
本
稲
で
光
学
と
総
称
す
る
デ
カ
ル
ト
の
テ
キ
ス
ト
は
、
「
宇
宙
論
』
『
人
間
論
』
「
屈
折
光
学
』
『
気
象
学
』
の
四
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
論
稿
の
叙
述
に
内
容
的
に
符
号
す
る
『
哲
学
原
理
』
の
該
当
個
所
は
、
も
ち
ろ
ん
随
時
参
照
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
と
り
あ
え
ず

は
除
外
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

デ
カ
ル
ト
が
光
学
上
の
諸
論
稿
に
取
り
組
む
の
は
、
一
六
二
九
ー
一
六
三
六
年
の
時
期
で
あ
る
。
十
七
世
紀
は
光
学
の
黄
金
時
代
と

、
、
、
、
、
、
、

言
わ
れ
る
が
、
こ
の
時
期
の
デ
カ
ル
ト
の
光
学
の
形
成
過
程
を
見
る
と
、
光
が
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
与
え
ら
れ
た
課
題
で
は
な
く
、
見

、
、
、
、
、
、

出
さ
れ
た
主
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
デ
カ
ル
ト
は
こ
の
時
期
、
光
学
の
総
論
（
『
宇
宙
論
』
）
と
各
論
（
『
宇
宙
論
』
以
外
の
三
論

稿
）
に
殆
ど
同
時
に
取
り
組
み
、
そ
の
過
程
で
光
の
存
在
に
第
一
級
の
自
然
学
的
役
割
を
認
め
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
（
第
1
節
）
。
と

こ
ろ
で
、
光
は
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
単
に
自
然
学
上
の
中
心
主
題
で
あ
っ
た
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
神
学
に
対
し
て
デ
カ
ル
ト

が
唯
一
自
分
の
貢
献
を
認
め
て
も
ら
い
た
が
っ
て
い
た
問
題
へ
の
鍵
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
ア
ル
ノ
ー
が

「
神
学
者
た
ち
の
疑
念
」
を
招
き
か
ね
な
い
と
し
て
デ
カ
ル
ト
に
聖
体
の
秘
蹟
の
問
題
を
問
い
質
し
た
時
、
彼
は
直
ち
に
「
屈
折
光
学
』

と
「
気
象
学
』
の
幡
読
を
指
示
す
る
か
ら
で
あ
る
（
「
第
四
答
弁
」
）
。
デ
カ
ル
ト
の
光
学
は
一
種
の
弁
神
論
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
第

2
節
）
。
最
後
に
、
光
の
存
在
と
本
性
は
、
デ
カ
ル
ト
の
形
而
上
学
的
思
惟
の
水
路
を
導
く
根
瀕
的
モ
デ
ル
を
な
し
て
い
る
。
周
知
の
よ

デ
カ
ル
ト
の
光
学

デ
カ
ル
ト
の
光
学

中

村

文

郎
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デ
カ
ル
ト
の
『
宇
宙
論
』
は
「
光
に
つ
い
て
の
論
稲
」
と
い
う
副
題
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
続
篇
（
第
一
八
章
）
と
し
て
章
別
構
成

か
ら
言
え
ば
大
部
の
「
人
間
論
』
が
書
き
継
が
れ
た
の
も
、
『
方
法
叙
説
』
に
よ
れ
ば
、
人
間
が
と
り
わ
け
光
を
見
る
者
だ
か
ら
で
あ
る
。

光
は
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
格
別
に
重
要
な
自
然
現
象
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
光
は
自
然
の
本
質
を
表
現
す
る
た
め
に
必
要
な
遠
近

法
の
最
も
効
果
的
な
哲
学
的
マ
チ
ニ
ー
ル
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
最
初
、
物
質
的
事
物
の
本
性
に
つ
い
て
彼
が
知
り
た
い

と
思
っ
た
す
べ
て
を
「
宇
宙
論
』
に
盛
り
込
も
う
と
し
た
。
こ
れ
は
無
謀
な
企
て
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
彼
は
「
画
家
が
、
平
ら
な
画

面
に
立
体
の
す
べ
て
の
面
を
同
じ
よ
う
に
表
現
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
だ
か
ら
、
そ
の
主
要
な
面
の
ひ
と
つ
を
選
ん
で
、
そ
の
面
だ
け

を
光
の
方
に
向
け
、
他
の
諸
々
の
面
は
険
に
置
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
日
向
に
な
っ
た
面
だ
け
を
眺
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
他

の
面
が
見
え
る
よ
う
に
す
る
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
ょ
う
に
」
、
光
を
範
例
と
し
て
宇
宙
全
体
の
本
質
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

『
宇
宙
論
』
は
、
し
た
が
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
の
光
学
の
総
論
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
、
『
宇
宙
論
』
が
太
陽
と
恒
星
に
つ
い
て

論
ず
る
の
は
、
「
光
が
殆
ど
す
ぺ
て
太
陽
と
恒
星
か
ら
生
じ
る
も
の
」
だ
か
ら
で
あ
り
、
天
空
に
つ
い
て
論
ず
る
の
は
、
そ
れ
が
「
光
を

第
1
節

う
に
、
す
で
に
ガ
リ
レ
オ
は
素
朴
で
不
十
分
な
装
置
な
が
ら
、
ま
こ
と
に
正
し
い
計
測
方
法
に
よ
っ
て
光
の
速
度
を
確
定
し
よ
う
と
し

て
い
た
（
「
新
科
学
対
話
」
）
。
デ
カ
ル
ト
は
光
の
速
度
は
無
限
大
で
あ
り
、
そ
の
伝
播
は
一
瞬
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
考
え
の
当
否
は

と
も
か
く
と
し
て
、
こ
う
し
た
光
の
時
間
的
性
質
と
、
方
法
的
懐
疑
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
る
形
而
上
学
的
自
我
の
時
間
的
規
定
性
は
、
か

つ
て
「
天
使
の
時
間
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
に
酷
似
し
て
い
る
（
第
3
節
）
。
以
上
―
―
―
つ
の
文
脈
（
自
然
学
、
神
学
、
形
而
上
学
）
に

デ
カ
ル
ト
の
光
学
を
置
き
直
し
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
の
最
大
の
発
明
と
言
っ
て
よ
い
数
学
的
自
然
科
学
の
成
立
根
拠
の
問
題

へ
接
近
す
る
方
法
的
展
望
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
（
結
論
）
。

光
学
と
自
然
学
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デ
カ
ル
ト
の
光
学

伝
え
る
も
の
」
だ
か
ら
で
あ
り
、
遊
星
、
彗
星
、
地
球
に
つ
い
て
論
ず
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
「
光
を
反
射
す
る
も
の
」
だ
か
ら
で
あ
り
、

地
上
に
存
在
す
る
す
ぺ
て
の
物
体
に
つ
い
て
論
ず
る
の
は
、
そ
れ
が
「
色
彩
を
も
つ
も
の
、
透
明
な
も
の
、
光
り
輝
く
も
の
」
だ
か
ら

で
あ
り
、
そ
し
て
最
後
に
人
間
に
つ
い
て
論
ず
る
の
は
、
人
間
が
ま
さ
に
光
の
「
見
物
人
」
だ
か
ら
な
の
で
あ
る

(
V
I
•
4
1
-
4
2
)

。

と
は
い
え
、
デ
カ
ル
ト
が
最
初
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、
光
学
各
論
と
で
も
称
す
べ
き
『
気
象
学
』
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
結
局
、
四
論

稿
の
う
ち
最
後
に
完
成
さ
れ
た
。
よ
く
あ
る
こ
と
だ
が
、
最
初
に
着
手
さ
れ
た
問
題
が
、
そ
の
基
礎
づ
け
を
求
め
る
過
程
で
、
最
後
に

仕
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
論
稿
の
直
接
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

1

六
二
九
年
三
月
二
十
日
ロ
ー
マ
近
郊
で
観
察
さ
れ
た
幻
日
現
象
で
あ
っ
た
。
デ
カ
ル
ト
は
同
年
七
月
に
シ
ャ
イ
ナ
ー
神
父
の
観
測
記
録

を
入
手
す
る
や
、
早
速
メ
ル
セ
ソ
ヌ
に
宛
て
て
「
あ
ら
ゆ
る
気
象
現
象
を
順
序
に
し
た
が
っ
て
吟
味
し
」
、
「
自
分
の
哲
学
の
見
本
」
と

な
る
よ
う
な
「
小
論
」
に
取
り
掛
か
っ
て
い
る
と
書
き
送
っ
て
い
る
(
I
,

2
3
)
。
デ
カ
ル
ト
が
再
録
し
て
い
る
記
録
に
よ
れ
ば
、
当
時
観

測
さ
れ
た
幻
日
と
は
、
五
つ
の
太
陽
が
白
い
円
環
上
に
観
察
さ
れ
る
と
い
う
気
象
現
象
で
あ
る

(
V
I
,
3
6
1
-
3
6
2
)
。
幻
日
と
い
う
一
気
象

現
象
を
契
機
に
あ
ら
ゆ
る
気
象
現
象
の
吟
味
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
順
序
に
し
た
が
っ
て
」
と
い
う
デ
カ
ル
ト
特
有
の

限
定
を
別
に
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
デ
カ
ル
ト
の
街
気
を
表
す
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
デ
カ
ル
ト
の
『
気
象
学
』
は
、

彼
自
身
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
ス
コ
ラ
の
伝
統
的
な
気
象
学
と
内
容
的
に
は
ほ
ぽ
同
一
の
題
材
を
取
り
扱
っ
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ

る。

(
I
X
-
2
,
1
5
)

。
ま
た
少
数
の
原
理
か
ら
そ
の
あ
ら
ゆ
る
帰
結
を
導
き
出
す
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
通
常
の
方
法
論
か
ら
い
っ
て
も
、
デ

カ
ル
ト
の
『
気
象
学
」
が
幻
日
現
象
の
説
明
だ
け
に
終
始
す
る
は
ず
も
な
い
。
け
れ
ど
も
、
デ
カ
ル
ト
は
『
気
象
学
j

の
構
想
が
芽
生

え
た
ほ
ん
の
一
月
後
に
今
後
は
「
あ
ら
ゆ
る
自
然
現
象
を
、
す
な
わ
ち
自
然
学
全
体
を
説
明
す
る
」
と
宣
言
す
る
(
I
,

7
0
)
。
こ
の
宣
言

が
『
宇
宙
論
』
へ
結
実
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
気
象
現
象
も
一
自
然
現
象
な
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
ま
た
デ
カ
ル
ト
の
方
法
論

