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19　プランクの宗教観と自由論

　
現
代
物
理
学
者
プ
ラ
ン
ク
（
7
自
四
×
　
℃
一
9
β
O
貯
導
　
H
Q
o
α
Q
◎
～
H
㊤
心
刈
）
は
、
そ
の
専

門
領
域
に
お
け
る
周
知
の
画
期
的
な
田
業
績
と
並
ん
で
、
宗
教
と
倫
理
の
基
本

問
題
に
関
す
る
非
常
に
真
摯
な
、
熱
意
の
こ
も
っ
た
講
演
文
を
残
し
て
い

る
。
ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
に
あ
る
芝
一
ω
ω
窪
ω
o
ず
二
言
魯
①
し
d
9
『
晩
Φ
ω
亀
の
。
冨
津

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

よ
り
出
版
さ
れ
た
『
く
。
答
轟
o
q
①
§
軌
国
章
醤
①
讐
昌
α
q
魯
」
の
中
に
「
科
学
と

信
仰
毛
蕾
窪
ω
o
冨
津
偉
巳
O
冨
暮
①
」
「
宗
教
と
自
然
科
学
閃
①
一
箪
。
旨
μ
ロ
匹

Z
讐
霞
鼠
の
ω
①
コ
の
。
冨
津
」
「
因
果
法
則
と
意
志
の
自
由
閑
碧
ω
巴
ぴ
q
①
ω
露
N
§
α

芝
旨
窪
。
。
マ
虫
ゴ
Φ
一
畠
「
意
志
の
自
由
の
本
質
に
つ
い
て
く
。
目
時
。
ω
Φ
ロ
ユ
霊

芝
白
8
ω
陣
①
讐
①
詳
」
の
四
篇
が
、
プ
ラ
ン
ク
の
個
人
的
回
想
文
や
理
論
的
認
識

論
的
な
諸
問
題
を
扱
っ
た
多
く
の
論
説
と
共
に
、
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
「
科
学
と
信
仰
」
は
、
一
九
三
〇
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
に
当
っ
て
、
プ
ラ
ン
ク

が
、
キ
リ
ス
ト
生
誕
を
祝
い
子
供
た
ち
を
喜
ば
ぜ
る
こ
の
祭
日
を
「
ま
じ
め
に

静
思
す
る
た
め
の
一
聡
（
下
・
八
九
頁
）
と
し
蔓
け
取
り
、
科
学
と
信
仰

と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
「
宗
教
と
自
然
科
学
」
は
一
九
三

七
年
五
月
に
バ
ル
ト
海
沿
岸
地
方
で
最
初
に
お
こ
な
い
、
そ
の
後
ベ
ル
リ
ン
で

も
数
度
く
り
返
し
た
講
演
で
あ
り
、
票
教
の
要
請
と
自
然
科
学
の
要
請
は
、

は
た
し
て
ま
た
ど
こ
ま
で
調
和
し
う
る
も
の
で
あ
る
か
、
従
っ
て
、
宗
教
と
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

然
科
学
と
は
、
矛
盾
す
る
こ
と
な
し
に
両
立
で
き
る
の
か
ど
う
か
」
（
下
．
一

九
五
頁
）
と
い
う
問
題
に
真
剣
に
取
り
組
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
「
因
果
法
則
と

意
志
の
自
由
」
お
よ
び
「
意
志
の
自
由
の
本
質
に
つ
い
て
」
は
、
共
に
科
学
的

な
法
則
的
必
然
性
の
認
識
と
、
倫
理
的
な
意
志
自
由
の
要
請
と
の
関
わ
り
に
つ

い
て
、
詳
細
な
考
察
を
加
え
た
も
の
で
あ
り
、
前
者
は
、
一
九
二
三
年
二
月
一

七
日
の
プ
ロ
シ
ャ
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
で
の
公
開
講
演
、
後
者
は
一
九
三
六
年
十

一
月
二
七
日
、
ド
イ
ツ
哲
学
会
ラ
イ
プ
チ
ヒ
支
部
で
の
講
演
で
あ
る
。
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本
稿
の
意
図
は
、
こ
れ
ら
の
講
演
の
中
に
盛
ら
れ
た
プ
ラ
ン
ク
の
宗
教
観
と

自
由
論
の
内
容
を
で
き
る
だ
け
簡
明
に
紹
介
し
、
卓
越
し
た
自
然
科
学
者
に
と

っ
て
は
、
科
学
は
単
に
そ
の
専
門
領
域
の
探
究
や
特
殊
分
野
で
の
科
学
技
術
を

意
味
す
る
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
宗
教
や
倫
理
の
基
本
問
題
と
深
い
関
わ

り
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。

二

　
「
科
学
と
信
仰
」
は
原
文
で
四
頁
の
短
い
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題

に
関
す
る
プ
ラ
ン
ク
の
基
本
的
態
度
は
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
フ
ラ
ン
ク
は
先
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
経
験
に
目
を
向
け
て
、
次
の
よ
う

に
語
っ
て
い
る
。
I
I
わ
れ
わ
れ
が
過
去
の
経
験
を
振
り
返
る
時
、
経
験
し
た

内
容
は
ほ
と
ん
ど
無
限
と
も
い
え
る
ほ
ど
老
大
で
あ
り
、
特
に
交
通
や
情
報
手

段
の
か
っ
て
な
い
発
達
の
結
果
、
実
に
お
び
た
だ
し
い
雑
多
な
印
象
に
取
り
巻

か
れ
て
い
る
こ
と
に
わ
れ
わ
れ
は
気
付
く
。
こ
れ
ら
の
印
象
は
、
毎
日
あ
ら
た

に
、
ま
る
で
嵐
の
よ
う
に
お
し
寄
せ
て
く
る
が
、
た
い
て
い
は
現
わ
れ
る
の
と

同
じ
速
さ
で
忘
れ
去
ら
れ
、
と
き
に
は
翌
日
、
早
く
も
そ
の
跡
か
た
さ
え
残
っ

て
は
い
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
無
数
の
情
報
に
振
り
廻
わ
さ
れ
、
雑
多
な
印
象
に
心

を
奪
い
取
ら
れ
て
、
あ
た
か
も
果
か
な
い
か
げ
ろ
う
の
よ
う
に
虚
し
く
生
き
る

こ
と
を
欲
し
な
い
者
は
、
記
憶
像
の
絶
え
ざ
る
交
替
に
も
か
か
わ
ら
ず
存
続
す

る
或
る
「
恒
常
的
な
も
の
」
に
強
く
憧
れ
る
の
で
あ
り
、
日
常
生
活
の
変
転
き

わ
ま
り
な
い
目
ま
ぐ
る
し
さ
の
中
で
泉
回
し
て
確
か
な
よ
り
所
を
与
え
る
よ

う
な
精
神
的
所
有
」
に
対
す
る
憧
憬
を
抱
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
憧
憬

