
ま
ま

其
儘　
を
陳
述
せ
る
仮
定
に
し
て
、
他
は
経
験
の
結
果
を
非
認
し

て
其
反
対
を
陳
述
せ
る
仮
定
な
り
。
例
え
ば
前
者
は
「
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
」
幾
何
学
の
基
礎
の
　ご

と如　
く
後
者
は
「
非
ユ
ー
ク

リ
ッ
ド
」
幾
何
学
の
基
礎
の
　ご

と如　
し
。
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既
に
仮
定
を
据
え
置
く
と
き
は
其
所
に
理
論
（
セ
オ
リ
ー
）
が
生
ず
る
な
り
、
理
論
的
科
学
（
セ
オ
レ
チ
カ
ル
・
サ

イ
エ
ン
ス
）
が
生
ず
る
な
り
。
仮
定
よ
り
演
繹
し
て
諸
種
の
真
理
を
得
る
こ
と
を
勉
む
る
な
り
。
此
諸
種
の
真
理
は
幾

何
学
に
於
て
　い

わ
ゆ
る

所
謂　
定
理
（
セ
オ
レ
ム
）
な
り
。
他
の
科
学
に
於
て
は
明
瞭
に
定
理
の
系
統
を
生
ぜ
ず
、
従
っ
て
定
理
に

相
当
す
る
称
呼
な
し
と
　

い
え
ど
も
雖　
、
全
く
類
似
の
状
態
を
為
す
。

数
学
以
外
の
科
学
に
於
て
は
経
験
の
結
果
　そ

の
ま
ま

其
儘　
を
陳
述
せ
る
仮
定
を
基
礎
と
す
る
が
故
に
　も若　
し
此
の
仮
定
よ
り
演
繹

し
来
れ
る
事
項
中
の
一
つ
が
、
吾
人
の
感
官
に
よ
り
て
知
得
す
る
或
現
象
と
矛
盾
す
る
こ
と
あ
る
と
き
は
、
換
言
す
れ

ば
理
論
上
は
　か

く斯　
の
　ご

と如　
き
現
象
な
か
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
論
決
せ
る
に
も
　か

か
わ拘　ら

ず
、
実
際
上
は
そ
れ
と
　や

や稍　
異
れ
る
、
或
は

大
に
異
れ
る
、
或
は
正
反
対
の
現
象
あ
る
を
経
験
す
る
こ
と
あ
り
し
と
き
は
、
前
に
定
め
た
る
仮
定
は
正
し
か
ら
ず
と

し
て
棄
て
ら
る
る
な
り
。
実
際
　か斯　
か
る
事
　し

ば
し
ば

屡
　々
起
る
。
故
に
自
然
科
学
の
　ご

と如　
き
は
前
に
云
え
る
が
　ご

と如　
く
現
在
に
於
て
実

験
的
研
究
と
理
論
的
研
究
と
（
全
く
正
反
対
の
方
向
を
持
せ
る
）
が
并
存
す
る
な
り
。

数
学
に
あ
り
て
は
　し

か然　
ら
ず
、
数
学
の
根
本
的
概
念
た
る
数
、
直
線
、
点
、
面
、
空
間
の
　ご

と如　
き
も
の
の
性
質
は
既
に
善
く

帰
納
的
に
、
接
近
的
に
、
極
限
的
に
定
め
ら
れ
た
り
。
此
等
を
基
礎
と
せ
る
理
論
は
確
固
と
し
て
抜
く
べ
か
ら
ず
。
　し

か然　
る

に
　な

お尚　
数
学
の
方
に
て
は
第
二
種
の
仮
定
即
ち
経
験
の
結
果
を
非
認
し
て
其
反
対
を
陳
述
し
た
る
仮
定
を
基
礎
と
す
、　し

こ
う而　し

て
両
様
の
数
学
の
理
論
が
全
然
相
矛
盾
し
た
る
事
項
を
包
含
す
る
に
至
る
。
　し

こ
う而　し
て
数
学
者
は
更
に
疑
わ
ず
。
両
者
共

に
論
理
的
正
確
を
得
た
る
も
の
と
し
て
両
々
相
持
せ
し
む
。
数
学
者
は
何
故
に
此
両
者
を
同
時
に
許
容
し
得
る
や
、
又

両
者
の
一
つ
の
み
真
に
し
て
他
は
真
な
ら
ざ
る
に
も
　か

か
わ拘　ら

ず
、
数
学
者
は
其
真
不
真
を
判
断
し
得
ざ
る
も
の
な
り
や
、
そ

れ
等
の
疑
問
は
未
だ
解
決
せ
ら
れ
ざ
る
も
の
な
り
。
一
時
は
此
両
者
例
え
ば
「
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
」
幾
何
学
と
「
非
ユ
ー

ク
リ
ッ
ド
」
幾
何
学
と
の
真
偽
を
、
経
験
に
訴
え
て
判
断
せ
ん
と
企
て
た
る
こ
と
あ
れ
ど
、
そ
れ
は
全
く
無
意
義
の
こ

と
と
し
て
、
今
は
　た

だ唯　
一
笑
に
附
せ
ら
る
る
過
去
の
夢
た
り
し
の
み
。
そ
は
　と兎　
に
　か

く角　
数
学
が
人
智
の
開
発
に
必
要
な
る
も
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の
と
し
て
教
育
上
の
一
科
目
と
な
り
居
る
と
き
に
は
上
述
の
演
繹
的
、
理
論
的
、
論
証
的
の
部
分
の
み
が
採
用
せ
ら
れ

居
る
な
り
。
故
に
通
例
数
学
は
演
繹
の
学
な
り
と
云
う
。
　し

か然　
れ
ど
も
其
基
礎
が
帰
納
的
に
経
験
的
に
形
成
せ
ら
れ
た
る

こ
と
は
明
白
の
こ
と
た
る
な
り
。

以
上
説
述
し
た
る
所
に
よ
れ
ば
科
学
の
発
達
の
　み

ち
す
じ

途
筋　
甚
だ
明
白
な
り
と
信
ず
。
　し

こ
う而　し
て
理
論
的
科
学
の
主
張
す
る
所

の
事
は
必
ず
し
も
　も

く
と
目
賭　
耳
聞
す
る
所
の
現
象
と
一
致
せ
ず
、
そ
は
一
致
す
る
こ
と
も
あ
る
べ
し
、
　し

か然　
れ
ど
も
一
致
せ
ざ
る

も
理
論
的
科
学
其
れ
自
身
に
は
更
に
患
う
る
所
な
か
る
べ
し
。
　し

こ
う而　し
て
理
論
的
科
学
を
研
究
し
つ
つ
あ
る
所
の
者
は
其

主
張
す
る
所
の
理
論
が
実
際
の
現
象
と
一
致
す
れ
ば
と
て
必
ず
し
も
喜
ぶ
べ
き
に
非
ず
。
既
に
一
致
す
る
と
云
う
こ
と

が
精
密
に
一
致
す
る
や
否
や
到
底
不
可
知
の
こ
と
に
属
す
れ
ば
な
り
。
　か

え
っ反　て
理
論
と
実
際
が
全
く
相
一
致
せ
ざ
る
―
―

　た
だ唯　
善
く
近
似
す
る
―
―
こ
と
こ
そ
期
待
せ
ら
る
べ
き
な
り
。

科
学
の
応
用
（
ア
ッ
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
と
云
う
こ
と
あ
り
、
之
れ
即
ち
理
論
的
科
学
に
於
て
得
た
る
理
論
を
実
際

現
象
に
適
用
す
る
こ
と
を
意
味
す
。
既
に
理
論
は
実
際
と
全
く
相
一
致
せ
ざ
る
こ
と
を
期
待
す
、
応
用
の
困
難
推
察
す

べ
き
な
り
。

上
述
の
愚
見
を
概
括
す
れ
ば
次
の
如
し
。

　ま先　
ず
帰
納
的
論
法
を
盛
ん
に
適
用
す
る
観
察
的
、
実
験
的
状
態
に
あ
る
時
、
次
に
基
礎
定
ま
り
て
演
繹
的
論
法
を
盛
ん

に
適
用
す
る
論
証
的
状
態
に
あ
る
時
、
終
に
其
論
証
的
研
究
の
結
果
を
再
び
実
際
現
象
に
適
用
す
る
時
、
是
れ
一
般
科

学
発
達
の
三
時
期
な
り
。
　い

ず何　
れ
を
各
科
学
の
本
体
と
云
う
べ
き
か
と
問
わ
ば
其
科
学
が
第
二
の
時
期
に
あ
る
も
の
を
指

す
。
第
一
の
時
期
に
あ
る
も
の
は
未
だ
其
科
学
の
本
体
を
具
備
せ
ざ
る
も
の
な
り
。
第
三
の
時
期
は
　む

し寧　
ろ
其
科
学
の
余

景
に
し
て
殆
ん
ど
科
学
者
の
関
係
す
る
所
に
あ
ら
ず
。
　な

お猶　
更
に
簡
約
し
て
云
わ
ば
、
具
体
よ
り
抽
象
に
入
り
更
に
　ま

た復　
具

体
に
返
す
と
云
う
べ
き
な
り
。
例
を
取
り
て
云
え
ば
　あ

た
か恰　も
二
次
方
程
式
の
応
用
問
題
の
解
法
の
　ご

と如　
し
。
　ま先　
ず
問
題
の
意
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義
を
玩
味
熟
考
し
て
二
次
方
程
式
を
作
る
。
次
に
其
方
程
式
を
解
き
て
未
知
数
を
求
む
。
終
に
其
根
を
再
び
題
意
に
適

す
る
形
に
改
め
適
せ
ざ
る
も
の
は
棄
つ
。（
　け

だ蓋　
し
方
程
式
は
概
括
の
結
果
と
し
て
当
面
の
問
題
よ
り
も
広
き
内
容
を
有
す

れ
ば
応
用
の
際
所
得
の
数
値
の
中
或
も
の
が
棄
て
ら
る
る
こ
と
あ
る
は
　む

し寧　
ろ
当
然
の
こ
と
な
れ
ば
な
り
。
此
例
は
　も

ち
ろ
ん

勿
論　

　さ前　
き
の
所
論
と
は
全
然
同
様
な
り
と
云
う
に
は
非
ざ
れ
ど
も
、
多
少
　さ前　
き
の
所
論
の
模
様
を
推
量
す
る
に
便
な
ら
ん
。）

余
は
科
学
特
に
数
学
を
研
究
し
つ
つ
あ
る
も
の
の
一
人
と
し
て
　に

ょ
じ
ょ
う

如
上　
の
説
を
持
す
。
他
の
科
学
を
専
攻
し
つ
つ
あ
る
所

の
人
々
及
更
に
深
遠
な
る
べ
き
哲
学
を
専
攻
し
つ
つ
あ
る
所
の
人
々
が
同
一
の
説
を
持
せ
ら
る
る
や
否
や
知
ら
ず
。
終