的
要
求
の
結
果
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
事
情
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
『
宇
宙
論
』
は
既
述
し
た
よ
う
に
、
デ
カ
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ル
ト
の
光
学
総
論
と
で
も
称
す
べ
き
著
作
で
あ
り
、
そ
し
て
光
が
一
自
然
現
象
で
あ
る
こ
と
は
朋
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
ス
コ

ラ
の
自
然
学
に
お
い
て
は
、
光
は
た
し
か
に
高
貴
な
る
も
の
で
は
あ
る
が
（
I

ュ

5
4
0
)
、
自
然
学
的
に
特
別
の
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。

「
宇
宙
論
」
は
デ
カ
ル
ト
の
光
学
総
論
で
あ
り
、
『
屈
折
光
学
』
は
も
と
よ
り
、
『
気
象
学
」
も
光
学
各
論
と
し
て
栂
想
さ
れ
て
い
る
点

に
、
伝
統
的
自
然
学
に
対
す
る
デ
カ
ル
ト
の
自
然
学
の
特
異
な
地
位
が
認
め
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
、
マ
ル
テ
ィ
ネ
に
依
拠
し

て
伝
統
的
自
然
学
の
光
の
取
り
扱
い
方
を
一
瞥
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
デ
カ
ル
ト
は
『
省
察
」
を
上
梓
す
る
以
前
に
、
早
く
も
『
哲

学
原
理
』
の
構
想
を
立
て
た
が
、
そ
れ
は
最
初
当
時
の
代
表
的
な
ス

n
ラ
の
教
科
書
的
著
作
の
各
論
題
の
末
尾
に
彼
自
身
の
註
解
を
付

し
、
い
ず
れ
が
信
頼
性
を
も
つ
か
、
そ
の
論
拠
を
明
確
に
示
し
た
上
で
、
二
つ
の
哲
学
の
比
較
論
で
締
め
く
く
る
と
い
う
楷
成
に
な
っ

て
い
た
。
こ
の
計
画
は
一
年
有
余
後
に
断
念
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
デ
カ
ル
ト
が
「
こ
の
種
の
著
作
の
う
ち
最
良
の
も
の
」

(
I
I
I
"
2
3
2
)

と

み
な
し
て
い
た
の
が
、
ユ
ス
ク
シ
ュ
師
の
『
哲
学
大
全
』
で
あ
る
。
そ
の
自
然
学
部
門
の
第
二
部
は
、
「
生
命
を
も
た
な
い
自
然
的
物
体

に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
、
宇
宙
論
と
天
空
論
、
四
元
素
論
、
混
合
物
体
論
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
光
は
「
天
空
」
を
論
じ
た
個
所

で
、
「
天
空
の
形
相
に
帰
因
す
る
特
性
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
称
賛
と
と
も
に
、
こ
う
言
わ
れ
て
い
る
。
「
そ
れ
は
、
ま
っ
た
＜
天
上
的

な
、
殆
ど
霊
的
で
神
的
な
性
質
で
あ
り
、
そ
の
純
粋
さ
、
そ
の
精
妙
さ
、
そ
の
豊
か
さ
、
そ
の
心
地
よ
さ
、
そ
の
優
し
さ
、
そ
の
拡
散

の
見
事
さ
に
よ
っ
て
、
単
純
物
体
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
性
質
を
凌
駕
し
て
い
る
」
。
こ
う
し
た
光
の
優
位
は
、
そ
れ
が
物
体
を
構
成
す
る
四

元
素
の
基
本
的
諸
性
質
を
含
む
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
太
陽
は
そ
の
光
に
よ
っ
て
〈
熱
〉
と
〈
乾
〉
を
、
月
は
そ
の
適
度
の
明
る

さ
に
よ
っ
て
〈
冷
〉
と
〈
湿
〉
を
生
み
出
す
」
。
と
こ
ろ
が
、
ユ
ス
ク
シ
ュ
師
は
「
自
然
学
」
の
第
二
部
で
は
光
に
わ
ず
か
な
地
位
し
か

認
め
て
い
な
い
。
師
が
光
論
を
展
開
す
る
の
ほ
、
「
生
命
を
も
つ
自
然
的
物
体
に
つ
い
て
」
と
銘
打
ち
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
手
本
に
し

て
感
覚
的
魂
を
論
じ
た
第
一
＿
一
部
に
お
い
て
で
あ
り
、
と
り
わ
け
視
覚
に
関
し
て
な
の
で
あ
る
。
つ
い
で
に
付
言
す
る
と
、
興
味
深
い
こ
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と
に
、
デ
カ
ル
ト
主
義
者
を
自
ら
任
じ
て
い
た
レ
ギ
ウ
ス
も
、
同
じ
伝
統
的
構
成
を
踏
製
し
て
い
る
。
彼
は
そ
の
著
作
『
自
然
学
の
基

礎
』
第
二
章
「
制
作
さ
れ
た
可
視
的
世
界
」
（
こ
れ
は
デ
カ
ル
ト
の
『
哲
学
原
理
』
第
三
部
に
対
応
す
る
）
で
光
に
つ
い
て
手
短
か
に

論
じ
て
い
る
が
、
彼
が
こ
の
問
題
を
十
分
に
展
開
す
る
の
は
、
「
人
間
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
た
第
一
二
章
に
お
い
て
、
し
か
も
ュ
ス
ク

(
1
)
 

シ
ュ
師
と
同
じ
く
視
覚
の
説
明
と
の
関
連
に
お
い
て
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
光
ほ
視
覚
と
密
接
な
関
連
を
も
つ
。
し
か
し
、

デ
カ
ル
ト
が
人
間
の
視
覚
を
論
じ
る
の
は
、
人
間
が
光
を
見
る
者
だ
か
ら
で
あ
っ
た
。
人
間
学
は
光
学
の
一
部
門
な
の
で
あ
っ
て
、
そ

ア
ニ
マ
ル

の
逆
で
は
な
い
。
「
光
を
見
る
動
物
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
世
界
に
光
る
物
体
は
存
在
し
な
い
」

(II,
2
9
3
)

と
書
き
送
っ
て
き
た
伝
統

主
義
者
モ
ラ
ン
に
宛
て
て
、
デ
カ
ル
ト
は
こ
う
回
答
し
て
い
る
。
「
光
る
物
体
は
、
光
る

(lumineux)
と
名
付
け
ら
れ
る
も
の
す
べ
て

を
、
す
な
わ
ち
光
を
わ
れ
わ
れ
に
感
覚
さ
せ
る
た
め
に
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
す
べ
て
を
、
自
ら
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
」

(
I
I
`
3
6
5
)

と。

デ
カ
ル
ト
は
こ
こ
で
は
実
在
論
者
な
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ニ
ス
ク
シ
ュ
師
や
レ
ギ
ウ
ス
に
お
い
て
は
、
光
は
自
然
学
全
体
を

通
底
す
る
現
象
と
ほ
み
な
さ
れ
て
は
い
な
い
。
マ
ル
テ
ィ
ネ
が
言
う
よ
う
に
、
「
光
と
い
う
主
題
を
自
然
学
の
諸
部
門
に
統
一
を
課
す
る

手
段
と
な
す
の
は
、
デ
カ
ル
ト
固
有
の
観
念
な
の
で
あ
る
。
」
。

そ
れ
に
し
て
も
、
光
が
特
権
的
な
自
然
現
象
で
あ
る
理
由
は
、
ま
だ
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
の
考
察
は
第
3
節
に
譲
る
こ
と

に
し
て
、
こ
こ
で
は
せ
め
て
、
デ
カ
ル
ト
の
自
然
学
が
光
学
と
い
う
か
た
ち
を
取
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
理
由
を
彼
の
光
学
研
究
の
生

成
過
程
か
ら
探
っ
て
み
た
い
。

光
学
研
究
に
取
り
掛
か
る
以
前
に
デ
カ
ル
ト
が
光
に
示
し
た
問
題
関
心
は
、
二
つ
あ
っ
た
。
第
一
は
、
光
学
的
錯
覚
を
生
み
出
す
こ

と
の
で
き
る
自
然
現
象
へ
の
素
朴
な
驚
異
（
遠
近
法
の
効
果
や
鏡
の
戯
れ
）
で
あ
り
、
第
二
は
、
光
の
伝
播
す
る
媒
体
の
機
制
の
問
題

（
屈
折
と
反
射
）
で
あ
る

(
X
"
2
1
5
-
2
1
6
,
2
4
2
-
2
4
3
)
。
前
者
は
、
光
に
対
す
る
魔
術
的
関
心
で
あ
り
、
後
者
は
後
に
正
弦
法
則
の
発
見

に
結
び
付
い
て
い
く
科
学
的
関
心
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
つ
の
、
一
見
す
る
と
相
反
す
る
よ
う
に
見
え
る
問
題
関

デ
カ
ル
ト
の
光
学
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心
は
、
遅
く
と
も
光
学
研
究
に
取
り
掛
か
る
直
前
に
は
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
ひ
と
つ
に
結
び
付
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
光
学
は
、
デ

カ
ル
ト
に
と
っ
て
、
ま
ず
も
っ
て
「
奇
跡
の
学
」
で
あ
り
、
「
非
常
に
都
合
よ
く
空
気
と
光
を
利
用
す
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
の
で
、

こ
れ
を
用
い
れ
ば
、
閥
術
師
が
悪
霊
の
助
け
で
出
現
さ
せ
る
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
幻
覚
を
見
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
(
I
,

2
1
)

と
い
っ

た
類
の
靡
術
で
あ
る
。
腐
術
的
関
心
が
際
立
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
し
か
し
そ
の
魔
術
は
光
と
、
後
に
デ
カ
ル
ト
が
「
透
明
物

体
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
空
気
（
光
を
伝
播
す
る
媒
体
）
と
の
効
果
的
利
用
に
よ
っ
て
解
き
明
か
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
麿
術
は
技
術
の
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
技
術
は
技
術
が
適
用
さ
れ
る
物
質
の
一
般
的
本
性
の
問
題
を
提
起
す
る
。
現
行

の
デ
カ
ル
ト
の
光
学
は
一
般
論
か
ら
各
論
へ
と
い
う
構
成
を
取
っ
て
い
る
が
、
そ
の
生
成
過
程
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
順
序
が
逆
に
な
っ

て
い
た
こ
と
に
わ
れ
わ
れ
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
既
述
し
た
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
の
光
学
研
究
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、

ロ
ー
マ
で
の
幻
日
現
象
で
あ
っ
た
。
初
め
に
光
学
的
錯
覚
現
象
あ
り
き
、
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
現
象
の
解
明
は
『
気
象
学
』
の

終
講
で
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
。
第
一
講
は
「
地
上
の
物
体
の
本
性
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
『
気
象
学
j