は
、
精
神
的
に
大
き
く
成
長
し
よ
う
と
し
て
い
る
若
春
た
ち
に
お
い
て
は
・

「
で
き
る
限
り
包
括
的
な
世
界
観
」
を
求
め
る
科
学
的
な
要
求
と
・
永
遠
な
る

も
の
へ
の
信
仰
の
内
に
「
慰
め
と
安
ら
ぎ
」
と
を
見
出
そ
う
と
す
る
宗
教
的
な

要
求
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
、
と
プ
・
ン
・
は
述
べ
て
鹿
（
下
．
八
九

頁
）
。

　
こ
の
よ
う
に
、
プ
ラ
ン
ク
は
「
科
学
と
信
仰
」
の
冒
頭
で
、
わ
れ
わ
れ
の
内

に
、
特
に
精
神
的
に
卓
越
し
た
若
者
た
ち
の
内
に
、
統
一
的
な
理
論
的
認
識
を

求
め
る
科
学
的
要
求
と
、
不
断
に
変
易
す
る
無
常
の
生
活
中
に
不
動
の
安
心
を

確
保
し
よ
う
と
す
る
宗
教
的
要
求
と
が
、
共
に
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ

の
よ
う
な
含
の
若
者
の
魂
を
満
足
さ
せ
う
る
力
は
、
特
定
の
信
仰
箇
条
に
対

し
て
絶
対
的
帰
依
を
求
め
る
教
会
の
中
に
は
も
は
や
見
出
さ
れ
な
い
と
い
う
趣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

旨
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
（
下
・
九
〇
頁
）
。
若
者
の
宗
教
的
要
求
を
充
た
し

う
る
も
の
は
、
特
定
の
信
条
に
拘
束
さ
れ
な
い
自
由
な
探
究
と
両
立
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
力
説
す
る
の
で
あ
る
。

三

　
「
宗
教
と
自
然
科
学
」
は
「
科
学
と
信
仰
」
よ
り
約
七
年
の
ち
に
お
こ
な
わ

れ
た
講
演
で
あ
る
が
、
提
起
さ
れ
て
い
る
基
本
的
問
題
は
ま
っ
た
く
同
様
で
あ

り
、
一
貫
し
て
宗
教
と
自
然
科
学
と
の
調
和
可
能
性
の
問
題
が
追
求
さ
れ
て
い
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る
。　

プ
ラ
ン
ク
は
こ
の
講
演
の
課
題
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
精
密
な
自

然
研
究
の
精
神
に
育
て
ら
れ
た
学
者
の
観
点
」
か
ら
み
て
、
「
真
に
宗
教
的
な

心
情
」
が
「
自
然
科
学
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
認
識
」
と
調
和
し
う
る
か
ど
う

か
、
あ
る
い
は
も
っ
と
簡
単
に
い
え
ば
、
「
自
然
科
学
的
な
教
養
の
持
主
が
、

同
時
に
ま
た
真
に
宗
教
的
で
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
い
を
解
明
す

　
　
（
6
）

る
こ
と
（
下
・
一
九
五
頁
）
。

　
こ
の
解
明
の
た
め
に
プ
ラ
ン
ク
は
先
ず
宗
教
の
本
質
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ

と
か
ら
始
め
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
少
し
長
い
引
用
文
と
な
る
が
、
プ

ラ
ン
ク
の
宗
教
観
が
卒
直
、
か
つ
明
快
に
語
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、

拙
訳
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
い
。

　
　
「
宗
教
と
は
人
間
と
神
と
の
結
び
つ
き
で
あ
り
、
そ
の
基
礎
は
、
人
間
の

　
生
存
を
支
配
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
禍
福
を
意
の
ま
ま
に
す
る
超
自
然
力
へ
の

　
畏
敬
に
あ
る
。
こ
の
力
と
の
合
一
を
求
め
、
そ
れ
を
ま
た
心
が
け
て
維
持
す

　
る
よ
う
に
た
え
ず
努
め
る
こ
と
こ
そ
、
宗
教
的
人
間
の
最
高
の
目
標
に
ほ
か

　
な
ら
な
い
。
実
際
、
彼
は
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
予
見
さ
れ
た
り

　
さ
れ
な
か
っ
た
り
し
て
そ
の
生
活
を
脅
か
す
危
険
か
ら
、
自
分
が
守
ら
れ
て

　
い
る
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
て
ま
た
、
神
と
の
固
い

　
結
び
つ
き
と
、
そ
の
全
能
や
慈
愛
へ
の
無
条
件
の
厚
い
信
頼
に
よ
っ
て
だ
け

　
保
証
さ
れ
る
よ
う
な
、
魂
の
内
的
な
平
安
と
い
う
も
っ
と
も
純
粋
な
幸
福
に

　
も
あ
ず
か
る
の
で
あ
る
。
こ
の
限
り
、
宗
教
は
個
々
の
人
問
の
意
識
の
中
に

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
根
を
お
ろ
し
て
い
る
」
（
下
・
一
九
五
i
］
九
六
頁
）
。

　
プ
ラ
ン
ク
に
よ
れ
ば
、
宗
教
の
本
質
と
は
、
「
人
間
と
神
と
の
結
び
つ
き
」

と
い
う
こ
の
一
点
に
あ
り
、
そ
の
結
合
の
あ
り
方
は
、
「
わ
れ
わ
れ
の
禍
福
を

意
の
ま
ま
に
す
る
超
自
然
力
へ
の
畏
敬
」
、
「
そ
の
全
能
や
慈
愛
へ
の
無
条
件
の

厚
い
信
頼
」
、
こ
の
信
頼
に
よ
っ
て
の
み
保
証
さ
れ
る
「
魂
の
内
的
な
平
安
」

と
い
う
「
も
っ
と
も
純
粋
な
幸
福
」
の
保
持
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
の
外
面
的
儀

式
、
礼
拝
の
様
式
、
祭
壇
の
形
体
、
教
会
信
条
、
神
話
等
は
、
す
べ
て
非
本
質

的
な
付
帯
的
現
象
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
民
族
と
時
代
の
相
違
に

応
じ
て
異
な
る
宗
教
的
象
徴
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
象
徴
は
本
質
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
不
可
視
の
超
越
的
作
用
を

具
象
化
し
、
感
性
的
直
観
に
訴
え
る
機
能
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い

て
、
重
要
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
。
非
可
視
的
な
神
へ
の
畏
敬
は
、
神
話
伝
承

の
体
系
的
な
総
括
や
荘
厳
な
儀
式
的
慣
行
や
絵
画
、
彫
像
、
音
楽
等
の
芸
術
的

表
現
の
象
徴
に
よ
っ
て
、
可
視
的
外
的
に
表
現
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
宗
教

的
象
徴
の
意
義
は
、
何
世
紀
も
の
経
過
の
内
に
、
世
代
か
ら
世
代
へ
の
不
断
の

訓
練
と
規
則
的
な
教
育
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
高
め
ら
れ
て
き
た
。
「
と
ら
え