り
に
臨
み
て
余
は
科
学
的
研
究
の
状
態
及
結
果
を
　そ

の
ま
ま

其
儘　
此
所
に
引
用
す
る
こ
と
を
避
け
た
る
よ
り
、
　か

え
っ反　て

非
科
学
的
論

法
を
以
て
　な

が
な
が
し
く

長
々
敷　
拙
劣
た
る
愚
見
を
述
べ
た
る
こ
と
を
謝
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

（
明
治
四
十
年
八
月
二
十
六
日
稿
）

（
明
治
四
十
年
九
月
十
日
発
行
哲
学
雑
誌
第
二
百
四
十
七
号
）
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第
三
、
経
験
の
範
囲
と
宇
宙
の
限
界

我
等
数
学
者
（
数
学
を
益
深
く
研
究
せ
ん
と
企
つ
る
所
の
人
と
云
う
意
味
に
於
て
）
は
、
宇
宙
の
大
さ
を
無
限
な
り
と

も
考
え
る
、
又
宇
宙
の
大
さ
を
有
限
な
り
と
も
考
え
る
、
此
の
現
実
の
宇
宙
の
大
さ
が
無
限
な
る
や
、
　は

た将　
又
有
限
な
る

や
は
我
等
の
問
う
所
で
な
い
、
我
等
は
有
限
大
の
宇
宙
を
も
、
無
限
大
の
宇
宙
を
も
構
想
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
言
う

の
で
あ
る
、
此
の
現
実
の
宇
宙
の
大
さ
が
有
限
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
と
言
う
人
は
、
我
等
は
取
り
合
わ
な
い
、
少

く
と
も
我
等
が
数
学
と
云
う
科
学
を
研
究
し
つ
つ
あ
る
間
は
、
全
く
取
り
合
わ
な
い
、
　も若　
し
立
場
を
変
え
て
数
学
の
範

囲
外
に
出
ず
れ
ば
、
こ
れ
等
を
も
議
論
せ
ぬ
で
は
な
い
が
、
　し

か併　
し
な
が
ら
今
は
唯
数
学
的
理
論
の
基
礎
の
据
え
付
け
様

次
第
に
よ
っ
て
、
種
々
の
宇
宙
　も

し若　
く
は
空
間
（
　こ

こ茲　
に
同
一
の
意
義
を
有
す
る
も
の
と
す
る
）
を
構
想
す
る
こ
と
が
出
来

る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

理
論
の
基
礎
は
、
我
等
が
人
間
で
あ
る
以
上
、
　も

ち
ろ
ん

勿
論　
経
験
に
拠
る
所
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
　し

か併　
し
な
が
ら
此
所
に
大

に
読
者
の
注
意
を
喚
起
し
た
い
こ
と
が
あ
る
、
我
等
は
他
の
或
種
の
科
学
を
研
究
せ
ら
る
る
人
の
よ
う
に
経
験
万
能
主

義
を
主
張
し
な
い
、
経
験
に
よ
る
と
云
う
以
上
は
経
験
を
尊
重
せ
ぬ
で
は
な
い
、
否
　む

し寧　
ろ
其
の
人
々
よ
り
も
経
験
の
価

値
を
認
め
て
居
る
と
信
ず
る
、
　し

か併　
し
な
が
ら
経
験
を
尊
重
す
る
と
同
時
に
経
験
の
過
重
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
も
知
っ

て
居
る
、
経
験
よ
り
言
え
ば
、
此
の
現
実
の
空
間
は
　い如　
　か何　
に
も
無
限
に
拡
が
れ
る
も
の
の
様
で
あ
る
か
ら
、
反
対
者
は

空
間
の
大
さ
が
有
限
な
り
と
す
れ
ば
、
其
の
有
限
界
以
外
は
何
か
、
そ
れ
は
空
間
に
あ
ら
ざ
る
か
と
言
う
て
質
問
す
る
、

そ
れ
は
不
可
知
界
だ
と
か
言
わ
ぬ
で
は
な
い
が
、
此
の
質
問
に
は
我
等
数
学
者
は
全
く
返
答
せ
ぬ
で
よ
ろ
し
い
、
何
と

な
れ
ば
、
其
の
有
限
な
る
空
問
以
外
を
考
え
る
等
と
云
う
こ
と
は
、
即
ち
経
験
の
結
果
が
終
始
脳
裡
に
残
っ
て
居
る
か

ら
で
あ
る
、
　い如　
　か何　
に
も
経
験
に
て
は
、
　こ

れ
だ
け

此
丈　
の
範
囲
と
言
え
ば
　そ夫　
れ
以
外
の
範
囲
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
け
れ
ど
も
、
我

等
は
経
験
を
超
脱
す
る
の
で
、
有
限
の
大
さ
を
有
す
と
し
た
る
其
の
空
間
の
外
な
ど
と
は
無
意
義
の
こ
と
と
し
か
思
わ
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れ
な
い
、
従
っ
て
其
の
空
間
の
外
の
状
態
の
　ご

と如　
き
は
我
等
の
論
題
に
な
ら
な
い
、
其
の
空
間
の
外
を
考
え
ね
ば
気
が
す

ま
ぬ
な
ど
と
言
う
は
、
我
等
か
ら
見
れ
ば
我
等
の
理
論
の
基
礎
を
知
ら
な
い
人
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

我
等
の
論
究
す
る
所
の
事
項
は
論
理
上
有
り
得
る
こ
と
と
す
る
も
、
経
験
上
有
り
得
な
い
と
言
う
人
も
あ
る
、
そ
れ

は
全
く
空
論
で
あ
る
、
臆
説
で
あ
る
と
言
っ
て
非
難
す
る
人
が
あ
る
、
　し

か然　
れ
ど
も
、
我
等
か
ら
見
れ
ば
我
等
の
研
究
す

る
所
は
、
空
論
中
の
空
論
で
あ
る
、
臆
説
中
の
臆
説
で
あ
る
、
我
等
の
為
す
所
は
主
観
的
で
あ
る
客
観
的
で
な
い
、
知
覚

に
よ
っ
て
客
観
の
事
物
の
真
相
が
知
ら
れ
得
る
も
の
と
す
る
実
在
的
経
験
論
で
は
な
い
、
　も

ち
ろ
ん

勿
論　
前
に
も
言
う
通
り
、
我

等
は
知
覚
に
よ
り
て
事
物
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
　し

か併　
し
之
れ
に
理
性
即
ち
純
粋
思
考
を
必
ず
加
え
ね
ば
な
ぬ
。
其
の
純

粋
思
考
が
知
覚
の
変
形
か
　い

か
ん
如
何　
か
は
知
ら
ぬ
け
れ
ど
も
、
必
ず
理
性
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
、
故
に
経
験
的
観
念

論
と
で
も
言
え
ば
よ
い
の
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
哲
学
者
は
此
の
辺
の
分
類
に
精
細
で
あ
る
よ
う
な
れ
ど
も
我
等
は

我
等
の
取
る
途
を
進
め
ば
よ
い
故
に
、
其
の
　い

ず何　
れ
の
部
類
に
属
す
る
か
は
問
う
所
で
な
い
。

AX Y

限無 限無

図七十第

読
者
は
中
等
数
育
の
数
学
教
科
書
に
於
て
「
全
部
は
各
部
の
和
に
等
し
」
と
言
う
こ
と
を
真
な
り
と

仮
定
し
て
議
論
を
進
め
た
で
あ
ろ
う
、
こ
れ
は
我
等
が
公
理
と
名
づ
く
る
も
の
で
あ
る
、
公
理
は
必
然

に
真
な
り
や
と
言
え
ば
、
我
等
は
真
な
り
や
否
や
知
ら
ぬ
と
答
え
る
、
　こ

こ茲　
に
　よ

う
か
ん

羊
羹　
の
一
片
を
取
る
、
　こ

れ之　

を
　こ

が
た
な

小
刀　
に
て
二
つ
に
分
け
る
、
　こ

れ之　
を
又
前
の
通
り
に
続
ぎ
合
わ
せ
る
、
元
の
通
り
に
な
る
、(

そ
の
　よ

う
か
ん

羊
羹　

の
小
部
分
が
　こ

が
た
な

小
刀　
の
両
表
面
に
多
少
附
著
す
る
か
ら
、
前
よ
り
少
し
減
る
と
言
う
こ
と
は
無
き
も
の
と

し
て
）
は
誰
も
皆
左
様
に
認
め
る
、
　し

か併　
し
こ
れ
は
有
限
界
の
経
験
に
過
ぎ
な
い
。
今
　も若　
し
一
つ
の
無
限

に
雙
方
へ
長
き
直
線
を
考
え
、
之
を
或
任
意
の
一
点
に
於
て
両
断
し
た
と
考
え
る
、
全
直
線
は
二
つ
の

部
分
に
分
た
れ
た
全
直
線
を
XY
と
名
づ
け
、
両
部
分
を
XA
AY
と
名
づ
け
る
。

其
の
中
の
一
部
分
XA
を
取
り
て
A
が
Y
の
方
に
進
む
よ
う
に
（
此
図
で
は
右
の
方
へ
進
む
様
に
）
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動
か
し
て
行
く
、
XA
の
長
さ
は
無
限
で
あ
る
、（
X
の
方
に
於
て
）
故
に
A
を
Y
の
方
へ
　い

く
ば
く

幾
許　
押
し
　や遣　
る
と
も
、
　い

く
ば
く

幾
許　

で
も
X
の
方
か
ら
出
て
来
る
、
段
々
A
を
Y
の
方
へ
押
し
　や遣　
る
、
之
を
無
限
に
押
し
　や遣　
る
、
終
極
に
於
て
XA
は
元
の

全
直
線
XY
と
重
ね
合
わ
す
こ
と
が
出
来
る
、
即
ち
無
限
大
と
言
う
こ
と
を
考
う
る
以
上
は
「
全
部
は
其
の
一
部
に
等
し
」

と
も
考
え
ら
れ
る
、
我
等
は
経
験
を
超
脱
し
た
、
之
を
公
理
の
一
と
し
て
幾
何
学
を
構
成
す
る
こ
と
が
出
来
る
、
　も

ち
ろ
ん

勿
論　

普
通
の
幾
何
学
と
は
違
う
。

A
点
を
Y
に
押
し
　や遣　
る
と
言
え
ば
、
経
験
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
、
　し

か併　
し
有
限
の
処
ま
で
押
し
　や遣　
る
こ
と
は
経
験
す
る

こ
と
が
出
来
る
け
れ
ど
も
、
無
限
に
遠
き
所
ま
で
押
し
　や遣　
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
即
ち
経
験
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
経