の
白
眉
は
デ
カ

ル
ト
が
癖
腔
の
自
信
を
も
っ
て
い
た
虹
の
色
の
説
明
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
の
地
上
物
体
と
同
じ
現
象
は
、
噴
水
と
。
フ
リ
ズ
ム
と

い
う
、
虹
よ
り
も
っ
と
手
近
な
と
こ
ろ
で
、
し
た
が
っ
て
、
も
っ
と
正
確
に
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
故
に
、
『
屈
折
光
学
』
は

レ
ン
ズ
を
カ
ッ
ト
す
る
技
術
論
で
終
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
技
術
論
が
=
宇
宙
論
』
の
部
分
的
要
約
た
る
第
一
講
「
光
に
つ
い

て
」
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
自
然
学
は
光
学
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
さ
え
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
「
私
は
こ
れ
か
ら

カ
オ
ス
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
、
そ
こ
か
ら
光
を
引
き
出
す
こ
と
に
取
り
掛
か
っ
て
い
る
と
申
し
上
げ
る
。
こ
れ
は
私
が
か
つ
て
企
て
え
た

最
も
高
責
で
最
も
困
難
な
題
目
の
一
つ
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
全
自
然
学
が
そ
こ
に
殆
ど
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」

(
I
•
2
9
4
)

。

こ
う
し
て
光
は
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
、
与
え
ら
れ
た
課
題
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
見
出
さ
れ
た
主
題
で
あ
っ
た
。
幻
日
と
い
う
一

自
然
現
象
が
デ
カ
ル
ト
に
光
学
の
各
論
と
総
論
に
殆
ど
同
時
に
取
り
組
ま
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
反
復
を
極
力
避
け
る
と
い
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う
デ
カ
ル
ト
の
執
筆
態
度
の
う
ち
に
表
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
デ
カ
ル
ト
は
一
時
期
『
気
象
学
』
の
完
成
を
放
置
し
た
。
し
か
し
彼
は

(
2
)
 

そ
の
間
、
幻
日
現
象
の
観
測
記
録
の
収
集
は
絶
や
し
て
い
な
い
。
結
局
、
『
気
象
学
』
が
最
後
に
仕
上
げ
ら
れ
た
の
も
、
デ
カ
ル
ト
の
構

想
し
た
光
学
の
驚
く
ぺ
き
首
尾
一
貫
性
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
デ
カ
ル
ト
の
光
学
構
想
は
単
に
自
然
学
の
領
域
に
限

局
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
狸
体
の
秘
頴
と
い
う
神
学
上
の
問
題
の
解
決
も
目
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
『
宇
宙

論
』
の
構
想
を
メ
ル
セ
ン
ヌ
に
打
ち
明
け
た
書
簡
で
、
デ
カ
ル
ト
は
『
屈
折
光
学
」
の
第
一
講
に
触
れ
て
早
く
も
こ
う
述
べ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
(
I
,

1
7
9
)

。
「
私
は
こ
れ
に
色
と
光
の
本
性
を
説
明
せ
ん
と
す
る
叙
説
を
挿
入
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
出
来
上
が
っ
た

ら
直
ち
に
、
そ
し
て
『
屈
折
光
学
』
の
残
り
の
部
分
を
お
送
り
す
る
前
に
、
こ
の
光
に
つ
い
て
の
叙
説
を
お
送
り
し
ま
し
ょ
う
。
と
い

う
の
は
、
そ
の
な
か
で
私
は
私
の
や
り
方
で
も
っ
て
色
に
つ
い
て
記
述
し
よ
う
と
思
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
バ
ソ
の
白
さ
が
聖
体
の

秘
蹟
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
残
る
か
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
云
々
」
。
こ
の
「
光
に
つ
い
て
の
叙
説
」
の
な
か
で
は
デ
カ

ル
ト
は
聖
体
の
秘
蹟
の
問
題
に
は
触
れ
な
か
っ
た
が
、
ほ
ぽ
一

0
年
後
ア
ル
ノ
ー
と
の
論
争
的
関
係
が
生
じ
た
時
、
同
じ
く
メ
ル
セ
ン

ヌ
に
宛
て
て
こ
う
書
い
て
い
る
。
「
こ
の
問
題
は
、
私
の
自
然
学
の
な
か
で
、
創
世
記
の
第
一
章
と
と
も
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
に
な
る
も
の
で
す
」

(III,2
9
6
)
。
聖
体
の
秘
蹟
と
い
う
神
学
上
の
問
題
が
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
自
然
学
の
問
題
だ
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
デ
カ
ル
ト
の
自
然
学
が
光
学
だ
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

デ
カ
ル
ト
の
『
省
察
』
に
寄
せ
た
反
論
で
ア
ル
ノ
ー
が
「
神
学
者
た
ち
に
疑
念
を
抱
か
せ
う
る
諸
点
」
と
し
て
列
挙
し
た
の
は
、
第

一
に
凡
庸
な
精
神
に
と
っ
て
過
度
の
懐
疑
は
危
険
だ
と
い
う
こ
と
、
第

1

一
に
信
仰
上
の
真
偽
（
善
悪
）
と
学
問
上
の
真
偽
と
は
区
別
す

べ
き
だ
と
い
う
こ
と
、
第
一

l

一
に
デ
カ
ル
ト
の
学
説
と
型
体
の
秘
蹟
に
関
す
る
教
会
の
教
え
と
は
相
容
れ
な
い
と
い
う
こ
と
、
以
上
三
点

デ
カ
ル
ト
の
光
学

第
2
節
光
学
と
神
学
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で
あ
っ
た
。
前
二
者
は
反
論
と
い
う
よ
り
は
、
好
意
的
勧
告
と
で
も
称
す
べ
き
提
言
で
あ
っ
た
の
で
、
デ
カ
ル
ト
が
答
弁
に
精
力
を
傾

け
る
の
は
、
第
一
＿
一
の
狸
体
の
秘
蹟
の
問
題
で
あ
る
。

型
体
の
秘
蹟
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
イ
エ
ス
が
最
後
の
晩
餐
の
席
上
で
弟
子
た
ち
に
．
ハ
ン
と
葡
萄
酒
を
与
え
な
が
ら
、
「
取
っ
て

食
べ
な
さ
い
。
こ
れ
は
わ
た
し
の
体
で
あ
る
」
「
皆
、
こ
の
杯
か
ら
飲
み
な
さ
い
。
こ
れ
は
、
罪
が
赦
さ
れ
る
よ
う
に
、
多
く
の
人
の
た

め
に
流
さ
れ
る
わ
た
し
の
血
、
契
約
の
血
で
あ
る
」
と
言
っ
た
と
い
う
事
蹟
に
由
来
す
る
（
日
本
型
書
協
会
『
聖
書
」
新
共
同
訳
）
。
こ

の
事
蹟
は
全
質
変
化

(
t
r
a
n
s
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
t
i
o
)
と
も
呼
ば
れ
、
『
カ
ト
リ
ッ
ク
大
辞
典
』
（
冨
山
房
）
で
は
こ
う
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「
狸

変
化
に
よ
っ
て
バ
ソ
の
全
実
体
が
キ
リ
ス
ト
の
身
体
の
実
体
に
、
葡
萄
酒
の
全
実
体
が
キ
リ
ス
ト
の
血
の
実
体
に
変
化
し
、
し
た
が
っ

て
パ
ン
と
葡
萄
酒
に
は
た
だ
偶
有
性
（
色
、
味
、
大
き
さ
、
重
さ
等
の
形
色
[
象

D
の
み
し
か
残
ら
な

vな
る
こ
と
を
指
す
o

全
実
体

の
変
化
に
よ
っ
て
必
ず
本
質
も
変
化
せ
し
め
ら
れ
る
か
ら
、
全
質
変
化
と
い
う
の
で
あ
る
」
。
こ
う
し
た
壁
体
の
秘
蹟
に
関
し
て
は
、
全

質
変
化
し
た
と
さ
れ
る
パ
ソ
と
葡
萄
酒
を
め
ぐ
っ
て
キ
リ
ス
ト
の
力
能
臨
在
説
と
象
徴
的
臨
在
説
と
が
あ
っ
た
が
、
一
五
五
一
年
の
ト

リ
ニ
ソ
ト
公
会
議
で
実
在
的
臨
在
説
が
確
立
さ
れ
、
全
質
変
化
に
関
し
て
も
、
「
パ
ン
の
全
実
体
が
わ
れ
ら
が
主
キ
リ
ス
ト
の
実
体
に
変

化
し
て
、
パ
ソ
の
形
象
の
み
が
残
る
」
と
い
う
決
議
が
な
さ
れ
た
。
デ
カ
ル
ト
も
ア
ル
ノ
ー
ヘ
回
答
す
る
前
に
、
こ
の
決
議
文
を
取
り

寄
せ
、
自
分
の
学
説
と
の
不
一
致
が
な
い
か
を
検
討
し
て
い
る
。

(
3
)
 

ア
ル
ノ
ー
の
反
論

(
V
I
I
•
2
1
7
)

は
、
ア
ル
キ
ェ
の
注
釈
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
論
点
を
浮
き
彫
り
に
す
る
か
た
ち
で
書
き
改
め
る
と
、

こ
う
な
る
で
あ
ろ
う
。
教
会
の
教
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
全
質
変
化
の
後
で
も
、
「
延
長
、
形
状
、
色
、
香
り
、
味
、
そ
し
て
そ
の
他
の
可

惑
的
諸
性
質
」
と
い
っ
た
偶
有
性
は
残
る
。
し
か
る
に
、
デ
カ
ル
ト
の
学
説
に
お
い
て
は
、
実
在
す
る
の
は
微
小
物
体
（
そ
の
本
質
は

延
長
）
と
そ
の
多
様
な
運
動
（
延
長
の
様
態
）
だ
け
で
あ
り
、
ス
コ
ラ
哲
学
が
偶
有
性
と
呼
ん
で
い
る
も
の
の
う
ち
、
と
り
わ
け
可
感

的
諸
性
質
（
色
、
味
、
香
り
等
）
は
非
実
在
的
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
全
質
変
化
し
た
パ
ン
に
認
め
ら
れ
る
実
在
性
は
、
延
長
、
形
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状
、
可
動
性
等
の
様
態
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
様
態
は
、
様
態
が
内
在
す
る
基
体
な
し
に

は
知
解
で
き
な
い
し
、
し
た
が
っ
て
基
体
な
し
に
は
存
在
し
え
な
い
。
た
し
か
に
、
ト
マ
ス
は
「
型
体
の
秘
蹟
に
お
け
る
偶
有
性
は
、
何

ら
か
の
基
体
の
う
ち
に
、
内
在
す
る
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
た
。
し
か
し
、
ト
マ
ス
が
そ
う
述
ぺ
え
た
の
は
、
全
質
変
化
の
後
で