が
た
い
神
の
神
聖
性
が
、
と
ら
え
う
る
象
徴
の
神
聖
性
へ
と
移
さ
れ
る
の
で
あ

る
」
（
下
・
一
九
七
頁
）
。

　
宗
教
的
象
徴
は
つ
ね
に
象
徴
を
越
え
た
超
越
的
存
在
を
指
示
す
る
と
い
う
機

能
に
お
い
て
重
要
な
の
で
あ
り
、
祭
壇
や
敬
慶
な
伝
統
が
与
え
う
る
外
観
や
彫

像
等
が
ど
れ
ほ
ど
神
聖
視
さ
れ
よ
う
と
も
、
象
徴
自
身
の
内
に
神
性
が
内
在
す
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る
の
で
は
な
い
。
も
し
も
神
殿
や
宗
教
的
彫
像
が
、
わ
れ
わ
れ
の
心
に
対
し
て

そ
の
内
的
平
安
を
破
壊
す
る
強
圧
力
と
し
て
働
く
な
ら
、
そ
れ
は
も
は
や
真
の

宗
教
的
象
徴
と
し
て
の
役
割
を
に
な
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
で

に
何
ら
か
の
政
治
的
な
権
力
の
支
配
手
段
に
堕
落
し
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。

　
同
一
の
抽
象
的
概
念
が
多
様
な
感
性
的
言
語
に
よ
っ
て
指
示
、
伝
達
さ
れ
る

の
と
同
様
に
、
感
覚
に
よ
っ
て
は
直
接
近
づ
く
こ
と
の
で
き
な
い
一
な
る
超
越

的
存
在
が
多
数
の
宗
教
的
象
徴
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
信
仰
の
表

明
と
伝
達
、
相
互
理
解
の
た
め
に
様
々
の
宗
教
的
象
徴
が
使
用
さ
れ
る
の
で
あ

る
が
、
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
も
っ
と
も
神
聖
な
象
徴
で
さ
え
、
人

間
の
産
み
出
し
た
も
の
で
あ
る
」
こ
と
を
け
っ
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ

の
こ
と
を
忘
却
し
て
、
「
全
能
の
一
な
る
神
へ
の
信
仰
」
と
「
教
会
信
条
の
よ

う
な
可
視
的
な
一
致
し
が
た
い
表
現
手
段
」
と
が
誤
っ
て
混
同
さ
れ
た
こ
と
か

ら
、
あ
の
恐
る
べ
き
宗
教
戦
争
や
、
あ
ら
ゆ
る
悲
し
む
べ
き
派
生
現
象
を
と
も

な
っ
た
残
酷
な
異
端
者
迫
害
と
い
う
歴
史
的
事
件
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
不
寛
容
は
、
人
為
的
象
徴
に
す
ぎ
な
い
も
の
を
絶
対
視
し
た
過
ち
に
由

来
し
て
い
る
（
下
・
一
九
九
i
二
〇
〇
頁
）
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
神
ぞ
の
も
の
と
宗
教
的
象
徴
と
の
区
別
を
説
き
、
寛
容
の

重
要
性
を
指
摘
し
た
あ
と
で
、
プ
ラ
ン
ク
は
考
察
の
目
を
神
ぞ
の
も
の
に
向

け
、
次
の
よ
う
な
問
い
を
「
真
に
原
理
的
な
問
い
」
と
し
て
立
て
る
。

　
　
「
宗
教
的
象
徴
の
背
後
に
あ
っ
て
、
こ
れ
に
本
質
的
な
意
義
を
与
え
る
高

　
次
の
力
は
、
は
た
し
て
た
だ
人
間
の
精
神
の
中
に
だ
け
存
在
し
、
人
間
の
精

　
神
と
そ
の
消
長
を
と
も
に
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
何
か
そ
れ
以

　
上
の
存
在
で
あ
る
の
か
。
言
い
か
え
れ
ば
、
神
は
た
だ
信
者
の
魂
の
中
に
の

　
み
生
き
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
神
は
、
ひ
と
び
と
が
信
じ
る
か
信
じ
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
か
に
か
か
わ
り
な
く
世
界
を
支
配
し
て
い
る
の
か
」
（
下
・
二
〇
〇
頁
）
。

　
プ
ラ
ン
ク
は
、
こ
の
よ
う
な
問
い
は
、
け
っ
し
て
科
学
的
方
法
に
よ
っ
て
、

事
実
に
基
づ
く
帰
納
的
推
論
に
よ
っ
て
、
解
明
さ
れ
る
問
題
で
は
な
い
こ
と
を

力
説
し
た
⊥
で
、
「
宗
教
的
人
間
」
の
答
え
と
し
て
次
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ

て
い
る
。

　
　
「
神
は
、
そ
も
そ
も
人
間
が
地
上
に
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
前
か
ら
存
在

　
し
て
お
り
、
永
遠
の
昔
か
ら
、
信
じ
る
者
を
も
信
じ
な
い
者
を
も
含
め
て
、

　
全
世
界
を
そ
の
全
能
の
手
中
に
保
持
し
て
い
る
ば
か
り
か
、
大
地
が
そ
の
上

　
に
あ
る
一
切
の
も
の
と
と
も
に
、
と
っ
く
に
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
あ
と
ま
で

　
も
、
人
間
の
い
か
な
る
理
解
力
に
も
近
づ
き
が
た
い
高
所
に
あ
っ
て
、
変
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
こ
と
な
く
君
臨
し
つ
づ
け
る
」
（
下
・
二
〇
一
頁
）
。

　
そ
れ
自
体
は
世
界
を
超
越
し
、
し
か
も
そ
の
働
き
に
お
い
て
世
界
を
支
配
し

て
い
る
神
の
存
在
を
信
じ
る
「
宗
教
的
人
間
」
の
信
仰
は
、
プ
ラ
ン
ク
に
よ
れ

ば
、
測
定
を
方
法
と
す
る
精
密
な
自
然
科
学
の
立
場
と
ま
っ
た
く
矛
盾
し
な

い
。
む
し
ろ
両
者
は
、
8
「
人
間
か
ら
独
立
し
た
理
性
的
な
世
界
秩
序
が
存
在

す
る
こ
と
」
、
口
「
こ
の
世
界
秩
序
の
本
質
は
け
っ
し
て
直
接
に
は
認
識
で
き

ず
、
た
だ
間
接
的
に
と
ら
え
ら
れ
た
り
感
知
さ
れ
た
り
し
う
る
だ
け
で
あ
る
こ
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と
」
、
こ
の
二
項
を
認
め
る
と
い
う
点
に
お
い
て
完
全
に
調
和
し
て
い
る
。
「
自

然
科
学
の
世
界
秩
序
」
と
「
宗
教
の
神
」
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
、
何
も
の

に
よ
っ
て
も
妨
げ
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、
「
統
一
的
な
世
界
観
を
欲
す
る
わ
れ