験
の
範
囲
内
に
於
て
は
「
全
部
は
一
部
よ
り
大
な
り
」
で
あ
る
、
経
験
を
超
ゆ
れ
ば
「
全
部
は
一
部
に
等
し
」
で
あ
る
、

　い
ず何　
れ
と
も
思
わ
れ
る
、
思
う
て
　さ

し
つ
か

差
支　
え
は
更
に
な
い
。

我
等
数
学
者
は
経
駿
の
結
果
を
尊
重
す
る
、
こ
れ
等
の
結
果
を
基
礎
と
し
て
数
学
　た

と例　
え
ば
幾
何
学
を
構
成
す
る
、
　し

か併　

し
こ
れ
等
の
結
果
の
　い

ず何　
れ
に
て
も
随
意
に
之
を
非
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
、
経
験
の
結
果
は
経
験
の
仕
様
が
悪
し
き
故

に
誤
り
な
り
と
す
る
も
よ
し
、
或
い
は
又
経
験
は
有
限
界
に
限
ら
る
る
故
に
、
無
限
界
に
於
て
は
此
結
果
は
適
用
す
る

　あ
た能　
わ
ず
と
す
る
も
よ
し
、
精
査
す
れ
ば
、（
今
之
を
　こ

こ茲　
に
述
べ
な
い
）
色
々
理
由
の
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
其

理
由
は
　と兎　
に
　か

く角　
、
経
験
の
結
果
を
非
認
す
る
、
此
所
が
数
学
的
思
考
の
自
由
な
る
所
で
あ
っ
て
、
仮
り
に
此
の
経
験
の

結
果
が
五
箇
あ
り
と
す
る
、
之
を
基
礎
と
し
て
数
学
が
一
つ
出
来
る
、
そ
の
中
一
つ
を
非
認
す
れ
ば
、
新
数
学
が
五
つ

出
来
る
、
そ
の
中
二
つ
を
非
認
す
れ
ば
新
数
学
が
十
箇
出
来
る
、
そ
の
中
三
つ
を
非
認
す
れ
ば
新
数
学
が
十
箇
出
来
る
、

そ
の
中
四
つ
を
非
認
す
れ
ば
、
新
数
学
が
五
箇
出
来
る
、
　す

べ総　
て
を
非
認
す
れ
ば
、
又
新
数
学
が
一
箇
出
来
る
。

読
者
は
甲
数
に
乙
数
を
乗
じ
た
る
積
は
乙
数
に
甲
数
を
乗
じ
た
る
積
に
等
し
と
言
う
こ
と
を
承
認
す
る
、
　し

か然　
る
に
数

学
者
は
此
の
原
理
に
背
反
し
た
る
も
の
、
即
ち
此
の
二
数
の
積
は
相
等
し
か
ら
ず
と
言
う
原
理
を
基
礎
と
し
て
、
数
学
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を
建
設
し
得
る
の
で
あ
る
、
こ
れ
一
見
奇
妙
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
理
論
上
少
し
も
　さ

し
つ
か

差
支　
え
の
な
い
こ
と
で
あ
る
、
　し

か然　
ら

ば
其
の
様
な
こ
と
を
　や遣　
っ
て
居
た
と
て
何
の
役
に
も
立
つ
ま
い
と
多
く
の
人
は
言
う
け
れ
ど
も
、
役
に
立
つ
と
か
立
た

ぬ
と
か
は
、
元
来
我
等
の
考
う
べ
き
所
で
な
い
、
又
　も若　
し
之
を
考
え
た
と
す
れ
ば
、
将
来
大
に
役
に
立
つ
見
込
で
あ
る

の
み
な
ら
ず
、
既
に
過
去
に
於
て
も
大
に
役
に
立
っ
て
居
る
と
答
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

少
し
前
置
き
が
永
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
之
は
決
し
て
不
必
要
で
あ
る
訳
で
は
な
い
、
本
題
の
　ご

と如　
き
空
間
の
無
限
、
有

限
等
を
論
ず
る
際
に
は
、
是
非
心
得
て
居
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
故
に
、
少
し
述
べ
た
の
で
あ
る
、
此
の
事
を
我

等
は
数
学
的
思
考
の
自
由
と
言
う
。

読
者
は
幾
何
学
の
図
形
の
学
問
（
こ
れ
は
完
全
な
る
定
義
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
　ま先　
ず
今
　か斯　
く
す
る
も
　さ

し
つ
か
え

差
支　
な
き
故

に
之
に
て
満
足
な
り
と
し
て
置
く
）
で
あ
る
こ
と
は
、
充
分
承
知
せ
ら
る
る
こ
と
と
思
う
、
其
の
　い

わ
ゆ
る

所
謂　
図
形
に
色
々
あ

る
、
其
の
中
に
直
方
形
と
言
う
が
あ
る
、
古
く
は
直
方
形
と
言
っ
た
が
、
今
は
多
く
　く矩　
　け

い形　
と
言
う
、
　い如　
　か何　
な
る
も
の
な

る
か
と
言
う
に
、

「
四
つ
の
角
が
皆
直
角
な
る
四
角
形
を
矩
形
と
言
う
」

之
が
そ
の
定
義
で
あ
る
、
此
の
簡
単
な
る
定
義
は
、
更
に
疑
を
挿
む
所
が
無
き
様
に
明
々
白
々
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

実
は
左
様
で
は
な
い
、
空
間
の
大
さ
が
有
限
な
り
や
、
　は

た将　
又
、
無
限
な
り
や
が
分
る
る
点
は
、
実
に
此
の
定
義
の
中
に

含
ま
れ
て
居
る
と
言
っ
て
よ
い
、
　い如　
　か何　
様
に
此
の
定
義
に
向
っ
て
疑
を
挾
さ
む
か
と
言
う
に
、
四
ッ
の
角
が
皆
直
角
な

る
が
　ご

と如　
き
四
角
形
が
、
現
実
に
存
在
す
る
や
否
や
が
大
な
る
疑
問
で
あ
る
、
数
学
者
以
外
の
人
は
現
に
目
の
当
り
、
そ

の
様
な
四
角
形
が
あ
る
か
ら
仕
方
が
な
い
と
言
う
、
我
等
数
学
者
は
之
に
答
え
て
、
そ
れ
は
有
り
も
し
よ
う
が
、
そ
の

様
な
四
角
形
が
無
い
と
も
思
わ
れ
る
と
　い曰　
う
、
　な

お猶　
詳
細
に
説
明
し
よ
う
。

　こ
こ茲　
に
AB
な
る
直
線
（
其
の
長
さ
有
限
）
あ
り
て
、
そ
の
両
端
に
AB
と
直
角
を
な
す
所
の
二
直
線
AC
及
び
BD
を
引
く
、 ―― 104 ――



即
ち
角

BAC
と
角

ABD
と
は
直
角
で
あ
る
、
AC
中
に
随
意
に
一
点
C
を
定
め
、
AC
と
直
角
を
な
す
所
の
直
線
CD
を
引
き
、
BD

と
交
わ
る
所
の
点
を
D
と
命
ず
る
、
角

ACD
は
直
角
で
あ
る
。

A B

C D

第十八図　

さ
て
此
の
方
法
で
出
来
た
図
形
が
　く矩　
　け

い形　
即
ち
四
角
が
皆
直
角
な
る
四
角
形

な
り
と
速
断
し
て
は
な
ら
な
い
、
　い如　
　か何　
に
も
三
つ
の
角
は
直
角
で
あ
る
、
け

れ
ど
も
第
四
角

BDC
は
直
角
で
あ
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
、
之
が
直
角
で

あ
る
と
言
う
こ
と
を
主
張
す
る
に
は
証
明
（
証
明
の
意
義
を
今
　こ

こ茲　
に
詳
説
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
）
す
る
こ
と
を
要
す
る
、
　し

か然　
る
に
其
の
証
明
が
我
等

数
学
者
に
は
出
来
な
い
、
　か斯　
く
言
わ
ば
、
数
学
者
は
誠
に
智
慧
の
無
き
人
類

の
様
で
あ
る
、
実
際
こ
の
点
に
　つ

い就　
て
は
、
智
慧
が
な
い
、
分
ら
な
い
と
白
状
す
る
、
こ
の
方
が
分
っ
た
振
を
す
る
よ
り

も
余
程
よ
い
の
で
あ
る
、
少
し
幾
何
学
を
学
び
た
る
人
は
、
之
に
証
明
を
施
す
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
其
の
証
明
は
皆

悪
る
い
、
そ
の
こ
と
は
、
後
に
述
ぶ
る
こ
と
を
熟
読
す
れ
ば
分
か
る
と
思
う
。

先
き
の
方
法
の
様
に
、
　ま先　
ず
角B

A
C

と
角A

B
D

と
が
直
角
で
あ
る
様
に
二
つ
の
直
線
AC
及
び
BD
を
引
き
、
次
に
AC

と
BD
と
の
長
さ
を
等
し
く
し
て
C
点
及
び
D
点
を
定
め
、
CD
を
通
過
す
る
直
線
を
引
く
、
　か斯　
く
し
て
得
ら
る
る
図
形
も

初
等
幾
何
学
に
於
て
は
　く矩形　
で
あ
る
と
す
る
、
　し

か然　
し
な
が
ら
此
の
方
法
に
よ
れ
ば
、
二
つ
の
角A

C
D

及
びB

D
C

が
皆

直
角
な
る
や
否
や
更
に
分
ら
な
い
、
　か

く斯　
の
　ご如　
く
、
　い如　
　か何　
に
も
現
実
に
存
在
し
そ
う
な
る
図
形
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
其
の

図
形
に
名
称
を
附
す
る
前
に
は
、
必
ず
果
し
て
其
図
形
が
存
在
す
る
や
否
や
を
よ
く
調
べ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
　も若　
し
存
在
す

る
も
よ
し
、
又
存
在
せ
ず
と
す
る
も
よ
し
と
な
ら
ば
、
　こ

こ茲　
に
異
種
の
幾
何
学
が
分
か
れ
て
生
ず
る
こ
と
と
な
る
、
そ
し

て
、
　い

ず何　
れ
も
正
し
い
の
で
あ
る
、
但
し
此
の
二
つ
の
角A

C
D

及
びB

D
C

の
相
等
し
き
こ
と
は
直
ち
に
分
る
、
証
明
が
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出
来
る
、
其
の
証
明
と
は
次
ぎ
の
様
な
も
の
で
あ
る
。

A' B'

C' D'