残
る
偶
有
性
を
保
存
す
る
の
が
、
神
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
ど
ん
な
結
果
も
第
二
原
因
よ
り
第
一
原
因
に
多
く
依
存
す
る
の
で

あ
っ
て
み
れ
ば
、
実
体
と
偶
有
性
の
両
方
の
第
一
原
因
で
あ
る
神
は
、
た
と
え
こ
れ
ま
で
偶
有
性
の
直
接
的
原
因
と
し
て
そ
の
偶
有
性

を
存
在
の
う
ち
に
保
っ
て
い
た
実
体
が
消
滅
し
た
時
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
無
限
の
力
能
に
よ
っ
て
、
偶
有
性
を
存
在
に
お
い
て
保
存
す

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
。
し
か
る
に
、
「
第
一
答
弁
」
に
よ
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
、
実
体
と
実
体
の
様
態
と
は
単
に
形
相
的
に
区

別
さ
れ
る
だ
け
で
、
実
在
的
に
は
分
離
さ
れ
え
な
い
の
だ
か
ら
、
デ
カ
ル
ト
と
し
て
は
、
聖
体
の
秘
蹟
に
お
け
る
実
体
と
様
態
と
の
実

在
的
分
離
（
デ
カ
ル
ト
は
「
篤
い
信
仰
」
を
も
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
事
実
を
否
定
す
る
わ
け
に
は
い
く
ま
い
）
を
神
の
力
能
に

求
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
は
ず
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
実
在
的
偶
有
性
（
特
に
可
感
的
諸
性
質
）
の
否
定
お
よ
び
実
体
と
様
態
の
実

在
的
分
離
の
否
定
と
い
う
二
点
は
、
聖
体
の
秘
蹟
に
関
す
る
教
会
の
主
張
と
矛
盾
す
る
。
デ
カ
ル
ト
の
学
説
に
お
い
て
は
、
全
質
変
化

と
い
う
秘
蹟
は
説
明
で
き
な
い
。

こ
の
反
論
に
対
し
て
、
デ
カ
ル
ト
は
ま
ず
、
自
分
は
こ
れ
ま
で
実
在
的
偶
有
性
（
あ
る
い
は
む
し
ろ
偶
有
性
の
実
在
性
）
を
否
定
し

た
こ
と
は
な
い
と
抗
弁
し
た
上
で
、
そ
の
証
拠
と
し
て
「
屈
折
光
学
』
と
『
気
象
学
』
を
挙
示
す
る
。
な
る
ほ
ど
当
該
個
所
で
デ
カ
ル

ト
は
こ
う
述
べ
て
い
た
。
「
私
は
哲
学
者
た
ち
と
決
し
て
争
い
を
起
こ
し
た
く
な
い
の
で
、
彼
ら
が
物
体
の
な
か
に
あ
る
と
想
像
し
て
い

る
も
の
で
、
私
が
こ
れ
ま
で
に
述
ぺ
た
以
外
の
も
の
、
例
え
ば
、
彼
ら
の
言
う
と
こ
ろ
の
実
体
的
形
相
と
か
実
在
的
性
質
と
か
、
こ
れ

に
類
し
た
も
の
を
、
ま
っ
た
＜
何
も
の
を
も
否
定
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
」
。
と
こ
ろ
が
、
デ
カ
ル
ト
は
直
ち
に
こ
う
付
け
加
え
る
の
で

あ
る
。
「
た
だ
、
私
が
掲
げ
る
諸
理
由
は
、
彼
ら
の
も
の
よ
り
少
な
い
事
柄
に
依
拠
し
て
い
る
そ
の
分
、
世
人
の
称
贅
を
得
ら
れ
る
も
の
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だ
と
思
う
」

(
V
I
`
2
3
9
)

と
。
『
宇
宙
論
』
で
も
、
か
の
オ
ッ
カ
ム
の
剃
刀
の
原
理
が
暗
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、

光
を
内
在
さ
せ
て
い
る
物
体
は
、
星
と
炎
な
い
し
火
で
あ
る
が
、
星
は
疑
い
も
な
く
炎
や
火
よ
り
も
身
近
で
な
い
分
か
り
に
く
い
存
在

で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
も
っ
て
炎
や
火
を
論
じ
る
の
が
得
策
で
あ
る
。
こ
う
論
じ
た
上
で
、
デ
カ
ル
ト
は
概
ね
次
の
よ
う
に
述
べ
る
の
で

あ
る
。
「
炎
が
木
を
燃
や
す
時
、
他
の
人
が
火
の
形
相
、
熱
の
性
質
、
お
よ
び
木
を
燃
や
す
作
用
を
想
像
し
、
そ
れ
ら
が
み
な
違
っ
た
も

の
だ
と
考
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
す
る
が
よ
い
。
私
と
し
て
は
、
炎
な
い
し
光
の
現
象
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
そ
こ
に

木
の
諸
部
分
（
微
小
物
体
）
の
運
動
が
あ
れ
ば
十
分
だ
」

(
X
I
,
7
)

。
こ
れ
を
見
る
と
、
デ
カ
ル
ト
は
言
葉
の
上
で
は
た
し
か
に
実
在
的

偶
有
性
を
否
定
し
て
は
い
な
い
が
、
ス
コ
ラ
の
哲
学
者
た
ち
に
よ
る
自
然
の
説
明
方
式
を
は
な
か
ら
信
用
し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

『
省
察
』
が
刊
行
さ
れ
る
以
前
で
さ
え
、
伝
統
的
哲
学
に
対
す
る
デ
カ
ル
ト
の
面
従
腹
背
は
歴
然
と
し
て
い
る
が
、
『
省
察
』
で
は
デ
カ

ル
ト
の
態
度
は
も
っ
と
過
激
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
に
言
わ
せ
れ
ば
、
実
在
的
偶
有
性
の
否
定
こ
そ
、
消
極
的
に
で
は
あ
る
が
、
教
会
の

教
え
て
い
る
こ
と
な
の
だ
。
「
少
な
く
と
も
私
の
知
る
限
り
、
教
会
は
い
つ
い
か
な
る
と
こ
ろ
で
も
、
型
体
の
秘
蹟
に
お
い
て
残
存
す
る

パ
ン
と
葡
萄
酒
の
形
象
が
或
る
種
の
実
在
的
偶
有
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
は
い
な
い
」

(VII,
2
5
2
)

。
こ
う
な
る
と
、
ア
ル

ノ
ー
の
反
論
の
方
が
反
教
会
的
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
実
際
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
デ
カ
ル
ト
が
当
時
の
神
学

に
寄
与
し
え
た
と
自
負
す
る
理
由
の
一
端
が
あ
っ
た
。
全
質
変
化
の
諸
問
題
は
、
「
私
の
諸
原
理
に
よ
っ
て
ま
こ
と
に
都
合
よ
く
ま
こ
と

に
適
正
に
説
明
さ
れ
る
」
。
神
学
者
た
ち
は
私
に
む
し
ろ
感
謝
す
べ
き
な
の
だ
、
と
デ
カ
ル
ト
は
言
う
に
至
る
の
で
あ
る
。

十
年
前
に
デ
カ
ル
ト
は
、
こ
う
述
べ
て
い
た
。
私
な
り
の
や
り
方
で
色
と
光
の
本
性
を
記
述
し
、
パ
ン
の
白
さ
が
聖
体
の
秘
蹟
の
な

か
で
ど
の
よ
う
に
残
る
か
を
記
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。
色
と
光
は
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
「
視
覚
の
対
象
の
う
ち
に
認
め
ら

れ
、
本
来
の
視
覚
に
属
す
る
た
だ
二
つ
の
性
質
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
色
の
本
性
は
「
運
動
の
多
様
性
」
に
し
か
な
い

(
V
I
,
1
3
0
,
1
3
2
)

。

こ
の
色
の
本
性
は
、
特
に
虹
の
現
象
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
、
と
デ
カ
ル
ト
は
言
う

(
V
I
,
2
3
2
)
。
何
故
な
ら
、
色
は
〈
光
と
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光
と
は
「
異
質
な
」
媒
体
（
水
、
ガ
ラ
ス
、
空
気
等
）
と
の
出
合
い
〉
で
あ
り
、
こ
の
出
合
い
が
光
を
「
ひ
っ
く
り
返
し
」
、
色
を
生
み

出
す
か
ら
で
あ
る
。
「
色
の
本
性
は
、
光
の
作
用
を
伝
え
る
微
粒
子
が
直
線
的
に
運
動
す
る
よ
り
も
大
き
な
力
で
旋
回
運
動
を
す
る
傾
向

に
あ
る
と
い
う
点
に
の
み
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
非
常
に
強
力
に
回
転
す
る
傾
向
を
も
つ
部
分
は
赤
色
を
生
じ
、
さ
ほ
ど
強
力
に
回
転

し
な
い
部
分
は
黄
色
を
生
じ
る
」
(
V
I
,
3
3
3
)
。
要
す
る
に
、
直
進
す
る
力
を
も
つ
光
が
媒
体
を
伝
わ
っ
て
物
体
に
接
触
し
、
こ
の
接
触

が
原
因
と
な
っ
て
物
体
の
色
が
わ
れ
わ
れ
に
知
覚
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
う
し
た
説
明
方
式
か
ら
す
れ
ば
、
色
は

物
体
に
内
在
す
る
実
在
的
性
質
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
聖
体
の
秘
蹟
に
お
い
て
、
バ
ン
と
い
う
実
体
は
キ
リ
ス
ト
の
身
体
に
全
質
変

化
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
感
覚
に
現
象
す
る
白
さ
は
、
デ
カ
ル
ト
の
考
え
か
ら
す
れ
ば
、
実
在
的
性
質
で
な
い
以
上
は
、
パ
ン
に
も
キ

リ
ス
ト
の
身
体
に
も
実
在
的
に
内
属
す
る
偶
有
性
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
こ
の
点
に
、
そ
し
て
こ
の
点
に
の
み
、
ア

ル
ノ
ー
の
反
論
に
接
し
た
デ
カ
ル
ト
が
『
屈
折
光
学
』
と
『
気
象
学
j

を
指
示
し
た
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し

教
会
と
「
争
い
を
起
こ
し
た
く
な
い
」
の
で
あ
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
と
し
て
は
、
実
在
的
偶
有
性
の
せ
め
て
消
極
的
否
定
を
教
会
に
帰
さ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
と
は
い
え
、
実
在
的
偶
有
性
を
否
定
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
聖
体
の
秘
蹟
の
問
題
が
解
決
さ
れ
る

わ
け
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
そ
こ
に
色
が
、
帰
属
す
ぺ
き
基
体
を
欠
い
た
状
態
で
、
現
象
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
実
体
な
き
様
態