わ
れ
の
認
識
衝
動
は
、
そ
れ
を
要
求
し
て
も
い
る
。
」
宗
教
的
人
間
に
と
っ
て

の
「
神
」
は
、
「
研
究
す
る
人
間
に
感
覚
が
あ
る
程
度
ま
で
の
知
識
を
与
え
る

自
然
法
則
の
力
」
と
「
本
質
に
お
い
て
は
等
し
い
」
の
で
あ
る
（
下
・
一
二
〇

1
二
一
一
頁
）
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
調
和
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宗
教
と
自
然
科
学
に
は

「
原
理
的
相
違
」
が
存
在
す
る
こ
と
も
、
プ
ラ
ン
ク
は
指
摘
し
て
い
る
。
宗
教

的
人
間
に
と
っ
て
は
、
神
は
先
ず
信
ず
べ
き
も
の
と
し
て
、
「
端
初
と
し
て
」

存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
自
然
科
学
者
に
と
っ
て
は
、
最
初
に
与
え

ら
れ
る
唯
一
の
も
の
は
「
感
覚
の
知
覚
内
容
と
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
測
定
内

容
」
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
彼
は
、
帰
納
的
研
究
の
方
法
で
、
人
間
に
と
っ
て
そ

れ
を
完
全
に
認
識
す
る
こ
と
が
マ
水
平
に
達
成
不
可
能
な
最
高
の
目
標
で
あ
る

神
」
「
そ
の
世
界
秩
序
」
に
、
で
き
る
だ
け
接
近
し
よ
う
と
試
み
る
。
宗
教
に

と
っ
て
は
神
は
世
界
観
的
考
察
を
構
築
す
る
際
の
「
土
台
」
を
意
味
す
る
が
、

自
然
科
学
に
と
っ
て
は
神
は
「
頂
点
」
を
意
味
し
て
い
る
（
下
二
＝
一
頁
）
。

　
こ
の
よ
う
な
相
遣
が
宗
教
と
自
然
科
学
と
の
間
に
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い

と
し
て
も
、
そ
れ
は
両
者
の
対
立
、
矛
盾
を
意
味
す
る
の
で
な
く
、
世
界
の
理

論
的
認
識
を
目
指
す
自
然
科
学
と
、
魂
の
永
続
的
平
安
の
内
に
「
人
生
の
最
高

の
善
」
を
見
出
そ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
確
固
た
る
保
証
を
与
え
る
宗
教
と

の
、
人
間
生
活
の
中
で
演
じ
る
役
割
分
担
の
差
異
に
す
ぎ
な
い
。
両
者
は
「
た

が
い
に
排
除
し
あ
う
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
た
が
い
に
補
っ
て
必
要
と
し
あ

う
も
の
で
あ
る
。
」
プ
ラ
ン
ク
は
、
ど
れ
ほ
ど
厳
密
に
批
判
的
に
考
察
し
て
も
、

宗
教
と
自
然
科
学
と
が
調
和
し
う
る
こ
と
を
端
的
に
示
す
も
の
と
し
て
、
ケ
プ

ラ
ー
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
等
が
深
い
宗
教
性
に
貫
か
れ
て
い
た
と

い
う
事
実
を
挙
げ
て
い
る
。
（
下
・
二
一
一
一
二
一
二
頁
）
。

四

　
プ
ラ
ン
ク
に
よ
れ
ば
、
宗
教
的
人
間
に
と
っ
て
の
「
神
」
は
、
自
然
科
学
者

が
探
究
す
る
「
自
然
法
則
の
力
」
と
「
本
質
的
に
等
し
い
」
（
下
・
二
一
一
頁
）

の
で
あ
り
、
宗
教
も
自
然
科
学
も
共
に
「
人
間
か
ら
独
立
し
た
理
性
的
な
世
界

秩
序
」
　
（
下
・
二
一
〇
頁
）
の
存
在
を
前
提
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
前
節
で

明
ら
か
に
し
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
「
法
則
的
な
力
」
「
理

性
的
な
世
界
秩
序
」
「
法
則
的
な
世
界
秩
序
と
い
う
前
提
」
（
下
・
二
一
一
頁
）

を
認
め
る
時
、
人
間
の
意
志
自
由
の
可
能
性
の
問
題
は
、
ど
の
よ
う
に
解
決
さ

れ
る
の
か
。

　
「
因
果
法
則
と
意
志
の
自
由
」
お
よ
び
「
意
志
の
自
由
の
本
質
に
つ
い
て
」

と
題
さ
れ
る
二
つ
の
講
演
に
お
い
て
、
プ
ラ
ン
ク
は
自
然
科
学
者
の
立
場
か

ら
、
意
志
自
由
の
可
能
性
を
問
う
倫
理
学
の
基
本
問
題
と
取
り
組
ん
で
い
る
。

こ
の
問
題
は
、
彼
に
と
っ
て
、
仮
空
の
単
な
る
疑
似
問
題
と
し
て
片
付
け
ら
れ

る
性
格
の
も
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
行
動
の
自
由
の
根
底
を
な
す
現
実
的



24

な
真
実
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
自
然
お
よ
び
精
神
の
世
界
の
す
べ
て
の

営
み
の
中
に
、
あ
る
厳
密
な
法
則
性
が
支
配
す
る
」
と
い
う
確
信
と
「
自
己
の

道
徳
的
尊
厳
の
意
識
」
と
を
調
和
さ
せ
た
い
と
い
う
「
真
剣
に
思
索
す
る
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

問
」
な
ら
誰
も
が
抱
い
て
き
た
切
望
と
と
も
に
、
古
い
テ
ー
マ
で
あ
り
（
上
・

一
八
九
頁
）
、
　
「
わ
れ
わ
れ
の
行
状
に
対
す
る
責
任
の
感
情
」
と
緊
密
に
結
合

し
て
い
る
「
意
志
の
自
由
の
意
識
」
が
、
あ
ら
ゆ
る
責
任
か
ら
わ
れ
わ
れ
を
免

除
す
る
よ
う
に
見
え
る
コ
切
の
生
起
の
因
果
的
な
必
然
性
の
確
信
し
と
い
か

に
し
て
調
和
す
る
か
と
い
う
、
思
索
型
の
す
べ
て
の
人
間
に
絶
え
ず
迫
っ
て
く

　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

る
問
題
な
の
で
あ
る
（
下
・
一
六
八
頁
）
。

　
わ
れ
わ
れ
は
社
会
生
活
を
営
み
、
そ
こ
で
一
定
の
役
割
と
道
徳
的
責
務
を
に

な
い
、
自
己
の
行
動
、
選
択
、
意
志
の
遂
行
に
対
し
て
責
任
を
負
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
道
徳
的
責
務
、
責
任
の
根
拠
と
し
て
自
由
の
可
能
性
が
前
提
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
も
わ
れ
わ
れ
が
精
神
的
に
も
身
体
的
に
も
完
全
に
拘
束