第十九図　
別
に
前
と
全
く
同
様
の
作
法
に
て
出
来
た
同
大
の
図
形
を
考
え
る
、
即
ち

A
′B

′
=

A
B，

（
=
は
相
等
し
き
こ
と
を
表
わ
す
符
号
）

A
′C

′
=

B
′D

′
=

A
C
=

B
D，

角
B
′A

′C
′
=
角

A
′B

′D
′
=
角

B
A
C

=
角

A
B
D

=
直
角

と
す
る
、
一
つ
の
図
形A

′B
′C

′D
′

と
他
の
図
形A

B
C
D

と
は
重
ね
て
合
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
す
る
、（
之
が
出
来
な

い
空
間
と
す
れ
ば
又
全
く
別
の
幾
何
学
が
出
来
る
）
　し

か然　
ら
ば

　
　
　
　
　角

A
′C

′D
′
=
角

A
C
D，
角

B
′D

′C
′
=
角

B
D
C

で
あ
る
、
次
ぎ
に
一
方
の
図
形A

′B
′C

′D
′

を
裏
返
し
に
し
て
、
他
の
図
形A

B
C
D

の
上
に
置
く
、
詳
言
す
れ
ば
、
A′B′

の

裏
返
し
に
な
っ
た
る
も
の
を
AB
の
上
に
重
ね
て
揃
え
る
こ
と
に
し
た
れ
ば
、
D′

は
C
の
上
に
来
り
、
C′

は
D
の
上
に
来

り
、
そ
し
て
二
点
の
間
に
は
　た

だ唯　
一
つ
の
直
線
が
あ
る
こ
と
故
、
CD
と
D′C′

と
が
相
重
な
る
、
故
に
角B

′D
′C

′

は
角A

C
D

と
重
な
り
て
相
等
し
い
、
又
角A

′C
′D

′

はB
D
C

と
重
な
り
て
相
等
し
い
、
即
ち

　
　
　
　
　角

B
′D

′C
′
=
角

A
C
D
.
角

A
′C

′D
′
=
角

B
D
C
.

之
を
前
の
結
果
と
合
す
れ
ば

　
　
　
　
　角

A
C
D

=
角

B
D
C
.
角

A
′C

′D
′
=
角

B
′D

′C
′.

と
な
る
、
之
が
証
明
で
あ
る
、
故
に

二
つ
の
角A

C
D

とB
D
C

と
は
互
に
相
等
し
い
。
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　し
か併　
し
な
が
ら
、
両
角
が
共
に
直
角
な
る
や
、
鋭
角
な
る
や
、
　は

た
ま
た

将
又　
鈍
角
な
る
や
、
更
に
分
ら
な
い
、
其
の
証
明
は
数
学

者
に
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
、
　そ夫　
れ
故
に
此
の
三
つ
の
場
合
を
別
々
に
し
て
、
　そ

れ
ぞ
れ

夫
　々
幾
何
学
を
建
設
す
る
こ
と
に
す
る
。

第
一
　
両
角
が
共
に
直
角
な
る
時

此
の
時
の
幾
何
学
を
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
幾
何
学
と
言
い
て
、
普
通
中
等
教
育
で
教
う
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
　
両
角
が
共
に
鋭
角
な
る
時

此
の
時
の
幾
何
学
は
ロ
バ
チ
ュ
ー
ス
キ
ー
、
ボ
リ
ア
イ
の
幾
何
学
と
言
う
。

第
三
　
両
角
が
共
に
鈍
角
な
る
時

此
の
時
の
幾
何
学
は
リ
ー
マ
ン
の
幾
何
学
と
言
う
。

A B

C DK

H

第二十図　
第
一
と
第
二
と
の
幾
何
学
が
真
な
る
　ご

と如　
き
空
間
は
其
の
大
さ
が
無
限
で
あ
っ
て
、

第
三
の
幾
何
学
が
真
な
る
　ご

と如　
き
空
間
は
其
の
大
さ
が
有
限
で
あ
る
、
空
間
の
大

さ
が
無
限
と
も
思
わ
れ
有
限
と
も
思
わ
れ
る
は
、
実
に
彼
の
二
つ
の
角
が
鈍
角

な
ら
ざ
る
や
否
や
と
言
う
こ
と
に
繋
が
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。

第
一
の
幾
何
学
に
於
て
は
CD
は
AB
に
等
し
。

第
二
の
幾
何
学
に
於
て
は
CD
は
AB
よ
り
長
し
。

第
三
の
幾
何
学
に
於
て
は
CD
は
AB
よ
り
短
し
。

今
之
を
証
明
し
よ
う
、
AB
の
中
点
を
H
と
す
る
即
ち

　
　
　
　
　A

H
=

B
H

と
す
る
、
　し

こ
う而　し
て
AB
と
直
角
を
な
す
所
の
直
線
HK
を
引
く
、
HK
を
折
目
と
し
て
図
形H

B
D
K

を
折
り
返
し
て
他
の
図
形

H
A
C
K

の
上
に
重
ね
る
時
は
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　角

B
H
K

=
角

A
H
K
（
共
に
直
角
）

な
る
故
に
、
HB
の
方
向
は
HA
の
方
向
に
重
な
り
、A

H
=

B
H

な
る
故
に
、
B
点
は
A
点
と
合
す
る
、
又

　
　
　
　
　角

H
B
D

=
角

H
A
C
（
共
に
直
角
）

な
る
故
に
、
BD
の
方
向
は
AC
の
方
向
に
重
な
り

　
　
　
　
　B

D
=

A
C

な
る
故
に
、
D
点
は
C
点
に
重
な
る
、
　し

こ
う而　し
て
K
点
は
動
か
ぬ
に
故
に
、
KD
線
は
KC
線
に
重
な
る
、
故
に
角H

K
D

は

角H
K
C

に
重
な
る
、
　し

こ
う而　し
てC

K
D

は
直
線
で
あ
る
故
に
次
の
　ご

と如　
く
な
る
。

　
　
　
　
　角

H
K
D

=
角

H
K
C
=
直
角
，
K
D

=
K
C
.

　し
か然　
ら
ば
四
角
形A

H
K
C

に
於
て
は
三
角
が
皆
直
角
で
唯
、
角A

C
K

の
み
直
角
の
こ
と
も
あ
り
、
鋭
角
の
こ
と
も
あ
り
、

鈍
角
の
こ
と
も
あ
る
。

A C

H K

A'

第二十一図　

今
こ
の
四
角
形
を
横
に
画
い
た
と
思
う
、
HA
及
び
KC
は
共
に
HK
と
直
角
を
な
す
。

　も若　
し
KC
が
HA
に
等
し
い
と
す
れ
ば
前
に
証
明
し
た
る
と
同
様
に
て

　
　
　
　
　角

A
C
K

=
角

C
A
H

=
直
角

と
な
り
、
従
っ
て
角A

C
K

が
直
角
と
な
る
。

　も若　
し
KC
が
HA
よ
り
大
な
り
と
す
れ
ば
HA
を
A′

ま
で
延
長
し
て
、
HA′

を
KC
に
等
し
と
す

る
、
　し

か然　
ら
ば
又

　
　
　
　
　角

A
′C
K

=
角

C
A
′H

　し
か然　
る
に

　
　
　
　
　角

A
C
K

<
角

A
′C
K
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（<

は
開
け
る
側
に
あ
る
も
の
を
大
な
り
と
す
る
符
号
）

又　
　
　
　
　角

C
A
′H

<
角

C
A
H

（
之
は
容
易
に
証
明
が
出
来
る
、
但
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
様
に
、角

C
A
H

=
角

C
A
′H

+
角

A
′C
A

と
速
断
し
て

は
な
ら
ぬ
）

故
に　

　
　
　
　角

A
C
K

<
角

C
A
H
.

即
ち　

　
　
　
　角

A
C
K

<
直
角

　も若　
し
KC
が
HA
よ
り
小
な
り
と
す
れ
ば
、
今
度
は
KC
を
延
長
し
て
前
の
　ご

と如　
く
論
ず
れ
ば

　
　
　
　
　角

A
C
K

>
直
角

と
な
る
。

此
の
故
に
論
理
学
の
法
則
に
よ
り
て

角
A
C
K
が
直
角
な
る
時
は

K
C
=

H
A
.

角
A
C
K
が
鋭
角
な
る
時
は

K
C
>

H
A
.

角
A
C
K
が
鈍
角
な
る
時
は

K
C
<

H
A
.

故
に
KC
の
二
倍
CD
と
HA
の
二
倍
AB
と
を
比
較
す
る
時
は
前
陳
の
　ご

と如　
くC

D
=

A
B

或
い
はC

D
>

A
B

或
い
はC

D
<

A
B

と
な
る
。

第
一
の
幾
何
学
に
於
て
は
三
角
形
の
三
角
の
和
は
二
直
角
に
等
し
。
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第
二
の
幾
何
学
に
於
て
は
三
角
形
の
三
角
の
和
は
二
直
角
よ
り
小
な
り
。

第
三
の
幾
何
学
に
於
て
は
三
角
形
の
三
角
の
和
は
二
直
角
よ
り
大
な
り
。

A

C

B

D

　　第二十二図　

何
と
な
れ
ば
、
今
　こ

こ茲　
に
任
意
の
三
角
形A

B
D

を
取
り
角
B
を
直
角
と
す
る
、
AB
と
直

角
を
な
す
AC
を
引
きA

C
=

B
D

な
ら
し
め
、
CD
を
引
く
。

C
D

=
A
B

な
る
時
は
三
角
形A

D
B

と
三
角
形D

A
C

と
は
三
辺
が
　そ

れ
ぞ
れ

夫
　々
相
等
し
く
し
て
、

　
　
　
　
　角
A
D
B
=
角

D
A
C

と
な
る
、
　し

か然　
る
に
、角

D
A
C
+
角

D
A
B

は
直
角
で
あ
る
、
故
に角

A
D
B
+
角

D
A
B
+

角
A
B
D

は
二
直
角
で
あ
る
。

C
D

>
A
B

な
る
時
は
、
角A

D
B
<
角

D
A
C

と
な
る
（
此
の
証
明
も
普
通
幾
何
学
の

様
に
至
っ
て
簡
単
で
あ
る
）
故
に角

A
D
B
+
角

D
A
B
+
角

A
B
D

は
二
直
角
よ
り
小
で
あ
る
。

C D D' D''