の
存
在
を
ど
う
説
明
す
る
の
か
、
こ
れ
が
恐
ら
く
、
聖
体
の
秘
蹟
が
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
「
問
題
」
と
し
て
映
じ
た
発
端
の
状
況
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

「
様
態
は
そ
れ
が
内
在
し
て
い
る
何
ら
か
の
実
体
な
し
に
知
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
っ
た
こ
と
か
ら
、
偶
有
性
は
実
体
が
な
く

と
も
神
の
力
能
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
を
私
が
否
定
し
た
と
推
断
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
神
は
わ
れ
わ

れ
に
知
解
し
え
な
い
無
数
の
こ
と
を
な
し
う
る
か
ら
だ
」

(VII,
2
4
9
)
。
ア
ル
キ
ニ
に
よ
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
が
一
般
に
神
の
全
能
に
訴

え
る
の
は
、
心
身
の
実
在
的
区
別
を
基
礎
づ
け
る
時
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
神
は
わ
れ
わ
れ
が
明
晰
判
明
に
区
別
し
て
思
惟
で
き
る
も
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の
を
実
在
的
に
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
拠
り
所
と
し
て
要
請
さ
れ
る
「
神
の
全
能
は
、
様
態
的
区
別
な
い
し

理
性
的
区
別
か
ら
実
在
的
区
別
へ
の
移
行
を
基
礎
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
」
。
神
は
わ
れ
わ
れ
が
明
晰
判
明
に
区
別
し
て
思
惟
で
き
な
い
も

の
を
実
在
的
に
分
離
で
き
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
は
聖
体
の
秘
蹟
の
問
題
を
信
仰
の
次
元
に
移

す
こ
と
を
拒
否
す
る
。
神
の
全
能
に
訴
え
る
代
わ
り
に
、
彼
は
「
自
由
に
論
ず
る
」
道
を
選
ぶ
の
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
引
き
合
い
に
だ
し
て
、
い
か
な
る
感
覚
も
、
接
触
に
よ
る
の
で
な
い
限
り
、
触
発
さ
れ
な
い
と

い
う
事
実
を
ま
ず
確
認
す
る
。
こ
の
接
触
は
、
感
覚
さ
れ
て
い
る
物
体
の
境
界
を
な
す
表
面
で
し
か
な
さ
れ
え
な
い
。
表
面
は
、
表
面

が
取
り
囲
む
物
体
と
表
面
を
取
り
囲
む
物
体
（
徴
細
物
質
で
滴
た
さ
れ
た
「
間
隙
」
）
と
の
境
界
で
あ
る
以
上
、
そ
の
い
ず
れ
の
物
体
に

も
内
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
色
が
パ
ソ
に
も
キ
リ
ス
ト
の
身
体
に
も
内
在
し
な
か
っ
た
の
と
同
様
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
「
境
界
に
お
い
て
の
み
接
触
が
な
さ
れ
、
そ
し
て
接
触
に
よ
っ
て
の
み
感
覚
が
生
じ
る
の
だ
か
ら
、

ま
た
キ
リ
ス
ト
の
身
体
と
血
と
い
う
新
し
い
実
体
は
パ
ソ
と
葡
萄
酒
と
い
う
他
の
実
体
が
そ
の
も
と
に
あ
っ
た
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
境

界
の
も
と
に
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
以
前
そ
こ
に
存
在
し
て
い
た
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
場
所
に
存
在
す
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る

以
上
、
そ
の
新
し
い
実
体
は
、
バ
ン
と
葡
萄
酒
が
全
質
変
化
し
な
か
っ
た
時
に
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
を
触
発
す
る
で
あ
ろ
う
の
と
ま
っ
た

く
同
じ
仕
方
で
、
わ
れ
わ
れ
の
す
べ
て
の
感
覚
を
触
発
す
る
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
必
然
的
に
帰
結
す
る
」

(VII,
2
5
1
)
。

聖
体
の
秘
蹟
は
全
質
変
化
後
の
「
バ
ソ
の
形
象
」
の
問
題
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
の
身
体
が
ど
う
い
う
仕

方
で
聖
体
の
秘
蹟
の
う
ち
に
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
が
ま
だ
残
っ
て
い
る

(
I
V
`
3
7
4
-
3
7
6
)
。
し
か
し
、
ア
ル
ノ
ー
は
、
偶
有
性
と
実
体

の
関
係
に
つ
い
て
は
、
デ
カ
ル
ト
の
説
明
に
ほ
ぽ
満
足
し
た

(V,
1
9
0
)
。
ア
ル
キ
ェ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
説
明
は
「
感
覚
は
感
覚
と
は
ま
っ

た
く
異
質
な
特
定
の
物
体
的
運
動
に
応
答
す
る
と
い
う
原
理
」
と
「
あ
ら
ゆ
る
物
質
の
同
質
性
と
い
う
原
理
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
原
理
に
よ
る
な
ら
、
同
じ
位
置
、
同
じ
運
動
、
同
じ
構
造
、
同
じ
形
態
、
し
た
が
っ
て
同
じ
表
面
を
も
つ
二
つ
の
物
体
的
実
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デ
カ
ル
ト
が
方
法
的
懐
疑
に
よ
っ
て
確
立
し
よ
う
と
し
た
自
我
は
、
身
体
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
純
粋
精
神
で
あ
っ
た
が
、
周
知
の

よ
う
に
、
か
か
る
非
物
体
的
精
神
は
中
世
で
は
天
使
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
『
創
世
記
』
に
天
使
の
創
造
の
記
載
は
な
い
が
、

デ
カ
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体
は
、
わ
れ
わ
れ
に
同
じ
感
覚
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
ア
ル
キ
ニ
は
デ
カ
ル
ト
の
説
明
が
聖
体
の
秘
蹟
の
意
味
そ
の
も
の

を
奪
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
い
る
。
グ
イ
エ
ほ
「
ど
う
し
て
こ
ん
な
危
険
な
道
に
身
を
投
じ
た
の
だ
ろ
う
か
」
と

い
ぶ
か
り
な
が
ら
、
結
局
、
聖
体
の
秘
蹟
の
解
明
に
傾
け
た
デ
カ
ル
ト
の
「
非
常
に
奇
妙
な
情
熱
」
を
当
時
の
「
反
宗
教
改
革
と
い
う

(
4
)
 

大
き
な
運
動
」
の
う
ち
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
異
な
っ
た
視
角
か
ら
眺
め
れ
ば
、
聖
体
の
秘
蹟
の
問
題
は
近
代
科
学
の
自

明
の
前
提
を
な
し
て
い
た
「
第
一
性
質
」
と
「
第
二
性
質
」
の
区
別
の
根
拠
に
係
わ
っ
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
周
知
の

よ
う
に
、
こ
の
区
別
は
古
代
原
子
論
に
ま
で
遡
る
が
、
事
象
的
に
は
ガ
リ
レ
オ
に
お
い
て
再
興
さ
れ
、
術
語
的
に
は
ロ
ッ
ク
に
よ
っ
て

確
立
さ
れ
た
。
そ
し
て
バ
ー
ク
リ
ー
が
直
ち
に
こ
の
区
別
を
撤
廃
し
た
こ
と
は
、
す
で
に
遠
い
哲
学
史
的
常
識
に
属
し
て
い
る
。
し
か

し
、
マ
ッ
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
科
学
者
た
ち
は
こ
の
区
別
を
ま
だ
保
持
し
て
い
る
し
、
そ
れ
は
、
少
な
く
と
も
一
七
世
紀
以
来
、
哲
学
と

科
学
と
を
依
然
と
し
て
「
正
面
衝
突
」
さ
せ
て
い
る
争
点
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
の
上
、
バ
ー
ク
リ
ー
の
P

ッ
ク
批
判
は
誤
読
に
よ
る

(
5
)
 

も
の
な
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
「
第
一
性
質
」
と
「
第
二
性
質
」
の
区
別
の
問
題
を
解
決
済
み
の
問
題
と
し
て
扱
わ
な
い
と
い
う
態

度
が
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
色
は
（
そ
し
て
光
も
）
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
「
視
覚
の
対
象
」
に
属
す
る
と
同
時
に
「
視
覚

本
来
の
性
質
」
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
物
体
の
言
わ
ば
表
面
効
果
で
あ
っ
て
、
純
粋
に
主
観
的
存
在
だ
と
言
い
切
る
こ
と
は

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
聖
体
の
秘
蹟
の
問
題
は
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
、
飽
く
ま
で
も
光
学
と
し
て
の
自
然
学
の
問

題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

光
学
と
形
而
上
学
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ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
神
が
「
光
あ
れ
」
と
呼
ば
わ
っ
た
時
、
そ
の
光
の
創
造
に
お
い
て
解
さ
れ
る
の
は
、
ま
さ
し
く
天
使

の
存
在
に
他
な
ら
な
い
（
『
神
の
国
j

第
一
―
巻
第
9
章
）
。
し
て
み
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
の
光
学
を
天
使
論
と
い
う
形
而
上
学
的
視
角
か

ら
考
察
す
る
の
は
、
必
ず
し
も
不
当
な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

天
使
の
存
在
と
本
性
ほ
、
そ
の
時
間
的
存
在
様
式
と
な
ら
ん
で
、
中
世
の
大
学
で
最
も
数
多
く
議
論
さ
れ
た
論
題
の
ひ
と
つ
で
あ
っ

た
。
ジ
ル
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
中
世
に
お
け
る
天
使
論
の
起
顔
は
、
第
一
に
、
天
球
と
天
体
の
運
動
の
原
因
と
し
て
の
或
る
霊
的
実
体
に

関
す
る
天
文
学
説
に
あ
り
、
プ
ラ
ト
ン
の
世
界
霊
魂
に
ま
で
遡
る
。
プ
ラ
ト
ソ
は
天
球
と
天
体
の
う
ち
に
〈
自
己
運
動
す
る
原
理
と
し

て
の
魂
〉
を
認
め
る
が
、
中
世
の
神
学
者
た
ち
は
天
体
運
動
の
起
源
に
神
の
創
造
し
た
純
粋
精
神
を
置
い
た
。
神
は
天
球
を
直
接
に
動

か
す
の
で
は
な
く
、
神
の
使
い
た
る
天
使
を
媒
介
に
し
て
動
か
す
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
安
野
光
雅
画
伯
の
『
天
動
説
の
絵
本
』
（
福

音
館
）
に
は
地
球
の
上
に
腰
掛
け
て
太
陽
を
綱
で
引
っ
張
っ
て
い
る
天
使
の
光
景
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
厳
密
に
言
え
ば
、
天
使
ほ
光

輝
天
球
の
彼
方
か
ら
遠
隔
操
作
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
光
が
遥
か
遠
隔
の
地
か
ら
瞬
間
的
に
（
と
少
な
く
と
も
デ
カ
ル
ト
は