さ
れ
て
お
り
、
意
志
し
選
択
し
行
動
す
る
自
由
を
ま
っ
た
く
奪
わ
れ
て
い
る
と

す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
強
制
状
態
の
も
と
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
に
い
か
な

る
責
任
も
帰
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
人
間
の
道
徳
的
尊
厳
に
つ
い
て
語
ら
れ

る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
他
者
の
意
の
ま
ま
に
動
か
さ
れ
支

配
さ
れ
る
、
い
わ
ば
意
識
的
な
自
動
機
械
な
い
し
は
奴
隷
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ

れ
が
こ
の
よ
う
な
機
械
的
存
在
な
い
し
隷
属
者
で
な
く
、
自
他
の
人
格
に
対
す

る
尊
敬
、
敬
愛
の
感
情
を
抱
き
、
自
律
的
な
主
体
と
し
て
意
志
し
行
動
す
る
存

在
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
プ
ラ
ン
ク
の
指
摘
す
る

舳

「
自
己
の
道
徳
的
尊
厳
の
意
識
」
と
「
意
志
の
自
由
の
意
識
」
と
を
、
人
間
の

不
可
分
な
根
源
的
意
識
と
し
て
、
肯
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
プ
ラ
ン
ク
は
、
こ
の
よ
う
に
意
志
の
自
由
が
人
問
の
道
徳
性
に
と
っ
て
不
可

欠
の
前
提
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
と
同
時
に
、
世
界
を
支
配
す
る
「
厳
密
な

法
則
性
」
「
一
切
の
生
起
の
因
果
的
な
必
然
性
の
確
信
」
が
認
識
を
求
め
る
人

間
の
内
に
存
在
す
る
、
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
い
っ
た
い
意
志
自
由
の
前
提

と
因
果
的
必
然
性
の
確
信
と
は
、
同
じ
人
間
の
中
で
い
か
に
し
て
調
和
し
う
る

の
か
。

　
こ
の
問
題
に
対
し
て
プ
ラ
ン
ク
独
自
の
答
え
を
提
出
す
る
た
め
に
、
彼
は
先

ず
因
果
性
の
概
念
に
分
析
を
加
え
る
。
「
自
然
に
お
け
る
因
果
性
」
と
題
さ
れ

る
論
述
（
］
九
三
二
年
、
ロ
ン
ド
ン
物
理
学
会
で
の
講
演
を
敷
術
し
た
も
の
）

の
中
で
、
問
題
考
察
の
出
発
点
と
し
て
、
次
の
「
単
純
な
普
遍
的
命
題
」
を
挙

げ
て
い
る
。
「
あ
る
出
来
事
は
、
そ
れ
が
確
実
に
予
言
さ
れ
う
る
と
き
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

因
果
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
」
（
下
・
九
八
頁
）
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
仮
り
に

第
一
命
題
と
名
付
け
、
か
っ
こ
こ
で
「
予
言
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
「
予

見
」
り
言
明
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
〔
「
私
に
は
、
あ
る
事
象
の
必

然
性
に
対
し
て
、
当
の
事
象
の
生
起
を
予
見
す
る
可
能
性
が
存
在
す
る
と
い
う

こ
と
以
上
に
、
明
白
で
説
得
的
な
証
拠
が
提
出
で
き
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な

（
1
3
）

い
」
（
下
・
一
六
九
頁
）
、
〕
こ
の
第
一
命
題
で
表
明
さ
れ
て
い
る
プ
ラ
ン
ク
の
立

場
を
予
見
可
能
説
と
規
定
で
き
る
と
思
う
。

　
し
か
し
、
第
一
命
題
に
関
し
て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
予
言
の
可
能
性
と
出
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来
事
の
因
果
連
関
と
は
決
し
て
「
同
義
」
で
は
な
く
、
予
言
可
能
性
は
、
何
ら

か
の
因
果
連
関
の
存
在
に
対
す
る
「
確
実
な
標
識
」
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
に

　
　
（
1
4
）

す
ぎ
な
い
　
（
下
・
九
八
頁
）
。
こ
の
こ
と
は
予
見
可
能
性
と
因
果
連
関
と
の
間

に
は
相
当
の
ず
れ
が
生
じ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
説

明
の
た
め
に
、
天
気
予
報
と
実
際
の
気
象
現
象
と
の
関
係
を
引
き
合
い
に
出
す

こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
事
象
に
限
ら
ず
、
非
常
に
単
純
な
物

理
的
状
態
の
場
合
に
お
い
て
さ
え
も
、
測
定
結
果
を
「
絶
対
的
な
正
確
さ
」
で

あ
ら
か
じ
め
精
密
に
計
算
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
、
と
プ
ラ
ン
ク
は
指

摘
し
て
い
る
（
下
・
九
九
頁
）
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
、
現
存
す
る
あ
ら
ゆ
る

経
験
に
よ
り
、
次
の
命
題
を
与
え
ら
れ
た
確
か
な
事
実
と
し
て
承
認
す
る
よ
う

強
い
ら
れ
る
、
と
い
う
。
「
ど
ん
な
一
つ
の
事
例
に
お
い
て
も
、
物
理
的
な
出

来
事
を
正
確
に
予
言
す
る
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
」
（
下
・
一
〇
〇
頁
）
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
経
験
的
命
題
を
罵
り
に
第
二
命
麺
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ

う
。
さ
て
、
第
一
命
題
と
第
二
命
題
と
の
組
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
何
が
帰
結
す

る
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
も
両
命
題
で
語
ら
れ
る
「
出
来
事
」
と
い
う
言
葉
が
共

に
現
象
的
事
実
と
し
て
、
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
が
日
々
経
験
す
る
こ
の
具
体
的

な
感
性
的
世
界
に
お
け
る
出
来
事
と
し
て
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
も
は
や
自
然
の

中
に
は
厳
密
な
因
果
連
関
が
認
識
さ
れ
う
る
た
だ
一
つ
の
事
例
も
存
在
し
な
い

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
見
解
を
と
る
の
が
、
い
わ
ゆ
る
非
決
定
論
者
で

あ
る
。

　
し
か
し
、
プ
ラ
ン
ク
は
こ
の
よ
う
な
非
決
定
論
に
賛
同
し
な
い
。
彼
は
「
普

遍
的
で
厳
密
な
因
果
性
の
前
提
を
放
棄
し
な
い
」
立
場
に
立
つ
（
下
．
一
六
八

頁
）
。
決
定
論
の
立
場
を
貫
徹
し
、
「
因
果
法
則
を
ど
こ
ま
で
も
保
持
し
う
る
た

め
に
」
「
出
来
事
」
と
い
う
言
葉
は
、
非
決
定
論
者
と
は
異
な
っ
た
、
別
の
修

正
さ
れ
た
意
味
に
お
い
て
使
わ
れ
る
、
と
、
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
「
理
論
物
理
学
が
出
来
事
と
し
て
考
察
す
る
の
は
、
つ
ね
に
偶
然
で
非
本