P E

F

第二十三図　

同
様
にC

D
<

A
B

な
る
時
は
此
の
和
が
二
直
角
よ
り
大
で
あ
る
。

故
に
前
陳
の
事
は
任
意
の
直
角
三
角
形
に
向
っ
て
真
理
で
あ
る
、
直
角
三
角
形
に
非
ざ
る

任
意
の
三
角
形
は
二
つ
の
直
角
三
角
形
に
分
つ
事
が
出
来
る
、
其
の
各
直
角
三
角
形
に
向
て

上
述
の
結
果
を
適
用
し
、
其
和
を
求
め
、
　し

こ
う而　し
て
二
直
角
を
減
ず
れ
ば
、
前
陳
の
事
は
又
任

意
の
三
角
形
に
向
っ
て
も
真
理
で
あ
る
。

次
ぎ
に
余
の
　こ

こ茲　
に
説
述
せ
ん
と
す
る
事
項
は
即
ち
本
論
の
目
的
で
あ
る
。

第
一
及
び
第
二
の
幾
何
学
に
於
て
は
、
直
線
の
長
さ
は
無
限
な
り
。

第
三
の
幾
何
学
に
於
て
は
、
直
線
の
長
さ
は
有
限
な
り
。

今
此
の
定
理
を
証
明
し
よ
う
と
思
う
。
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直
線
CF
（
前
頁
の
図
）
と
直
角
を
な
す
所
の
直
線
PC
を
引
く
、
　し

こ
う而　し
て
CF
線
上
に
D
D′

D′′

等
の
諸
点
を
次
ぎ
の
　ご

と如　
く

に
定
む
る
、
即
ち

　
　
　
　
　C

D
=

P
C

　
　
　
　
　D

D
′
=

P
D

　
　
　
　
　D

′D
′′
=

P
D
′等

　し
か
ら然　ば
三
種
の
幾
何
学
の
中
、
　い

ず何　
れ
に
し
て
も
PC
の
長
さ
を
余
り
長
か
ら
し
め
ず
ば
、
PC
は
PD
PD′

PD′′

線
等
よ
り
短
か
い
、

故
に

　
　
　
　
　P

D
>

P
C

　
　
　
　
　

>
C
D

故
に
　
　
　C

D
′
=

C
D
+
D
D
′

　
　
　
　
　

=
C
D
+
P
D

　
　
　
　
　

>
2C

D

次
に
　
　
　P
D

>
P
C

　
　
　
　
　

>
C
D

故
に
　
　
　C

D
′′
=

C
D
′+

D
′D

′′

　
　
　
　
　

=
C
D
′+

P
D
′

　
　
　
　
　

>
3C

D
等

即
ち
CD′

は
CD
の
二
倍
よ
り
長
く
、
CD′′

は
CD
の
三
倍
よ
り
長
く
、
　お逐　
う
て
同
様
で
あ
る
。

今
之
よ
り
三
種
の
幾
何
学
を
区
別
す
る
こ
と
と
す
る
。
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⑴
　
第
一
の
幾
何
学
の
場
合
。

こ
の
場
合
に
於
て
は

　
　
　
　　

角
C
P
D

=
直
角
の
半
，

　
　
角

C
D
P
=
直
角
の
半
，

角
D
P
D
′
=
角

C
P
D
の
半
，
　
　
角

C
D
′P

=
角

C
D
P
の
半
，

角
D
′P
D
′′
=
角

D
P
D
′の
半
等
，　
　
角

C
D
′′P

=
角

C
D
′P
の
半
等
，

故
に角

C
P
D

、角
D
P
D
′

、角
D
′P
D
′′

等
は
幾
何
級
数
即
ち
等
比
級
数
を
な
し
、
其
の
公
比
は
1

2
で
あ
る
、
即
ち

其
中
の
一
は
其
の
前
に
あ
る
角
の
半
で
あ
る
、
是
ら
の
諸
角
の
和
は

　
　
　
　
　

角
C
P
D
+
角

D
P
D
′+
角

D
′P
D
′′+

······

　
　
　
　
　=

12 直
角

+
14 直
角

+
18 直
角

+
······

に
し
て
、
即
ち

　
　
　
　
　12 直

角
× (

1
+

12
+

14
+
······ )

=
12 直
角

×
1

1
−

12

即
ち
直
角
に
等
し
い
、
換
言
す
れ
ば
、
D

D′

D′′

点
等
を
漸
次
定
め
行
く
時
は
、角

C
P
D

、角
C
P
D
′

、角
C
P
D
′′

等

は
漸
次
直
角
に
近
迫
す
る
の
で
あ
る
、
　し

こ
う而　し

て角
C
D
P

、角
C
D
′P

、
角C

D
′′P

等
も
亦
前
の
　ご

と如　
く
幾
何
級
数
を
な
し
、

其
の
大
さ
次
第
に
減
少
し
、
遂
に
は
限
り
無
く
零
に
近
迫
す
る
、
之
と
同
時
に
CD
CD′

CD′′

等
の
長
さ
は
次
第
に
CD
よ
り
大

な
る
長
さ
に
て
増
さ
れ
、
遂
に
は
限
り
無
く
大
と
な
る
、
故
に
直
線
CF
の
長
さ
は
無
限
で
あ
る
。

⑵
　
第
二
の
幾
何
学
の
場
合
。

こ
の
場
合
に
於
て
は

　
　
　
　　

角
C
P
D

<
直
角
の
半
，
　
　
角

C
D
P
<
直
角
の
半
，

角
D
P
D
′
<
角

C
P
D
の
半
，　
　
角

C
D
′P

<
角

C
D
P
の
半
，
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角
D
′P
D
′′
<
角

D
P
D
′の
半
等
，　
　
角

C
D
′′P

<
角

C
D
′P
の
半
等

故
に
　
　

角
C
P
D
+
角

D
P
D
′+
角

D
′P
D
′′+

······

　
　
　
　
　<

12 直
角

+
14 直
角

+
18 直
角

+
······

即
ち
直
角
よ
り
小
で
あ
る
、
即
ち
角C

P
D

、
角C

P
D
′

、
角C

P
D
′′

等
は
漸
次
直
角
よ
り
小
な
る
或
る
鋭
角
に
近
迫
す
る
、

　し
こ
う而　し

て
角C

D
P

、角C
D
′P

、角C
D
′′P

等
は
減
少
し
て
遂
に
は
限
り
無
く
零
に
近
迫
す
る
、之
と
同
時
にC

D
,C

D
′,C

D
′′

等
は
　そ

れ
ぞ
れ

夫
　々C

D
,2C

D
,3C

D

等
よ
り
大
に
し
て
、其
の
長
さ
限
り
無
く
増
大
す
る
、故
に
直
線C

F

の
長
さ
は
無
限
で
あ
る
。

⑶
　
第
三
の
幾
何
学
の
場
合
。

こ
の
場
合
に
於
て
は

　
　
　
　 　

角
C
P
D

>
直
角
の
半

角
C
D
P
>
直
角
の
半

　
角

D
P
D
′
>
角

C
P
D
の
半

角
C
D
′P

>
角

C
D
P
の
半

　
角

D
′P
D
′′
>
角

D
P
′D
の
半
等
角

C
D
′′P

>
角

C
D
′P
の
半
等

故
に
　
　
　

角
C
P
D
+
角

D
P
D
′+
角

D
′P
D
′′+

······

　
　
　
　
　>
12 直
角

+
14 直
角

+
18 直
角

+
······

即
ち
直
角
よ
り
大
き
い
、
即
ち
こ
の
角
の
列
中
、
初
め
　い

く
ば
く

幾
何　
か
の
和
は
必
ら
ず
直
角
よ
り
大
き
い
、
故
に
P
点
を
通
過

し
PC
線
と
直
角
を
な
す
所
の
直
線
は
、
必
ず
CF
線
と
交
わ
る
、
　し

か然　
も
其
の
交
点
は
C
点
よ
り
有
限
の
所
に
在
る
、
C
点

よ
り
其
の
交
点
ま
で
は
随
分
長
き
や
も
図
り
難
け
れ
ど
、
決
し
て
無
限
で
は
な
い
、
今
　も若　
し
此
の
PC
線
と
直
角
を
な
す

所
の
直
線
を
反
対
に
（
即
ち
上
の
図
に
於
て
は
左
の
方
に
）
延
長
す
れ
ば
、
右
の
方
と
全
く
同
様
の
理
に
て
FC
を
左
の

方
に
延
長
し
た
る
も
の
と
交
わ
る
に
相
違
な
い
、
　し

か然　
も
そ
の
交
点
は
C
よ
り
有
限
の
所
に
在
る
、
そ
の
距
離
は
随
分
長

き
や
も
図
り
難
け
れ
ど
、
決
し
て
無
限
で
は
な
い
、
　し

こ
う而　し

て
C
の
左
右
に
あ
る
此
等
二
つ
の
交
点
は
C
よ
り
相
等
し
き

距
離
に
あ
る
こ
と
　も

ち
ろ
ん

勿
論　
で
あ
る
。
　し

か然　
る
に
二
つ
の
直
線
は
　た

だ唯　
一
つ
の
点
に
於
て
交
わ
る
と
仮
定
（
即
ち
数
学
者
の
　い

わ
ゆ
る

所
謂　
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公
理
）
す
る
こ
と
が
通
常
で
あ
る
、
故
に
此
の
左
右
に
あ
る
交
点
は
同
一
の
点
な
る
こ
と
を
要
す
る
、
故
に
こ
の
第
三

の
幾
何
学
に
於
け
る
直
線
は
、
之
に
沿
い
て
段
々
一
方
に
進
み
行
き
た
る
と
き
、
又
更
に
他
方
の
遠
き
（
無
限
に
遠
き

所
に
非
ず
）
所
に
現
わ
れ
来
る
を
得
べ
き
が
　ご

と如　
き
有
様
を
持
つ
、
即
ち
そ
の
長
さ
は
有
限
で
あ
る
、
　も若　
し
無
限
で
あ
る

あ
る
な
ら
ば
、
右
方
遠
き
所
よ
り
左
方
遠
き
所
へ
移
り
て
現
わ
れ
来
る
　あ

た能　
わ
ず
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
　し

こ
う而　し
て
C
点
よ

り
上
述
の
交
点
ま
で
は
即
ち
此
の
直
線
の
有
限
な
る
長
さ
の
　ち

ょ
う
ど

丁
度　
半
分
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　か期　
く
し
て
、
第
三
の
幾
何
学
に
於
て
は
直
線
は
有
限
の
長
さ
を
有
す
る
、
元
来
空
間
の
大
さ
の
有
限
な
る
や
又
は
無

限
な
る
や
を
判
定
す
る
の
に
は
、
其
の
空
間
中
に
在
る
直
線
の
長
さ
の
有
限
な
る
や
否
や
を
論
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
、

直
線
の
長
さ
に
し
て
有
限
な
ら
ば
、
空
間
の
大
さ
は
有
限
で
あ
る
、（
直
線
と
は
　い如　
　か何　
な
る
も
の
な
る
や
に
　つ

い就　
て
は
今
全

く
之
を
説
か
ず
）
故
に
　い

わ
ゆ
る

所
謂　
第
三
の
幾
何
学
の
真
な
る
所
の
空
間
は
其
の
大
さ
有
限
な
り
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