そ
う
考
え
て
い
た
）
地
上
を
照
ら
す
の
と
同
様
で
あ
る
。
天
使
論
の
第
二
の
起
源
は
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
に
お
け
る
存
在
の
流
出
の
第

一
段
階
を
画
し
て
い
る
純
粋
精
神
（
ヌ
ー
ス
）
に
関
す
る
形
而
上
学
的
思
弁
に
あ
る
。
第
三
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
天
使
と
悪
閥
に

関
す
る
型
書
的
表
象
に
あ
る
が
、
中
世
に
お
け
る
天
使
論
の
成
立
に
と
っ
て
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
偽
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ

ス
で
あ
っ
た
。
彼
は
天
の
使
い
と
い
う
型
書
的
表
象
と
新
。
フ
ラ
ト
ン
主
義
の
形
而
上
学
的
思
弁
と
を
決
定
的
に
総
合
し
た
。
彼
は
天
使

を
純
粋
精
神
と
定
義
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
彼
は
、
そ
の
各
々
が
一
二
つ
の
等
級
か
ら
構
成
さ
れ
る
三
つ
の
階
層
に
分
け
る
と
い
う
巧
妙

な
分
類
法
に
よ
っ
て
、
天
使
た
ち
を
位
階
づ
け
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
使
は
九
つ
の
等
級
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ト

マ
ス
も
こ
れ
を
踏
襲
す
る
。
「
天
使
た
ち
の
階
層
的
な
位
階
構
造
は
、
神
の
照
明
が
端
か
ら
端
ま
で
照
ら
し
出
す
純
粋
知
性
の
連
続
的
系

列
に
わ
れ
わ
れ
を
立
ち
合
わ
せ
る
。
各
々
の
天
使
は
直
接
に
下
位
の
等
級
の
天
使
に
、
自
分
よ
り
上
位
の
等
級
の
天
使
か
ら
受
け
取
る
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デ
カ
ル
ト
の
光
学

認
識
を
伝
え
る
が
、
し
か
し
自
分
に
後
続
す
る
知
性
の
能
力
に
し
た
が
っ
て
特
殊
化
さ
れ
細
分
化
さ
れ
た
か
た
ち
で
し
か
、
そ
れ
を
伝

え
な
い
」
。
例
え
ば
、
第
一
階
層
の
第
一
等
級
に
属
す
る
天
使
は
、
宇
宙
の
究
極
目
的
た
る
神
の
菩
性
を
直
接
に
恋
い
焦
が
れ
る
が
故
に
、

セ
ラ
フ
ィ
ム
（
熾
天
使
）
と
呼
ば
れ
る
が
、
第
一
一
等
級
に
属
す
る
天
使
は
、
神
の
普
性
を
直
接
に
そ
れ
自
体
に
お
い
て
で
は
な
く
、
そ

の
摂
理
に
し
た
が
っ
て
眺
め
る
が
故
に
、
ケ
ル
ビ
ム
（
智
天
使
）
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
天
使
と
い
う
「
創
造
さ
れ
た

最
高
段
階
の
完
全
性
が
現
実
化
さ
れ
て
い
る
被
造
物
」
の
次
の
位
階
に
属
す
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
人
問
で
あ
る
。
そ
し
て
ジ

ル
ソ
ソ
に
よ
れ
ば
、
「
人
間
の
よ
う
な
下
位
の
等
級
の
被
造
物
の
本
性
と
慟
き
は
、
天
使
の
そ
れ
と
の
比
較
や
、
し
ば
し
ば
対
立
に
よ
っ

(
6
)
 

て
し
か
、
完
全
に
は
理
解
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
」
。

現
代
の
物
理
学
者
が
天
使
論
的
視
角
の
復
権
を
訴
え
て
い
る
の
は
、
興
味
深
い
現
象
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
例
え

ば
、
柳
瀕
睦
男
は
現
代
物
理
学
、
日
常
性
、
非
西
欧
的
思
考
と
い
う
三
つ
の
論
点
か
ら
時
空
概
念
の
拡
張
の
必
要
を
論
じ
た
際
、
近
代

に
お
い
て
見
失
わ
れ
た
時
間
概
念
を
復
活
さ
せ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
現
代
物
理
学
の
枠
組
の
な
か
で
、
空
間

化
さ
れ
た
時
間
を
外
か
ら
眺
め
よ
う
と
す
る
相
対
論
的
な
要
求
と
、
観
測
者
を
含
ん
だ
体
系
を
外
か
ら
記
述
し
よ
う
と
す
る
量
子
力
学

的
な
要
求
を
同
時
に
満
た
す
た
め
に
は
、
そ
の
観
測
者
の
存
在
す
る
場
、
す
な
わ
ち
、
時
間

(
t
e
m
p
u
s
)
と
永
遠

(aeternitas)
の
中

間
に
あ
る
場
と
し
て
の
永
劫

(
a
e
v
w
n
)
が
適
当
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
時
問
に
関
す
る
哲
学
そ
の
も
の
の
職
論
の
中
で
も
、
人
間
の

精
神
的
活
動
、
す
な
わ
ち
、
肉
体
を
持
っ
た
人
間
が
肉
体
的
な
存
在
で
あ
る
限
り
は
時
間
に
縛
ら
れ
て
い
て
も
、
精
神
的
な
活
動
に
あ
っ

て
は
、
確
か
に
時
間
を
越
え
た
場
の
中
で
思
考
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
と
い
う
感
覚
が
あ
り
、
そ
の
活
動
の
場
と
し
て
永
劫
を
考
え
る
こ

(
7
)
 

と
ほ
、
決
し
て
不
穏
当
で
は
な
か
ろ
う
と
考
え
ま
す
」
。
永
劫
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
天
使
の
時
間
的
な
存
在
様
式
で
あ
り
、
ま
た

天
球
と
天
体
が
持
続
す
る
存
在
様
式
で
も
あ
る
。
こ
の
時
間
概
念
を
人
間
の
精
神
的
活
動
に
も
適
用
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
点
は
、

傾
聴
に
値
す
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
天
使
と
い
う
純
粋
精
神
の
活
動
が
瞬
間
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
着
目
す
る
な
ら
ば
（
何
故
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「
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
お
け
る
瞬
間
の
役
割
」
を
強
調
し
た
の
ほ
、
ヴ
ァ
ー
ル
で
あ
っ
た
。
彼
は
ま
た
「
瞬
間
的
因
果
性
」
と
い
う
解
釈

上
の
指
導
理
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
の
光
学
と
形
而
上
学
と
の
本
質
的
な
結
合
を
十
分
に
見
て
取
っ
て
も
い
た
。

「
瞬
問
的
因
果
性
と
い
う
学
説
は
、
形
而
上
学
に
お
い
て
は
自
己
原
因
と
い
う
神
の
理
論
に
よ
っ
て
、
自
然
学
に
お
い
て
は
光
の
瞬
間
性

(ll) 

の
理
論
に
よ
っ
て
顕
示
さ
れ
る
。
こ
の
故
に
、
デ
カ
ル
ト
は
原
因
即
理
由

(
c
a
u
s
a
sive ratio)
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
。

る
と
デ
カ
ル
ト
が
考
え
て
い
た
こ
と
は
明
白
だ
と
思
わ
れ
る
。

な
ら
、
永
劫
に
お
い
て
は
自
然
的
世
界
に
お
け
る
よ
う
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
時
間
の
先
後
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
）
、
わ
れ
わ
れ

は
プ
ー
レ
と
と
も
に
、
天
使
の
時
間
と
デ
カ
ル
ト
的
時
間
と
に
つ
い
て
類
比
的
に
語
っ
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
「
た
だ

天
使
の
思
想
だ
け
が
、
観
念
か
ら
観
念
へ
、
瞬
間
か
ら
瞬
問
へ
と
、
そ
れ
ら
の
観
念
を
つ
な
ぎ
そ
れ
ら
を
は
こ
ぶ
時
間
の
中
問
地
帯
な

し
に
、
移
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
不
連
続
の
天
使
の
時
問
（
や
が
て
そ
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
デ
カ
ル
ト
の
時
間
に
ふ
し
ぎ
に
も
似

(
8
)
 

た
）
に
対
立
し
て
い
た
の
が
、
人
間
的
時
間
の
連
続
性
で
あ
っ
た
」
。

デ
カ
ル
ト
の
時
間
が
不
連
続
的
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
デ
カ
ル
ト
の
言
わ
ば
時
間
語
の
綿
密
な

(
9
)
 

分
析
を
通
し
て
、
ベ
イ
サ
ー
ド
は
そ
う
し
た
伝
統
的
解
釈
を
拒
否
す
る
が
、
し
か
し
デ
カ
ル
ト
が
思
惟
の
持
続
を
容
認
す
る
か
の
よ
う

に
見
え
る
時
で
さ
え

(
<
•
1
4
8
)

、
こ
の
持
続
は
思
惟
の
瞬
間
的
作
用
性
格
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
ス
ア
レ
ス
は
天
使

の
思
惟
と
天
使
的
瞬
問

(instans
a
n
g
e
l
i
c
u
m
)
と
の
関
係
を
こ
う
説
明
し
て
い
る
。
「
瞬
間
と
言
う
わ
け
は
、
そ
の
不
可
分
性
の
故
に

で
あ
り
、
そ
れ
が
常
に
持
続
す
る
の
で
は
な
く
、
過
ぎ
去
る
か
ら
で
あ
る
。
天
使
的
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
時
間
の
瞬
間

(IO) 

の
よ
う
に
不
可
分
な
仕
方
で
過
ぎ
去
る
か
ら
で
は
な
く
、
長
く
存
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
」
。
し
た
が
っ
て
、
天
使
的
瞬
間

に
比
す
べ
き
デ
カ
ル
ト
的
時
間
に
お
い
て
も
、
瞬
問
と
持
続
は
対
立
概
念
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
伝
統
的
解
釈
が
支
持
す
る
よ

う
に
、
ま
た
デ
カ
ル
ト
自
身
が
随
所
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
時
間
の
諸
部
分
は
相
互
に
独
立
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
不
連
続
的
で
あ
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因
果
関
係
は
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
瞬
間
的
で
あ
る
。
天
使
が
遠
隔
の
地
点
か
ら
天
球
に
そ
の
作
用
を
瞬
時
に
伝
達
す
る
よ
う
に
、
太
陽

の
光
が
瞬
時
に
地
上
に
伝
播
す
る
よ
う
に
、

n
ギ
ト
と
ス
ム
の
必
然
的
結
合
が
瞬
問
的
に
直
観
さ
れ
る
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
的
な
永
劫