　
質
的
な
要
素
を
も
含
ん
で
い
る
個
々
の
測
定
事
象
な
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ

　
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
器
官
や
、
強
化
さ
れ
た
感
覚
器
官
と
し
て
作
用

　
す
る
測
定
器
械
に
よ
っ
て
直
接
に
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
感
性
界
の
か
わ
り

　
に
、
八
物
理
学
的
世
界
像
V
と
呼
ば
れ
る
他
の
世
界
を
定
立
す
る
こ
と
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
り
、
あ
る
単
に
思
考
さ
れ
た
事
象
を
出
来
事
と
し
て
考
察
す
る
の
で
あ
る
」

　
（
下
・
一
〇
二
頁
）
。

　
右
の
よ
う
な
「
出
来
事
」
の
意
味
の
修
正
に
よ
っ
て
、
第
一
命
題
は
理
論
的

に
構
築
さ
れ
た
世
界
像
の
内
部
で
の
出
来
事
に
適
用
さ
れ
、
そ
こ
で
は
予
見
可

能
性
と
因
果
連
関
と
は
完
全
に
対
応
し
、
決
定
論
の
厳
密
な
貫
徹
が
可
能
と
な

る
。
こ
の
よ
う
な
物
理
学
的
世
界
像
は
、
「
個
々
の
ど
の
測
定
に
も
付
着
し
て

い
る
不
確
実
性
か
ら
免
れ
て
、
鋭
い
概
念
規
定
を
可
能
に
す
る
と
い
う
目
的
で

創
ら
れ
た
、
モ
デ
ル
的
な
理
想
化
」
な
の
で
あ
る
（
下
・
一
〇
二
頁
）
。

　
「
出
来
事
」
の
意
味
を
修
正
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
決
定
論
は
、

し
か
し
、
第
二
命
題
が
適
用
さ
れ
る
感
性
的
世
界
に
及
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
二
命
題
に
お
け
る
「
出
来
事
」
は
、
統
計
的
法
則
性
と
確
率
計
算
の
み
が
支

配
す
る
経
験
的
世
界
の
内
部
で
の
現
象
で
あ
り
、
そ
の
生
起
の
予
見
は
不
確
実
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性
を
免
れ
な
い
の
で
あ
る
。
「
普
遍
的
で
厳
密
な
因
果
性
の
前
提
」
を
維
持
し

よ
う
と
す
る
プ
ラ
ン
ク
は
、
こ
の
よ
う
な
決
定
論
の
制
限
に
満
足
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
彼
は
、
因
果
性
の
概
念
を
「
直
接
に
感
性
界
の
体
験
に
関
係
づ
け

る
」
こ
と
が
で
き
、
且
つ
こ
の
概
念
に
「
い
っ
そ
う
直
接
的
で
深
い
意
味
を
与

え
る
道
」
を
見
出
そ
う
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
第
二
の
修
正
を
加
え
る
。

　
　
「
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
対
象
の
か
わ
り
に
、
予
言
の
主
体
を
、
す
な

　
わ
ち
予
言
す
る
精
神
を
修
正
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
実
際
ど
の
予
言
に
も
、

　
予
言
を
お
こ
な
う
誰
か
が
属
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
で
以
下
に
お
い

　
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
予
言
す
る
主
体
に
注
意
を
向
け
な
が
ら
、
予
言
の
対
象
と

　
し
て
は
、
人
為
的
な
世
界
像
の
導
入
を
企
て
る
こ
と
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
接
に
与
え
ら
れ
る
感
性
界
の
出
来
事
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
」
（
下
・

　
一
一
六
－
一
一
七
頁
）
。

　
修
正
さ
れ
た
予
見
主
体
は
、
二
つ
の
条
件
を
負
っ
て
い
る
。
8
「
そ
の
事
象

の
始
ま
り
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
事
情
に
つ
い
て
必
要
な
知
識
を
も
ち
、

か
つ
ま
た
十
分
に
鋭
敏
な
知
性
を
そ
な
え
た
観
察
者
」
で
あ
る
こ
と
、
ω
「
こ

の
観
察
者
は
当
の
事
象
の
経
過
の
中
に
少
し
で
も
積
極
的
に
関
与
し
て
は
な
ら

ず
」
「
完
全
に
受
動
的
に
振
舞
う
よ
う
な
観
察
者
」
で
あ
る
こ
と
　
（
下
・
一
六

九
頁
）
。

　
プ
ラ
ン
ク
は
、
こ
の
よ
う
な
「
十
分
に
鋭
敏
な
知
性
」
を
有
し
、
し
か
も

「
完
全
に
受
動
的
に
振
舞
う
」
観
察
者
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
経
験
の
範
囲
を

越
え
て
お
り
、
論
理
的
な
推
論
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

ま
た
「
も
と
も
と
論
駁
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
（
下
・
一
一
七
頁
）
の
で
あ

り
、
こ
の
よ
う
な
観
察
者
を
わ
れ
わ
れ
の
思
考
過
程
の
中
に
導
入
す
る
こ
と
は

「
論
理
的
に
も
経
験
的
に
も
矛
盾
に
陥
り
は
し
な
い
」
（
下
・
一
七
〇
頁
）
と

述
べ
る
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
も
厳
密
な
因
果
性
は
、
こ
の
よ
う
な
観
察
者
、

換
言
す
れ
ば
、
「
自
然
力
の
支
配
を
も
人
間
の
精
神
生
活
に
お
け
る
事
象
を
も
、

現
在
、
過
去
、
未
来
に
わ
た
っ
て
も
っ
と
も
詳
細
で
微
妙
な
点
に
ま
で
見
通
し

て
い
る
、
理
想
的
な
精
神
」
を
想
定
す
る
こ
と
に
お
い
て
成
り
立
つ
、
と
語
る

の
で
あ
る
（
下
・
＝
九
頁
）
。
こ
の
プ
ラ
ン
ク
の
い
う
「
理
想
的
な
精
神
」

は
、
い
わ
ゆ
る
「
ラ
プ
ラ
ス
の
霊
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
プ
ラ
ン
ク
自
身
、
「
因
果
法
則
と
意
志
の
自
由
」
の
中
で
、

こ
の
「
ラ
プ
ラ
ス
的
精
神
」
に
つ
い
て
繰
り
返
し
触
れ
て
い
る
（
上
・
二
二
三

頁
、
二
二
六
頁
、
二
二
七
頁
、
二
二
八
頁
）
。

　
物
理
学
の
よ
う
な
自
然
科
学
だ
け
で
な
く
、
心
理
学
や
歴
史
学
の
よ
う
な
人

間
を
対
象
と
す
る
人
文
系
、
社
会
系
の
科
学
に
お
い
て
も
、
事
象
の
因
果
連
関

の
究
明
を
お
こ
な
う
。
こ
の
場
合
、
研
究
者
は
先
述
の
二
条
件
を
充
た
す
理
想

的
な
観
察
者
の
立
場
に
立
つ
よ
う
、
で
き
る
だ
け
努
力
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
、
現
実
生
活
の
中
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
人
間
の
意
志
の
働
き
の
因
果
的
被