余
　
説

P O Q

A

B

第二十四図　

既
に
第
三
の
幾
何
学
の
行
わ
る
る
空
間
に
於
て
、直
線
は
有
限
の
長
さ
を
有
す
る
、　し

こ
う而　

し
て
其
の
長
さ
は
　い

ず何　
れ
の
直
線
な
り
と
も
同
一
で
あ
る
、
即
ち
其
の
長
さ
は
各
直
線
毎

に
異
な
る
者
で
な
い
、
何
と
な
れ
ば
　い

ず何　
れ
の
二
つ
の
直
線
も
皆
之
を
全
く
重
ね
合
わ
す

こ
と
の
出
来
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
通
常
で
あ
る
、
　な

お猶　
又
、
上
に
述
べ
た
る
所
に
よ
り

て
P
点
を
通
過
す
る
直
線
は
皆
CF
線
（
左
方
或
い
は
右
方
に
於
て
）
と
交
わ
る
、
従
っ

て
　い如　
　か何　
な
る
二
つ
の
直
線
も
皆
相
交
ら
ず
と
言
う
こ
と
は
な
い
。

又
一
つ
の
直
線
PC
と
直
角
を
な
す
所
の
二
線
CF
PE
（
第
二
十
三
図
）
の
交
点
よ
り

PC
線
に
至
る
距
離
は
相
等
し
く
直
線
の
全
長
の
半
に
等
し
い
。

又
此
の
第
三
の
幾
何
学
に
於
て
平
面
中
に
横
わ
れ
る
一
ッ
の
直
線
は
決
し
て
此
の
平
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面
を
二
分
し
な
い
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
直
線
の
一
側
に
あ
る
任
意
の
一
点
よ
り
出
発
し
て
そ
の
他
の
側
に
あ
る
任
意

の
一
点
に
到
ら
ん
と
す
る
に
、
此
の
直
線
を
横
切
ら
ず
し
て
到
る
こ
と
が
出
来
る
、
何
と
な
れ
ば
、
　ま先　
ず
所
設
の
直
線

を
AB
と
し
、
其
の
両
側
に
任
意
の
二
点
P
Q

を
定
む
る
、
こ
の
二
点
を
通
過
す
る
直
線
を
引
く
、
此
の
直
線
と
AB
線
と

の
交
点
は
　た

だ唯　
一
つ
に
し
て
之
を
O
点
と
名
づ
け
る
。

此
の
O
点
は
上
述
せ
る
所
に
よ
り
て
必
ず
存
在
す
る
の
み
な
ら
ず
、
其
の
数
は
唯
一
で
あ
る
。
PQ

線
中
の
二
点
P
と

Q

と
は
有
限
の
長
さ
を
有
す
る
直
線
PQ

を
二
分
せ
る
故
に
O
点
は
そ
の
二
部
分
中
　い

ず何　
れ
か
一
部
分
の
中
に
あ
る
。
P
よ

り
Q

に
到
る
に
此
の
O
点
の
在
る
部
分
の
方
を
通
過
す
る
こ
と
な
く
、
此
の
O
点
の
在
ら
ざ
る
部
分
の
方
に
沿
い
て
直

線
PQ

の
上
を
進
み
行
か
ば
、
即
ち
AB
と
交
わ
る
こ
と
な
く
、
P
点
よ
り
Q

点
に
到
る
こ
と
を
得
る
の
で
あ
る
。

（
明
治
四
十
年
九
月
二
十
日
人
性
第
三
巻
第
九
号
所
載
）
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第
四
、
数
学
と
自
然
科
学

　も若　
し
も
数
学
と
自
然
科
学
と
の
組
織
の
異
同
に
就
い
て
議
論
せ
ん
と
な
ら
ば
、
　

あ
ら
か
じ
予　
め
　ま先　
ず
科
学
と
は
　い如　
　か何　
な
る
も
の

な
り
や
、
又
数
学
及
び
自
然
科
学
と
は
　い如　
　か何　
な
る
も
の
な
り
や
等
の
問
題
に
明
答
を
与
え
置
か
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
そ
は

既
に
甚
だ
困
難
な
る
問
題
な
り
。
　し

か然　
れ
ど
も
数
学
及
び
自
然
科
学
の
定
義
を
さ
ま
で
明
確
に
述
べ
置
か
ず
し
て
、
通
例

吾
人
が
漠
然
な
が
ら
も
了
解
し
居
る
程
度
に
於
い
て
、
数
学
は
数
及
び
図
形
の
性
質
を
研
究
の
対
象
と
す
る
科
学
に
し

て
、
自
然
科
学
は
自
然
現
象
を
研
究
の
対
象
と
す
る
科
学
な
り
と
す
る
に
止
め
、
両
者
の
組
織
に
就
き
て
　い

さ
さ聊　か
蕪
雑
な

る
見
解
を
開
陳
せ
ん
と
す
。

　そ
も
そ抑　も
吾
人
の
智
識
は
其
の
初
め
　す

べ総　
て
感
覚
機
能
に
よ
り
て
獲
得
し
た
る
も
の
に
し
て
、其
の
智
識
の
根
元
は
皆
な
人
の

経
験
に
よ
る
と
云
う
を
得
べ
し
。
　し

こ
う而　し

て
経
験
は
之
れ
を
二
種
に
分
か
つ
を
得
べ
し
。
第
一
に
は
自
然
の
現
象
そ
の
　ま

ま儘　

に
接
触
し
て
成
す
と
こ
ろ
の
い
わ
ゆ
る
観
測
に
し
て
、
第
二
に
は
一
歩
進
ん
で
自
然
の
現
象
を
模
倣
し
て
人
工
的
に
企

て
た
る
か
、
　も若　
し
く
は
全
然
観
測
よ
り
類
推
す
る
か
或
は
一
旦
真
な
り
と
定
め
た
る
法
則
を
　た験　
め
さ
ん
為
め
か
或
は
此

等
の
法
則
に
従
が
い
て
人
為
的
に
或
る
現
象
を
作
り
出
さ
ん
為
か
に
向
か
っ
て
為
す
所
の
い
わ
ゆ
る
実
験
な
り
。
こ
の

自
然
的
現
象
及
び
人
為
的
模
倣
的
現
象
の
取
り
扱
い
は
全
く
客
観
的
に
し
て
、
唯
後
者
に
於
て
　や

や稍　
主
観
的
な
る
を
見
る
。

　か斯　
く
し
て
得
た
る
経
験
の
結
果
に
吾
人
は
分
析
綜
合
の
両
作
用
を
施
こ
し
組
織
あ
る
智
識
を
求
め
ん
と
企
だ
つ
。
其

の
分
析
綜
合
の
両
作
用
を
施
こ
す
こ
と
は
即
ち
吾
人
の
称
す
る
と
こ
ろ
の
科
学
的
研
究
に
し
て
、
其
の
組
織
あ
る
智
識

が
即
ち
科
学
で
あ
る
も
の
と
思
う
。
　し

こ
う而　し
て
経
験
の
結
果
に
し
て
科
学
者
の
い
わ
ゆ
る
科
学
的
研
究
の
施
こ
さ
れ
ざ
る

も
の
な
く
、
組
織
あ
る
智
識
に
し
て
科
学
な
ら
ざ
る
も
の
な
く
、
其
の
組
織
の
程
度
の
完
不
完
を
問
わ
ざ
ら
ん
に
は
、
科

学
以
外
の
組
織
あ
る
智
識
な
き
こ
と
を
余
は
信
ぜ
ん
と
す
。

種
々
の
経
験
の
結
果
を
そ
の
ま
ま
に
記
述
し
た
ら
ん
に
は
、
更
に
其
の
間
に
統
一
あ
る
な
く
、
組
織
あ
る
な
く
、
吾
人

―― 116 ――



の
智
識
は
断
片
的
に
羅
列
せ
ら
る
る
に
遇
ぎ
じ
。
　し

か然　
れ
ど
も
之
れ
に
科
学
的
研
究
を
施
こ
し
た
ら
ん
に
は
、
其
の
種
々

の
経
験
の
結
果
よ
り
、
之
れ
等
に
共
通
な
る
要
素
を
抽
出
し
て
、
そ
こ
に
科
学
者
の
い
わ
ゆ
る
法
則
、
原
理
、
公
理
、
仮

定
、
仮
説
な
る
も
の
を
作
く
る
、
こ
れ
等
数
種
の
術
語
は
異
な
る
意
義
に
於
て
用
い
ら
れ
居
る
が
　ご

と如　
し
と
　

い
え
ど
も

雖　
、
そ
の
実

之
を
陳
述
す
る
科
学
者
の
胸
裏
に
於
け
る
確
信
の
程
度
即
ち
蓋
然
率
に
多
少
の
差
異
あ
る
よ
り
起
こ
り
た
る
も
の
と
い

う
に
過
ぎ
ず
、
　し

こ
う而　し
て
多
く
の
法
則
、
例
え
ば
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
運
動
の
第
一
法
則
、
光
の
波
動
説
、
又
近
頃
の
量
子
説
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
等
配
論
の
　ご

と如　
き
は
、
全
く
仮
想
的
の
対
象
に
関
す
る
も
の
に
し
て
、
最
早
吾
人
の
経
験
し
居
る
現
象
に
は

あ
ら
ず
。
　も若　
し
其
の
法
則
が
、
た
と
え
ば
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
万
有
引
力
の
法
則
の
　ご

と如　
く
数
量
的
な
る
と
き
は
、
そ
の
法
則

に
適
合
せ
ざ
る
程
度
に
於
て
、
吾
人
の
実
測
の
範
囲
を
脱
す
る
微
差
あ
る
こ
と
を
疑
が
い
得
べ
き
な
り
。
進
化
論
或
は

幾
何
学
的
公
理
の
　ご

と如　
き
も
亦
此
れ
等
の
法
則
、
原
理
と
同
様
の
価
値
を
有
す
る
も
の
な
る
べ
し
。
要
す
る
に
こ
れ
等
の

法
則
原
理
は
種
々
の
経
験
の
結
果
の
概
括
な
り
。
一
旦
こ
の
概
括
を
な
し
法
則
原
理
を
作
り
た
ら
ば
、
先
き
に
は
未
だ

経
験
せ
ざ
り
し
他
の
場
合
に
も
亦
こ
れ
等
の
法
則
原
理
の
適
用
せ
ら
れ
得
べ
き
を
予
期
す
。
其
の
予
期
は
適
中
す
る
こ

と
あ
る
べ
し
、
又
適
中
せ
ざ
る
こ
と
も
あ
る
べ
し
。
　も若　
し
適
中
せ
ざ
る
こ
と
あ
る
と
き
に
は
自
然
科
学
者
は
驚
愕
の
余