の
時
間
に
お
い
て
は
、
作
用
と
そ
の
結
果
は
瞬
間
的
に
結
び
合
う
の
で
あ
る
。
「
作
用
因
は
、
結
果
を
産
出
す
る
限
り
に
お
い
て
し
か
、

本
来
、
原
因
た
る
理
由

(ratio
c
a
u
s
a
e
)
を
も
た
な
い
し
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
結
果
よ
り
も
先
に
あ
る
の
で
は
な
い
」

(VII,
1
0
8
)

。

作
用
因
は
形
相
因
と
な
り
、
原
因
と
結
果
と
い
う
時
間
的
関
係
が
理
由
と
帰
結
と
い
う
申
し
分
な
く
合
理
主
義
的
な
関
係
に
置
き
替
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

す
で
に
『
規
則
論
j

に
お
い
て
、
但
し
光
の
瞬
間
伝
播
説
に
関
し
て
は
な
お
慎
重
に
確
言
を
控
え
て
い
た
文
脈
の
な
か
で
、
デ
カ
ル

ト
は
こ
う
述
べ
て
い
た
。
「
ど
ん
な
に
長
い
棒
で
も
、
そ
の
一
端
を
動
か
す
と
、
棒
の
そ
の
部
分
を
動
か
す
力
が
、
同
一
の
瞬
間
に
棒
の

他
の
す
べ
て
の
部
分
を
も
必
然
的
に
動
か
す
、
と
い
う
こ
と
は
容
易
に
知
ら
れ
る
」
。
ま
た
「
天
秤
に
お
い
て
、
同
一
の
分
銅
が
同
一
の

瞬
間
に
一
方
の
皿
を
上
げ
他
方
を
下
げ
る
」
こ
と
を
デ
カ
ル
ト
は
観
察
す
る
。
ガ
リ
レ
オ
な
ら
、
あ
る
い
は
現
代
科
学
な
ら
、
デ
カ
ル

ト
が
「
瞬
間
」
と
呼
ぶ
時
間
の
う
ち
に
継
起
的
持
続

(
t
e
m
p
u
s
)
を
容
易
に
計
測
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
い
か
に
し
て
―
つ
の

単
純
な
原
因
に
よ
っ
て
、
相
反
す
る
結
果
が
同
時
に
生
ぜ
し
め
ら
れ
う
る
の
か
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
私
は
医
者
か
ら
体
液
の

或
る
も
の
を
駆
除
し
他
の
も
の
を
保
存
す
る
薬
を
借
り
て
き
は
し
な
い
」
と
デ
カ
ル
ト
は
言
う

(X,
4
0
2
-
4
0
3
)

。
上
が
っ
た
皿
と
い
う

結
果
の
う
ち
に
、
あ
る
い
は
下
が
っ
た
皿
と
い
う
結
果
の
う
ち
に
、
皿
の
上
下
運
動
の
原
因
は
合
理
的
に
説
明
可
能
な
形
態
で
現
に
存

在
し
て
い
る
以
上
、
そ
こ
に
時
間
的
な
前
後
関
係
を
確
定
し
た
と
こ
ろ
で
、
何
の
意
味
が
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
当
の
現
象
そ
の
も
の

の
う
ち
に
、
あ
た
か
も
天
使
の
永
劫

(
a
e
v
u
m
)
に
お
け
る
か
の
如
く
に
、
原
因
と
結
果
が
同
時
的
に
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
む

し
ろ
「
結
果
こ
そ
が
原
因
を
証
明
す
る
」
あ
る
い
は
「
原
因
と
結
果
は
相
互
的
に
証
明
さ
れ
る
」

(
V
I
,
7
6
)

。
優
れ
て
方
法
的
な
デ
カ

ル
ト
的
意
識
に
と
っ
て
、
因
果
関
係
は
出
来
事
の
事
実
的
な
結
合
の
問
題
で
は
な
く
、
証
明
問
題
で
あ
り
、
理
性
と
い
う
「
自
然
の
光
」

デ
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の
試
金
石
な
の
で
あ
る
。
合
理
的
に
説
明
で
き
な
い
原
因
は
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
、
そ
も
そ
も
原
因
の
名
に
値
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

『
屈
折
光
学
」
で
は
「
規
則
論
』
と
同
じ
事
例
が
光
の
「
瞬
間
的
因
果
性
」
を
説
明
す
る
た
め
の
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
盲

人
が
道
案
内
と
し
て
用
い
る
杖
は
、
「
ま
る
で
手
で
見
る
よ
う
だ
と
言
え
る
ほ
ど
」
正
確
無
比
に
対
象
を
識
別
す
る
「
第
六
の
感
覚
器
官
」

と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
盲
人
が
出
合
う
物
体
の
運
動
な
い
し
抵
抗
は
、
そ
の
杖
を
媒
介
に
し
て
、
手
に
伝
わ
る
。
そ
れ
と
同
様
に
、
光

は
、
空
気
そ
の
他
の
「
透
明
物
体
」
を
媒
介
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
眼
ま
で
届
く
「
或
る
運
動
も
し
く
は
非
常
に
迅
速
で
、
極
め
て
活

発
な
作
用
」
で
あ
る
。
そ
の
際
、
太
陽
か
ら
光
が
「
一
瞬
に
し
て
」
地
上
に
伝
播
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
何
の
不
思
議
も
な
い
で
あ
ろ

う
。
「
何
故
な
ら
、
周
知
の
よ
う
に
、
棒
の
一
端
を
動
か
す
作
用
は
、
や
は
り
一
瞬
に
し
て
他
の
端
に
ま
で
伝
わ
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
の

作
用
ほ
、
た
と
え
想
像
も
つ
か
な
い
屈
ど
長
い
距
離
が
あ
ろ
う
と
、
同
じ
よ
う
に
し
て
地
球
か
ら
天
球
ま
で
伝
わ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ

る」

(
V
I
,
8
4
)
。
比
喩
に
は
限
界
が
あ
る
の
で
、
デ
カ
ル
ト
は
更
に
「
醸
造
用
の
樽
」
と
「
テ
ニ
ス
・
ボ
ー
ル
」
の
事
例
を
引
き
合
い

に
出
し
て
、
補
足
的
説
明
を
試
み
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
際
、
彼
は
「
運
動
」
と
「
作
用
な
い
し
動
こ
う
と
す
る
傾
向
力
」
を
区
別

し
よ
う
と
し
て
い
る

(
V
I
,

8
8
-
8
9
)
。
『
哲
学
原
理
j

に
お
い
て
は
、
こ
の
傾
向
力

(conatus)
の
う
ち
に
光
の
あ
ら
ゆ
る
特
性
が
見

出
さ
れ
る
と
主
張
さ
れ
る
に
至
る
が

(
V
I
I
I
-
1
,

115)
、
盲
人
の
杖
の
事
例
で
は
、
光
は
「
運
動
も
し
く
は
作
用
」
と
言
わ
れ
て
い
た
。

そ
こ
で
、
こ
の
記
述
上
の
混
乱
を
指
摘
し
た
上
で
（
「
光
が
作
用
な
い
し
傾
向
力
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
運
動
と
は
言
え
な
い
」
）
、
モ
ラ

ン
は
「
運
動
体
が
な
け
れ
ば
、
運
動
は
存
在
し
な
い
」
と
伝
統
的
運
動
概
念
に
基
づ
く
反
論
を
展
開
し
た

(
I
•
5
4
2

ー
5
4
4
)
。
た
し
か
に

盲
人
の
杖
の
事
例
に
お
い
て
は
、
杖
が
地
面
に
接
触
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
、
運
動
体
は
存
在
し
な
い
。
そ
し
て
、
デ
カ
ル

ト
も
彼
が
唯
一
そ
れ
だ
け
を
運
動
と
み
な
す
「
場
所
的
運
動
」
（
周
知
の
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
植
物
が

キ
ネ
ー
シ
ス

実
を
つ
け
る
現
象
も
運
動
と
み
な
さ
れ
て
い
る
）
に
お
い
て
は
、
「
い
か
な
る
運
動
も
一
瞬
の
う
ち
に
は
な
さ
れ
え
な
い
」
と
い
う
こ
と

を
認
め
て
い
る

(
I
I
•
2
1
5
`
V
I
l
-
1
,

6
4
)
。
と
こ
ろ
が
、
否
、
そ
れ
故
に
、
デ
カ
ル
ト
は
モ
ラ
ン
に
対
し
て
、
こ
う
強
弁
す
る
の
で
あ
る
。
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自
分
は
光
の
慟
き
が
「
運
動
」
で
あ
る
と
は
何
所
で
も
断
言
し
て
い
な
い
。
「
も
し
く
は
作
用
」
と
付

l

言
し
て
あ
る
で
は
な
い
か
。
こ
の

「
も
し
く
は
」
は
、
二
者
択
一
で
も
相
等
性
で
も
な
く
｀
補
完
で
あ
る
。
盲
人
の
杖
の
事
例
を
持
ち
出
し
た
主
要
な
目
的
は
、
「
運
動
体

が
な
く
て
も
、
運
動
は
伝
わ
り
う
る
」
と
い
う
こ
と
を
見
て
取
ら
せ
る
た
め
な
の
だ
、
と
(
I
I
•
2
0
3

ー

2
0
6
)
。
こ
れ
は
、
正
確
に
は
、
「
作

用
」
と
言
う
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
は
『
宇
宙
論
』
で
は
「
テ
ー
ー
ス
・
ボ
ー
ル
」
の
比
喩
の
限
界
を
補
完
し
て
、
こ
う
述
べ
る
。
「
―
―

つ
の
場
所
の
あ
い
だ
の
全
空
間
に
互
い
に
接
触
し
合
っ
て
存
在
す
る
多
く
の
物
体
を
介
し
て
、
一
方
の
場
所
か
ら
も
う
一
方
の
場
所
へ

伝
え
ら
れ
る
〈
運
動
し
よ
う
と
す
る
作
用
な
い
し
傾
向
力
〉
は
、
二
つ
の
湯
所
の
途
中
に
―
つ
の
物
体
し
か
な
い
場
合
に
、
そ
の
物
体

を
運
動
さ
せ
う
る
の
と
正
確
に
同
じ
経
路
を
辿
る
」
。
―
つ
の
物
体
し
か
な
い
湯
合
と
、
途
中
に
他
の
諸
物
体
が
連
続
的
に
隣
り
合
っ
て

二
つ
の
場
所
を
結
合
し
て
い
る
場
合
と
で
は
、
「
こ
の
物
体
が
運
動
す
る
場
合
に
ほ
時
間
が
か
か
る
が
、
こ
の
物
体
に
あ
る
作
用
は
こ
の

物
体
に
接
触
し
て
い
る
他
の
諸
物
体
を
介
し
て
一
瞬
の
う
ち
に
あ
ら
ゆ
る
距
離
に
ま
で
及
ぶ
と
い
う
違
い
し
か
な
い
」