制
約
性
を
ど
こ
ま
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
こ
の
問

い
は
次
の
二
つ
に
分
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
0
わ
れ
わ
れ
は
他
の
人
間
の
意

志
の
働
き
の
因
果
的
被
制
約
性
を
ど
こ
ま
で
理
解
で
き
る
か
。
口
わ
れ
わ
れ
は

自
分
自
身
の
意
志
の
働
き
の
因
果
的
被
制
約
性
を
ど
こ
ま
で
理
解
で
き
る
か
。
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ま
ず
の
の
場
合
、
プ
ラ
ン
ク
は
次
の
二
つ
の
困
難
点
が
存
在
す
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
現
実
の
観
察
者
が
「
観
察
さ
れ
る
者
の
あ
ら
ゆ
る
意

志
の
動
機
を
完
全
に
見
通
し
た
り
、
彼
の
意
志
決
定
を
正
確
に
予
言
し
た
り
す

る
」
こ
と
は
き
わ
め
て
難
し
い
こ
と
、
二
つ
は
、
「
受
動
性
の
役
割
を
完
全
に

維
持
す
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
ま
っ
た
く
不
可
能
」
で
あ
る
こ
と
（
下
・
一
七

五
－
一
七
六
頁
）
。
こ
の
内
、
第
］
の
困
難
点
は
相
対
的
性
格
の
も
の
で
あ
り
、

観
察
者
の
知
性
と
内
的
洞
察
力
が
向
上
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
予
見
は
任
意

の
精
密
度
に
達
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。
問
題
は
第
二
の
難
点
で
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
は
、
他
の
人
間
の
意
志
の
働
き
の
考
察
に
お
い
て
、
完
全
に
受
動
性
の
役

割
を
保
持
し
つ
づ
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
第
二
の
難
点
は
口
の
場
合
に
一
層
顕
著
に
な
っ
て
く
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
自
己
の
意
志
の
働
き
の
因
果
的
被
制
約
性
を
把
握
す
る
た
め
に

は
、
自
我
を
二
つ
の
部
分
に
、
す
な
わ
ち
「
認
識
す
る
自
我
」
と
「
意
欲
す
る

自
我
」
と
に
区
分
し
て
、
観
察
者
の
役
割
は
前
者
に
、
被
観
察
者
の
役
割
は
後

者
に
帰
す
以
外
に
な
い
。
こ
の
場
合
、
問
題
の
意
志
の
働
き
が
過
去
に
属
す
る

か
、
現
在
お
よ
び
未
来
に
関
わ
る
か
に
応
じ
て
、
本
質
的
な
区
別
が
存
在
す

る
。
行
為
が
す
で
に
成
就
さ
れ
て
い
る
過
去
の
場
合
に
は
、
観
察
者
の
受
動
性

の
条
件
は
始
め
か
ら
充
た
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
場
合
、
「
意
欲
す

る
自
我
」
は
時
間
的
に
先
行
し
て
お
り
、
「
認
識
す
る
自
我
」
は
あ
と
か
ら
そ

れ
を
追
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
探
究
す
べ
き
事
象
の
経
過
の
中
へ
観
察
者
が
干
渉

を
加
え
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
排
除
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
下
・
一
七
六

頁
）
。

　
自
己
自
身
の
意
志
の
働
き
が
現
在
お
よ
び
未
来
に
関
わ
る
場
合
に
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
時
、
完
全
に
受
動
的
な
理
想
的
観
察
者
の
立
場

に
原
理
的
に
立
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
己
の
未
来
の
可
能
性
に

向
け
て
、
目
標
を
設
定
し
、
選
択
を
お
こ
な
い
、
意
識
し
て
決
断
を
お
こ
な
う

現
在
の
瞬
間
に
お
い
て
は
、
「
認
識
す
る
自
我
」
と
「
意
欲
す
る
自
我
」
と
は

「
た
が
い
に
融
合
し
」
、
た
と
え
単
な
る
思
考
上
の
こ
と
で
あ
っ
て
も
「
自
我

の
分
離
は
論
理
的
に
不
可
能
で
あ
り
、
形
容
矛
盾
で
あ
る
」
（
下
・
一
七
七
頁
）

か
ら
で
あ
る
。
未
来
に
向
け
て
現
在
を
生
き
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
は
、
受
動

性
の
立
場
に
立
つ
こ
と
は
、
原
理
的
に
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
プ
ラ
ン
ク
に
よ
れ
ば
、
完
全
に
受
動
的
に
振
舞
い
、
「
わ
れ
わ
れ
の
身
体
的

お
よ
び
精
神
的
な
全
状
態
を
、
意
識
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
意
識
下
の
も
の
で
あ

れ
、
完
全
に
見
通
す
こ
と
が
で
き
る
観
察
者
」
（
下
・
一
八
○
頁
）
の
観
点
か

ら
見
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
意
志
の
働
き
も
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
予
見
ぜ
ら

れ
、
し
た
が
っ
て
因
果
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の

人
間
的
立
場
、
す
な
わ
ち
今
こ
こ
に
お
い
て
絶
え
ず
未
来
に
開
か
れ
た
可
能
性

に
向
け
て
主
体
的
、
能
動
的
に
活
動
を
お
こ
な
い
、
受
動
的
観
想
の
み
に
絶
対

に
と
ど
ま
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
の
実
践
的
な
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
わ
れ
わ

れ
の
意
志
の
働
き
は
予
見
さ
れ
え
ず
、
因
果
的
に
決
定
さ
れ
て
は
い
な
い
。
わ

れ
わ
れ
は
、
日
々
の
生
活
と
行
動
の
中
で
、
絶
対
的
受
動
性
の
条
件
を
充
た
す

よ
う
な
理
想
的
観
察
者
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
自
身
は
い
わ
ゆ



お

る
「
ラ
プ
ラ
ス
の
霊
」
で
は
な
い
し
、
ま
た
こ
れ
に
な
る
こ
と
は
、
人
間
で
あ

る
以
上
、
不
可
能
で
あ
る
。
死
に
直
面
し
て
い
る
者
と
い
え
ど
も
、
意
識
を
も

つ
人
間
で
あ
る
限
り
は
、
自
己
の
死
を
い
か
な
る
態
度
な
い
し
思
い
に
よ
っ
て

迎
え
る
か
と
い
う
、
最
後
の
ぎ
り
ぎ
り
の
一
点
に
お
い
て
能
動
的
な
選
択
を
お

こ
な
う
だ
ろ
う
。
プ
ラ
ン
ク
は
、
こ
の
よ
う
な
有
限
な
人
間
的
立
場
か
ら
見
る

時
、
す
な
わ
ち
「
わ
れ
わ
れ
自
身
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
す
で
に
は
っ
き
り
と
確