り
大
に
悲
嘆
し
、
時
に
は
大
に
狼
狽
の
態
を
な
す
。
又
一
旦
法
則
原
理
を
作
り
た
ら
ば
其
の
法
則
原
理
の
中
に
包
容
せ

ら
れ
た
る
事
実
を
演
繹
的
論
法
に
よ
り
て
検
索
し
、
法
則
よ
り
出
で
た
る
法
則
、
公
理
よ
り
出
で
た
る
定
理
の
排
列
を

整
頓
す
。
　し

こ
う而　し

て
そ
れ
等
の
法
則
定
理
の
実
際
現
象
に
適
用
せ
ら
れ
得
べ
き
を
予
期
す
。
其
の
予
期
は
適
中
す
る
こ
と

あ
る
べ
し
、
又
適
中
せ
ざ
る
こ
と
あ
る
べ
し
、
　も若　
し
適
中
せ
ざ
る
こ
と
あ
る
と
き
に
は
自
然
科
学
者
は
先
き
に
基
礎
の

為
に
為
せ
る
概
括
の
過
誤
な
り
し
こ
と
を
想
い
て
そ
の
法
則
原
理
を
放
棄
せ
ん
と
す
。
　し

か然　
れ
ど
も
自
然
科
学
者
が
悲
嘆

し
狼
狽
し
一
旦
建
設
し
た
る
法
則
原
理
を
も
放
棄
せ
ん
と
す
る
が
　ご

と如　
き
予
期
の
適
中
の
成
ら
ざ
り
し
が
　ご

と如　
き
場
合
に
於

て
数
学
者
は
平
然
た
る
べ
し
。
数
学
者
は
適
中
を
予
期
せ
ず
、
又
之
れ
に
想
到
す
る
こ
と
な
し
。
彼
は
一
旦
建
設
し
た
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る
法
則
原
理
の
内
容
を
検
査
し
て
体
系
を
な
せ
る
定
理
の
一
群
を
得
た
る
と
き
、
た
と
え
そ
の
中
の
一
定
理
が
実
際
現

象
に
適
用
せ
ら
れ
得
ざ
り
し
と
す
る
も
、
そ
の
定
理
に
到
達
す
る
ま
で
の
論
理
に
し
て
正
し
き
こ
と
を
見
出
さ
ば
、
そ

の
定
理
は
真
な
り
と
断
言
し
て
　は

ば憚　
か
ら
ざ
る
な
り
。

吾
人
は
時
の
古
今
に
渉
り
処
の
東
西
に
通
じ
て
数
多
の
経
験
を
積
む
。
　し

か然　
れ
ど
も
吾
人
の
経
験
は
有
限
な
り
。
そ
の

有
限
の
経
験
を
基
礎
と
し
て
建
設
し
た
る
法
則
原
理
が
経
験
の
範
囲
の
広
ま
る
に
従
が
い
て
誤
り
な
り
し
こ
と
を
見
出

さ
る
る
は
　む

し寧　
ろ
当
然
の
こ
と
な
り
と
い
う
を
得
べ
し
。
　し

か然　
れ
ど
も
注
意
深
き
概
括
に
よ
り
て
建
設
せ
ら
れ
た
る
法
則
原

理
は
多
く
の
場
合
に
於
て
誤
り
な
く
適
用
せ
ら
れ
得
る
こ
と
を
見
出
す
。
例
え
ば
物
理
学
に
於
て
或
る
時
或
る
処
に
於

て
或
る
人
が
建
設
し
た
る
法
則
原
理
が
或
る
時
代
の
間
善
く
適
用
せ
ら
れ
て
真
な
り
と
認
め
ら
れ
た
り
し
を
知
る
。
　し

こ
う而　

し
て
近
代
に
至
り
て
、
即
ち
経
験
の
範
囲
の
広
ま
り
た
る
が
故
に
一
時
真
な
り
と
認
め
ら
れ
た
る
法
則
原
理
が
真
な
ら

ざ
る
に
至
り
し
を
見
る
。
時
と
し
て
は
一
時
真
な
り
と
認
め
ら
れ
た
る
法
則
原
理
　も若　
し
く
は
仮
説
が
或
る
時
に
は
偽
な

り
と
い
わ
れ
、
更
に
時
間
を
経
過
し
て
又
真
な
り
と
認
め
ら
る
る
に
至
れ
る
こ
と
も
あ
り
。
そ
の
一
例
の
　ご

と如　
き
は
最
近

の
時
代
に
於
て
も
こ
れ
を
見
出
す
こ
と
を
得
。
そ
の
法
則
原
理
の
破
る
る
に
至
り
し
と
き
周
章
狼
狽
す
る
が
　ご

と如　
く
に
見

ゆ
る
自
然
科
学
者
は
自
己
が
　か

つ甞　
て
其
の
法
則
原
理
を
建
設
し
た
り
し
と
き
の
境
遇
を
忘
却
し
た
る
も
の
な
り
。
そ
の
時

有
限
の
範
囲
の
経
験
に
基
づ
き
て
こ
れ
を
建
設
し
た
り
し
こ
と
を
記
憶
せ
ざ
る
も
の
な
り
。
後
に
至
り
て
の
齟
齬
は
　む

し寧　

ろ
期
待
し
居
る
べ
き
筈
の
も
の
な
り
。
そ
の
齟
齬
に
出
遇
う
毎
に
先
き
の
法
則
原
理
も
し
く
は
仮
説
を
捨
て
て
顧
み
ず

と
す
れ
ば
　む

し寧　
ろ
初
め
よ
り
そ
の
法
則
原
理
も
し
く
は
仮
説
を
建
設
せ
ざ
り
し
に
　し如　
か
ず
。
自
然
科
学
者
が
一
旦
有
限
の

範
囲
の
経
験
の
結
果
に
基
づ
き
て
法
則
原
理
　も若　
し
く
は
仮
説
を
建
設
し
こ
れ
等
を
真
な
り
と
仮
定
し
た
る
と
き
　お

の
ず自　か
ら

組
織
せ
ん
と
す
る
科
学
そ
の
も
の
の
内
に
於
て
は
こ
れ
等
は
絶
対
的
確
実
な
り
と
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
其
の
確
実
の
度

を
顧
慮
し
、
之
れ
を
客
観
的
に
　も若　
し
く
は
圏
外
よ
り
せ
る
判
断
を
加
う
る
こ
と
は
　い

さ
さ聊　か
も
な
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
。 ―― 118 ――



そ
の
法
則
原
理
仮
説
は
そ
の
　お

の
ず自　か
ら
支
配
す
る
所
の
宇
宙
に
於
て
絶
対
的
に
真
な
り
。
そ
の
宇
宙
に
於
て
は
そ
の
法
則

原
理
仮
説
を
建
設
す
る
と
き
に
用
い
た
る
自
然
現
象
が
正
当
に
経
験
せ
ら
る
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
法
則
原
理
仮
説
が

適
用
せ
ら
れ
得
る
現
象
の
み
を
以
て
充
満
す
。
従
が
っ
て
一
つ
　も若　
し
く
は
一
組
の
法
則
原
理
仮
説
の
建
設
は
ソ
レ
ゾ
レ

一
つ
の
宇
宙
を
構
成
す
。
か
く
の
　ご

と如　
き
宇
宙
は
種
々
あ
る
べ
し
。
箇
々
別
々
に
離
れ
て
共
通
の
部
分
な
き
こ
と
も
あ
る

べ
く
、
又
共
通
の
一
部
分
を
有
す
る
こ
と
も
あ
る
べ
く
、
又
一
つ
の
宇
宙
は
他
の
宇
宙
を
包
容
せ
る
こ
と
も
あ
る
べ
し
。

物
理
学
を
応
用
し
て
一
つ
の
器
械
を
発
明
し
た
る
と
き
あ
り
し
と
せ
よ
。
其
の
発
明
の
根
抵
は
そ
の
当
時
に
於
け
る

物
理
学
の
原
理
法
則
の
適
用
に
あ
り
。
進
歩
せ
る
そ
の
後
の
物
理
学
の
原
理
法
則
を
適
用
す
る
も
亦
前
と
同
様
な
る
器

械
を
発
明
す
る
こ
と
を
得
ん
。
或
は
又
更
に
一
層
精
巧
な
る
簡
単
な
る
便
利
な
る
器
械
を
発
明
す
る
こ
と
を
得
ん
。
　し

か然　

れ
ど
も
前
の
器
械
を
発
明
す
る
に
於
て
旧
時
の
物
理
学
の
原
理
法
則
は
有
効
な
り
し
な
り
。
　し

こ
う而　し
て
今
も
　な猶　
お
そ
の
器

械
は
そ
の
原
理
法
則
に
依
り
て
説
明
せ
ら
る
る
も
不
可
な
く
、
必
ず
し
も
新
ら
し
き
原
理
法
則
に
依
り
て
説
明
せ
ら
る

る
を
要
せ
ざ
る
な
り
。
即
わ
ち
そ
の
器
械
は
一
つ
の
宇
宙
に
属
し
て
吾
人
に
有
益
な
り
し
も
の
に
て
、
今
も
な
ほ
有
益

な
り
。

実
際
は
吾
人
は
唯
一
の
大
宇
宙
の
内
に
生
存
す
る
も
の
な
ら
ん
。
　し

か然　
れ
ど
も
そ
の
実
在
せ
る
唯
一
の
大
宇
宙
そ
の
も

の
は
吾
人
の
科
学
的
研
究
の
対
象
と
は
な
ら
ざ
る
な
り
。
吾
人
は
唯
そ
の
一
小
部
分
に
科
学
的
研
究
を
施
こ
さ
ん
と
し

て
別
箇
の
宇
宙
を
構
想
す
る
も
の
な
り
。
　し

こ
う而　し

て
吾
人
の
経
験
の
範
囲
の
拡
大
せ
ら
る
る
に
従
が
い
て
、
構
想
せ
る
宇

宙
が
漸
次
実
在
せ
る
大
宇
宙
と
合
一
す
る
傾
向
に
あ
る
も
の
に
し
て
、
　し然　
か
も
そ
の
合
一
の
期
は
到
底
之
れ
な
き
も
の

な
り
と
信
ず
。

物
理
学
、
化
学
の
　ご

と如　
き
近
時
著
る
し
き
進
歩
を
遂
げ
種
々
の
新
現
象
の
発
見
せ
ら
る
る
毎
に
そ
の
根
抵
に
動
揺
を
来

た
し
殆
ん
ど
周
章
狼
狽
の
態
に
あ
る
が
　ご

と如　
し
と
　い

え
ど雖　も
、
旧
時
代
の
物
理
学
は
そ
の
各
箇
の
宇
宙
に
於
て
真
に
し
て
必
ず
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し
も
捨
つ
べ
き
に
あ
ら
ず
、
今
も
昔
も
存
立
し
て
　ご