(
X
I
,

1
0
2
1
 

103)。
周
知
の
如
く
、
デ
カ
ル
ト
的
空
間
に
は
「
空
虚
」
は
存
在
し
な
い
。
物
体
間
の
「
隙
間
」
は
「
微
細
物
質
」
で
満
た
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
故
に
、
神
が
創
世
の
始
源
に
宇
宙
空
間
の
一
点
に
置
い
た
「
運
動
」
は
、
渦
巻
き
状
に

(VIIIー

1
,
1
4
3
)
、
宇
宙
の
末
端
に
瞬

時
に
伝
わ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
始
源
の
「
運
動
も
し
く
は
作
用
」
は
、
「
光
あ
れ
」
と
呼
ば
わ
っ
た
神
の
言
葉
の
う
ち
に
示
さ
れ
て
い
る
。

デ
カ
ル
ト
が
必
要
と
し
た
パ
ス
カ
ル
の
所
謂
「
神
の
ひ
と
は
じ
き
」
と
は
、
す
な
わ
ち
光
だ
っ
た
の
だ
。
こ
の
故
に
、
デ
カ
ル
ト
の
自

然
学
に
お
い
て
は
、
光
に
特
権
的
な
位
置
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
光
に
お
い
て
原
因
と
結
果
は
永
劫
と
い
う
同
時
性
の
空
間
に
お

い
て
際
会
す
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
神
の
創
造
と
保
存
の
同
時
性
の
空
間
、
人
間
の
思
惟
と
存
在
の
同
時
性
の
空
間
で
も
あ
ろ
う
。
デ
カ

ル
ト
哲
学
の
根
本
的
テ
ー
ゼ
は
、
光
の
存
在
と
本
性
を
ア
リ
ア
ド
ネ
の
糸
と
し
て
導
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

結
論

加
速
度
の
概
念
は
数
学
的
に
は
す
で
に
一
四
世
紀
に
発
見
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
発
見
者
た
ち
は
こ
の
数
学
的
概
念
を
物
体
の
落
下

デ
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現
場
に
適
用
で
き
る
と
は
夢
に
も
考
え
な
か
っ
た
。
数
学
と
自
然
学
の
結
合
は
、
優
れ
て
近
代
的
な
事
件
だ
っ
た
の
で
あ
る
．
デ
カ
ル

ト
は
、
も
と
も
と
ス

n
ラ
的
な
学
校
教
育
を
受
け
た
だ
け
に
、
ペ
ー
ク
マ
ン
と
出
会
う
ま
で
、
数
学
的
自
然
科
学
が
可
能
で
あ
る
と
考

え
た
こ
と
が
な
か
っ
た

(X,
5
2
)

。
そ
の
デ
カ
ル
ト
が
二

0
年
後
に
は
「
私
の
全
自
然
学
は
幾
何
学
に
他
な
ら
な
い
」
と
言
う
ま
で
に

な
る

(II,
2
6
8
)
。
い
か
に
し
て
数
学
的
自
然
科
学
は
可
能
か
、
と
い
う
カ
ン
ト
的
問
い
が
デ
カ
ル
ト
に
重
く
の
し
か
か
っ
た
こ
と
は
、

想
像
に
難
く
な
い
。
と
は
い
え
、
厳
密
に
言
え
ば
、
デ
カ
ル
ト
が
立
て
た
問
い
は
、
む
し
ろ
「
事
実
問
題
」
に
係
わ
っ
て
い
た
。
彼
に

と
っ
て
、
数
学
的
自
然
科
学
は
既
成
事
実
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
問
題
は
、
数
学
を
自
然
現
象
に
適
用
す
る
こ
と
は
い
か
に

し
て
可
能
か
、
と
い
う
技
術
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
『
屈
折
光
学
』
で
デ
カ
ル
ト
は
色
の
知
覚
と
距
離
の
知
覚
を
区
別
し
た
上
で
、
こ
う

述
ぺ
て
い
る
。
「
距
離
の
視
覚
は
、
第
一
に
、
眼
球
の
形
状
に
よ
る
。
第

1

一
に
、
わ
れ
わ
れ
は
両
眼
相
互
の
関
係
に
よ
っ
て
距
離
を
知
る
。

と
い
う
の
は
、
盲
人
が
二
本
の
棒
A
E
と
C
E
（
そ
の
長
さ
を
彼
は
知
ら
な
い
）
を
も
ち
、
両
手
A
C
の
間
隔
と
角
A
C
E
お
よ
び
角

C
A
E
の
大
き
さ
だ
け
知
っ
て
い
る
と
仮
定
す
る
と
、
そ
の
こ
と
か
ら
盲
人
は
、
あ
た
か
も
自
然
幾
何
学
に
よ
る
か
の
如
く
に
、
点
E

が
ど
こ
に
あ
る
か
を
認
識
す
る
か
ら
で
あ
る
」
。
こ
れ
は
、
「
測
蓋
師
が
近
付
き
え
な
い
場
所
を
測
量
す
る
の
に
二
つ
の
違
っ
た
観
測
点

に
よ
っ
て
行
う
」
の
に
「
ま
っ
た
く
よ
く
似
た
推
論
」
で
あ
る

(
V
I
,
1
3
7
-
1
3
8
)

。
も
し
デ
カ
ル
ト
の
言
う
「
自
然
幾
何
学
」
が
可
能
な

ら
ば
、
数
学
的
自
然
科
学
の
成
立
根
拠
の
問
題
に
答
え
る
有
力
な
示
唆
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
こ
こ
で
は
、
客
観
的
自

然
と
人
問
的
自
然
と
の
間
の
構
造
的
同
質
性
が
前
提
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
前
提
を
正
当
化
す
る
た
め
の
理
論
的
構
築
が
デ

カ
ル
ト
の
光
学
で
あ
っ
た
。
ヴ
ァ
ー
ル
は
デ
カ
ル
ト
の
仕
事
が
連
続
的
創
造
と
い
う
ス

n
ラ
的
観
念
と
「
ル
ネ
サ
ソ
ス
の
力
学
と
自
然

学
で
形
成
さ
れ
た
不
連
続
的
な
時
間
と
い
う
観
念
」
と
の
結
合
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
ま
た
、
ア
ル
モ
ガ
ツ
は

「
tempus
と

aetemitas
し
か
自
由
に
で
き
な
い
精
神
は
、
静
力
学
を
整
備
で
き
た
だ
け
だ
。

a
e
v
u
m
は
動
力
学
を
可
能
に
し
た
操
作

的
概
念
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
、
水
時
計
や
砂
時
計
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
振
り
子
時
計
と
い
う
、
紛
れ
も
な
く
近
代
の
発
明
が
永
劫
と
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（
文
中
の
ロ
ー
マ
数
字
と
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
ア
ダ
ン
・
ク
ヌ
リ
版
「
デ
カ
ル
ト
全
集
」
の
巻
数
と
頁
数
を
示
す
）

(
1
)
S
.
 Ma
r
t
i
n
e
t
,
 R
o
l
e
 d
u
 p
r
o
b
l
e
m
e
 d
e
 la l
u
m
i
e
r
e
 d
a
n
s
 la c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 d
e
 la science cartesienne (T/ze philosophy o
f
 Descartes, 

A
 G
a
r
l
a
n
d
 Series 
4), pp. 80ー

82.

Lettres a
 Me
r
s
e
n
n
e
 (1629. 
12. 
18., 
1632. 5. 
3., 
1632. 5. 
10.)et a
 Go
l
i
u
s
 (1635. 5.19.) 

臣
.
d
e
 F. Alquii'!, 
(<Euvres p/zilosophぷu袋

d
e
D
麿
｀
母
s
(
G
a
m
i
e
r
)
 p. 656., pp. 691,704. 

H. G
o
u
h
i
e
r
,
 
La pe
n
s
i
e
 r
e
l
i
'
g
i
e
z

怠

d
e
D
g
C
a
ミ
g
(
J
•
V
r
i
n
)
,

pp. 221-232. 

].L. 
M
a
c
k
i
e
,
 P
r
o
b
l
e
m
s
 f
r
o
m
 L
o
c
k
e
 (
C
l
a
r
e
n
d
o
n
 Press), pp. 7,17. 

E•Gilson, 

L
e
 t
h
o
m
i
s
m
e
 (J. 
V
r
i
n
)
,
 pp. 209,224. 

柳
瀕
睦
男
「
時
と
永
遠
の
間
」
（
「
理
想
」
N
o
.
489)0 
f

現
代
物
理
学
と
新
し
い
世
界
像
」
（
岩
波
現
代
選
書
）
。
但
し
、
本
稿
で
は

a
e
v
u
m
を
「
永

劫
」
と
訳
出
し
た
。

G
・
プ
ー
レ
「
人
間
的
時
間
の
研
究
』
（
筑
摩
叢
書
）
七
頁
。

J
.
,
M
.
 B
e
y
s
s
a
d
e
,
 
La philosophie p
r
e
m
i
e
r
e
 d
e
 D
辱
a
肴
(
F
l
a
m
m
a
r
i
o
n
)
,
pp. 129ー

143.

Cite p
a
r
 J.R. A
r
m
o
g
a
t
h
e
,
 L
e
s
 s
o
u
r
c
e
s
咎
olastiques
d
u
 t
e
m
p
s
 c
a
r
t
e
s
i
e
n
"
e
l
e
m
e
n
t
s
 d
'
u
n
 d
e
b
a
t
 (
R
e
v
u
e
 internationale d
e
 

箋
l
o
s
o
p
h
i
e
)
•
1
9
8
3
.

p. 330. 

J. 
W
a
h
l
,
 D
u
 role 
d
e
 l'idee d
e
 l
舌
g

t

dミ
I
S

la p
h
i
l
g
o
p
h
i
e
 d
e
 D
e
s
c
a
r
t
g
(
J
.
 Vrin), p. 22. 

Ibid., 
p.18. 

0
p
．込.,
p.335. 

(11) 

(12) 

(13) 

(
8
)
 

(
9
)
 

(10) 

(
2
)
 

(
3
)
 

(
4
)
 

(
5
)
 

(
6
)
 

(
7
)
 

デ
カ
ル
ト
の
光
学

註

e13) 

い
う
不
連
続
の
テ
ン
ボ

(
t
e
m
p
u
s
d
i
s
c
r
e
t
u
m
)
を
刻
み
始
め
た
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
光
学
は
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
、
天
使
の
時

間
を
世
界
の
時
間
に
変
換
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
学
と
数
学
と
の
結
合
を
可
能
に
し
た
、
ま
こ
と
に
「
奇
跡
の
学
」
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
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