認
さ
れ
た
よ
う
に
、
自
己
の
意
志
は
決
定
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
自

由
で
あ
る
」
（
下
・
一
八
三
頁
）
と
断
言
す
る
の
で
あ
る
。

　
意
志
の
働
き
を
め
ぐ
る
必
然
と
自
由
と
の
対
立
は
、
プ
ラ
ン
ク
に
よ
れ
ば
、

単
に
「
二
つ
の
異
な
っ
た
考
察
様
式
」
（
下
・
一
八
二
頁
）
の
相
違
に
す
ぎ
な

い
。
そ
れ
は
互
い
に
排
除
す
る
様
式
で
矛
盾
的
に
対
立
し
て
い
る
の
で
な
く
、

客
観
的
理
論
的
な
認
識
を
目
指
し
、
完
全
な
受
動
性
を
保
持
す
る
観
察
者
の
立

場
か
ら
因
果
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
科
学
的
観
点
と
、
主
体
的
な
活
動
に
よ

っ
て
、
自
ら
に
課
し
た
課
題
の
解
決
や
目
標
の
実
現
の
た
め
に
能
動
的
に
働
こ

う
と
す
る
実
践
的
観
点
と
の
相
遣
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
観
点
に
よ
っ
て
見
ら
れ

考
察
さ
れ
る
以
前
の
、
実
在
と
し
て
の
意
志
そ
の
も
の
は
躍
動
す
る
動
き
そ
の

も
の
で
あ
り
、
生
き
た
統
一
体
、
内
的
生
命
で
あ
る
。
プ
ラ
ン
ク
に
よ
れ
ば
、

わ
れ
わ
れ
の
自
我
は
「
広
大
な
世
界
の
中
の
小
さ
な
一
つ
の
点
」
に
す
ぎ
な
い

が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
「
感
情
や
意
欲
や
思
考
の
す
べ
て
を
包
み
、
も
っ
と
も

深
い
悲
し
み
か
ら
も
っ
と
も
高
い
喜
び
ま
で
を
含
む
も
の
」
で
あ
り
、
わ
れ
わ

れ
の
所
有
物
の
中
で
、
い
っ
か
そ
れ
を
「
生
命
」
そ
の
も
の
と
共
に
失
う
以
外

に
は
何
も
の
も
わ
れ
わ
れ
か
ら
奪
う
こ
と
の
で
き
な
い
「
唯
一
の
も
の
」
で
あ

る
（
上
・
師
管
六
頁
）
。
そ
こ
に
お
い
て
「
認
識
す
る
自
我
」
と
「
意
欲
す
る

自
我
」
と
が
融
合
、
渾
然
一
体
を
な
し
て
い
る
生
き
た
内
的
生
命
で
あ
る
か
ら

こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の
自
我
は
必
然
と
自
由
と
の
不
断
の
緊
張
関
係
の
中
に
、
自

己
固
有
の
運
命
を
生
き
抜
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ン
ク
は
、

必
然
と
自
由
と
の
総
合
と
し
て
の
こ
の
固
有
の
運
命
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

語
っ
て
い
る
。

　
　
「
こ
う
し
て
各
人
は
、
自
己
の
運
命
を
自
由
に
所
有
し
て
い
る
の
で
あ

　
る
。
わ
れ
わ
れ
は
自
分
自
身
の
生
の
闘
い
の
法
則
的
な
落
着
を
、
注
意
深
く

　
は
あ
る
が
中
立
的
な
傍
観
者
と
し
て
観
察
す
る
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な

　
い
。
む
し
ろ
、
み
ず
か
ら
こ
の
闘
い
の
中
で
の
積
極
的
な
戦
友
で
あ
る
わ
れ

　
わ
れ
は
、
そ
れ
ゆ
え
つ
ね
に
自
由
な
裁
量
に
よ
っ
て
こ
れ
に
参
加
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
を
強
い
ら
れ
て
い
る
」
（
下
・
一
八
七
頁
）
。

　
以
上
、
プ
ラ
ン
ク
の
宗
教
観
と
自
由
論
に
つ
い
て
、
筆
者
の
私
見
を
全
く
ま

じ
え
る
こ
と
な
く
、
で
き
る
だ
け
簡
明
に
紹
介
し
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
プ

ラ
ン
ク
の
見
解
に
対
す
る
批
判
的
な
考
察
は
一
切
お
こ
な
わ
な
か
っ
た
。
本
稿

の
意
図
は
、
そ
う
い
う
批
判
的
考
察
を
加
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
本
稿
に
お
い

て
筆
者
が
主
張
し
た
い
こ
と
は
た
だ
、
宗
教
と
倫
理
の
基
本
問
題
は
、
現
代
の

自
然
科
学
者
に
と
っ
て
も
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
極
め
て
重
要
な
問
題

で
あ
り
、
そ
れ
は
プ
ラ
ン
ク
の
場
合
も
決
し
て
例
外
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
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こ
と
だ
け
で
あ
．
る
。

　
　
　
註

（
1
）
本
書
は
、
『
現
代
物
理
学
の
思
想
一
講
演
と
回
想
一
i
」
と
い
う
邦

　
題
名
で
、
法
律
文
化
社
よ
り
上
巻
、
下
巻
に
分
け
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。

　
筆
者
が
翻
訳
を
分
担
し
た
「
宗
教
と
自
然
科
学
」
「
意
志
の
自
由
の
本
質

　
に
つ
い
て
」
等
は
、
下
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
（
他
の
共
訳
者
は
、
田

　
中
加
夫
、
浜
田
貞
時
、
河
井
徳
治
の
三
氏
で
あ
る
。
）

　
　
本
稿
中
の
引
用
の
仕
方
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
引
用
文
は
訳
文
を
載

　
ぜ
、
（
　
）
内
に
訳
本
の
巻
と
頁
を
記
入
し
、
特
に
重
要
．
と
思
わ
れ
る
場

　
合
の
み
に
限
っ
て
註
欄
に
原
典
の
頁
を
挙
げ
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
原

　
典
は
本
文
に
記
し
た
通
り
、
ζ
●
謹
磐
。
ぎ
く
○
誹
感
α
q
Φ
§
創
国
ユ
嘗
①
〒

　
§
α
q
Φ
ジ
毒
δ
ω
①
霧
。
犀
鉱
窪
。
落
じ
d
二
9
ひ
q
Φ
ω
Φ
房
畠
織
計
O
”
吋
白
ω
冨
簿
中

　
に
収
録
さ
れ
た
も
の
で
、
以
下
の
註
で
は
、
全
て
書
名
を
省
略
し
、
講
演

　
文
の
題
目
と
頁
の
み
を
記
す
。
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