う毫　
も
妨
げ
な
し
。
数
学
者
は
幾
何
学
に
於
て
種
々
の
空
間
を
構
想
す
。

又
数
学
に
於
て
種
々
の
数
の
理
論
を
構
想
す
。
物
理
学
者
及
び
更
に
一
般
に
　い

ず何　
れ
の
自
然
科
学
者
も
皆
こ
の
方
を
探
る

を
可
と
せ
ず
や
。

余
は
先
き
に
有
限
の
経
験
の
範
囲
な
る
詞
を
使
用
し
た
り
。
今
　こ

こ茲　
に
そ
の
意
味
を
　ふ

え
ん
敷
衍　
し
置
か
ん
。
　ま先　
ず
吾
人
が
或

る
現
象
に
　つ

い就　
て
経
験
す
る
回
数
は
一
箇
人
と
し
て
も
又
古
今
東
西
に
渉
れ
る
　す

べ総　
て
の
人
な
り
と
す
る
も
無
限
に
多
き
も

の
に
は
あ
ら
ず
。
そ
は
通
俗
的
に
い
わ
ば
無
限
に
多
き
も
の
な
ら
ん
。
　し

か然　
れ
ど
も
唯
随
分
多
し
と
い
う
に
止
ま
り
て
真

に
無
限
に
多
き
に
は
あ
ら
ざ
る
べ
し
。
又
或
る
法
則
原
理
を
建
設
す
る
に
は
必
ず
し
も
一
種
な
り
と
い
わ
る
べ
き
或
る

現
象
の
み
に
就
き
て
の
経
験
に
は
基
づ
か
ざ
ら
ん
。
多
種
の
現
象
に
　つ

い就　
て
経
験
し
た
る
後
そ
の
経
験
の
結
果
よ
り
共
通

の
部
分
を
抽
出
し
て
概
括
的
法
則
を
作
る
も
の
な
ら
ん
。
　し

か然　
れ
ど
も
こ
の
場
合
に
就
て
も
　な猶　
お
経
験
の
回
数
は
無
限
な

り
と
は
い
う
を
得
ず
。
最
後
に
唯
一
回
だ
け
或
る
一
種
の
現
象
に
就
き
て
経
験
す
る
と
も
吾
人
の
感
覚
機
能
は
無
限
小

に
向
か
っ
て
も
又
無
限
大
に
向
か
っ
て
も
鋭
敏
な
る
も
の
に
あ
ら
ず
。
唯
極
め
て
限
ら
れ
た
る
部
分
の
み
を
感
得
し
得

る
の
み
。
　か斯　
く
あ
る
べ
し
と
目
撃
せ
し
も
の
は
眼
の
能
力
の
局
限
の
あ
る
限
り
そ
は
近
似
的
な
る
の
み
。
厳
密
に
左
様

な
り
し
と
は
い
う
べ
か
ら
ず
。
唯
見
る
所
　し然　
か
り
と
い
う
を
得
る
の
み
。
故
に
吾
人
が
経
験
に
よ
り
て
　し然　
か
ら
ん
と
思

考
せ
し
も
の
は
之
れ
を
無
限
小
、
無
限
大
、
無
限
近
、
無
限
遠
、
無
限
狭
、
無
限
広
に
推
し
及
ぼ
し
て
果
し
て
真
な
る

や
否
や
断
定
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

以
上
は
余
が
自
然
科
学
者
の
思
想
と
数
学
者
の
思
想
と
の
大
に
異
な
る
所
な
り
と
す
る
諸
点
の
一
な
り
。
次
ぎ
に
更

に
他
の
一
つ
の
点
に
就
い
て
述
べ
ん
。

自
然
科
学
者
及
び
数
学
者
は
共
に
経
験
に
よ
り
て
智
識
の
根
元
を
得
。
　し

こ
う而　し
て
自
然
科
其
者
は
経
験
を
是
認
す
る
こ

と
の
み
に
よ
り
て
そ
の
科
学
の
基
礎
を
築
成
す
。
之
に
反
し
て
数
学
者
は
一
方
に
於
て
経
験
を
是
認
す
る
こ
と
に
よ
り

―― 120 ――



て
其
数
学
基
礎
を
築
成
す
る
と
同
時
に
、
他
の
一
方
に
於
て
経
験
を
非
認
す
る
こ
と
に
よ
り
て
そ
の
数
学
の
基
礎
を
築

成
す
る
こ
と
を
企
だ
つ
。
即
わ
ち
数
学
者
が
数
学
と
名
づ
け
又
幾
何
学
と
名
づ
く
る
所
の
科
学
は
そ
れ
ぞ
れ
種
々
の
法

則
原
理
―
―
数
学
者
は
こ
れ
を
公
理
と
い
う
―
―
の
相
異
な
れ
る
一
群
の
上
に
立
つ
。
彼
れ
が
幾
何
学
と
い
う
も
の
に

は
数
多
あ
り
て
相
異
れ
る
公
理
の
群
を
基
礎
と
す
。
此
れ
等
の
公
理
の
群
よ
り
論
理
に
　か

な適　
え
る
演
繹
に
よ
り
て
定
理
の

羅
列
を
得
る
な
ら
ば
、
之
れ
を
皆
な
幾
何
学
と
い
う
。
そ
の
公
理
の
各
群
は
即
ち
種
々
の
空
間
を
支
配
す
る
法
則
に
し

て
幾
何
学
者
は
種
々
の
空
間
あ
り
と
い
う
を
　は

ば憚　
か
ら
ず
。
　し

か然　
れ
ど
も
是
れ
自
然
科
学
者
の
　あ

え敢　
て
せ
ざ
る
所
の
も
の
な
り
。

自
然
科
学
者
の
い
う
と
こ
ろ
の
空
間
は
彼
が
実
在
せ
り
と
認
む
る
唯
一
つ
の
空
間
な
り
。
哲
学
者
の
観
る
と
こ
ろ
も
亦

　し
か然　
る
が
　ご

と如　
し
。
し
か
も
自
然
科
学
者
は
そ
の
空
間
に
客
観
的
実
在
を
認
む
る
が
　ご

と如　
し
。
之
れ
に
反
し
て
数
学
者
の
い
わ

ゆ
る
空
間
は
経
験
に
基
づ
き
て
構
想
し
た
る
も
の
な
り
、
そ
の
経
験
を
基
と
す
る
に
は
経
験
を
是
認
す
る
と
否
認
す
る

と
の
二
様
の
途
に
出
ず
。
之
れ
前
に
云
う
が
　ご

と如　
く
経
験
の
範
囲
の
有
限
な
る
を
思
う
て
な
り
。
経
験
を
否
認
す
る
こ
と

に
よ
り
て
建
設
せ
ら
れ
た
る
幾
何
学
は
之
れ
を
実
在
せ
る
空
間
に
適
用
し
て
無
効
な
る
こ
と
も
あ
ら
ん
。
　し

か然　
れ
ど
も
そ

は
純
正
数
学
者
の
関
す
べ
き
所
に
あ
ら
ず
。
幾
何
学
者
は
仮
想
的
空
間
に
於
て
唯
単
に
論
理
的
思
索
を
試
む
る
よ
り
外
、

別
に
為
す
所
の
も
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
幾
何
学
に
限
ら
ず
、
数
の
性
質
を
研
究
す
る
数
学
の
部
分
も
亦
　し然　

か
り
。
自
然
科
学
者
に
向
か
っ
て
種
々
の
根
抵
を
有
す
る
種
々
の
同
名
の
自
然
科
学
が
同
時
に
存
立
し
得
べ
き
や
と
問

わ
ば
必
ず
否
と
答
え
ん
。
数
学
者
は
之
れ
に
存
立
し
得
と
答
え
ん
。
之
れ
　け

だ蓋　
し
数
学
者
の
認
む
る
と
こ
ろ
の
数
学
は
基

礎
の
公
理
よ
り
せ
る
論
理
的
結
果
の
系
列
に
外
な
ら
ず
し
て
そ
の
公
理
は
経
験
に
基
づ
き
―
―
是
認
否
認
は
　い

ず何　
れ
に
も

せ
よ
―
―
た
り
と
い
う
の
外
更
に
制
限
な
し
と
信
ず
る
な
り
。
数
学
を
研
究
す
る
も
の
の
眼
よ
り
以
て
す
れ
ば
　す

べ総　
て
の

科
学
は
皆
な
　し然　
か
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
と
認
む
。
　し然　
か
る
に
自
然
科
学
者
の
認
む
る
と
こ
ろ
は
　し然　
か
ら
ざ
る

な
り
。
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（
明
治
四
十
四
年
十
月
十
日
発
行
哲
学
雑
誌
第
二
百
九
十
六
号
所
載
）
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•

底
本
に
は
、
国
立
国
会
図
書
館
「
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
所
収
の
『
初
等
幾
何
学
の
体
裁
』(

弘
道
館
、
明

治
四
十
五
年
二
月
）
を
使
用
し
た
。

•

画
像
の
解
像
度
が
粗
い
た
め
、
欧
文
の
一
部
に
解
読
し
に
く
い
部
分
が
あ
り
、
欧
文
の
書
籍
・
論
文
の
タ
イ
ト
ル

な
ど
に
誤
植
の
可
能
性
が
あ
る
。

•
適
宜
振
り
仮
名
を
追
加
し
た
。

•

旧
漢
字
は
新
漢
字
に
、
旧
か
な
使
い
は
新
か
な
使
い
に
変
更
し
た
。

•
P
D
F

化
に
はL AT

E
X
2ε

で
タ
イ
プ
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
行
い
、d

v
ip
d
fm

x

を
使
用
し
た
。

科
学
の
古
典
文
献
を
電
子
図
書
館
「
科
学
図
書
館
」

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
c
a
m
.
h
i
-
h
o
.
n
e
.
j
p
/
m
u
n
e
h
i
r
o
/
s
c
i
e
n
c
e
l
i
b
.
h
t
m
l

に
収
録
し
て
あ
り
ま
す
。

「
科
学
図
書
館
」
に
新
し
く
収
録
し
た
文
献
の
案
内
、
そ
の
他
「
科
学
図
書
館
」
に
関
す
る
意
見
な
ど
は
、

「
科
学
図
書
館
掲
示
板
」

h
t
t
p
:
/
/
6
3
2
5
.
t
e
a
c
u
p
.
c
o
m
/
m
u
n
e
h
i
r
o
u
m
e
d
a
/
b
b
s

を
御
覧
い
た
だ
く
か
、
書
き
込
み
く
だ
さ
い
。
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