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カ

ン
I

の

『神
の
現
存
在
証
明
の
唯

1
可
能
を
証
明
根
拠
』
に
つ
い
て
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『
証
明
根
拠
』
の
成
立
-

問
題
の
提
示
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ヽヽ
ヽ
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ヽ
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ヽ
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ヽ
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1
七
五
五
年

『
1
般
自
然
史
と
天
体
の
理
論
』
で
カ
ン
･L
は

｢
自
然
は
混
沌
の

中
に
おい
て
さ

え
も
規
則
的
か
つ
秩
序
あ
る
様
に
し
か

跡

か

掛

か'LL'îハ欝
;/Q卦
.Q
&
㌫

宗

か
す
h
J
(cq
?iSSir,:risL諸

静

糊
諸

.Y
e.rkeJ
k
si･3
33
)
と
い
う

基
本
的
な
考
え
か
ら
機

械
論
的
世
界
観
と
目
的
論
的
世
界
観
と
を
結
合
'
調
停
し
ょ
う
と
し
た
｡'
そ
の
調
停
は
方
法
的
な
反
省
､更
に
先
験
的
方
法

へ
は
造
か
に
遠

-
'
自
然
科
学
的
方
法
'
数
学
的
計
算
'
形
而
上
学
的
思
惟
と
が
そ
れ
ぐ

適
当
に
用
い
ら
れ
､
寧
ろ
構
想
力
が
最
も
生
き
ノ
1

と
活
躍

し
て
い
る
と
い
わ
れ
る

(LCeagseinrevr.
rep,aentsm
56)
様
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
'
そ
こ
に
表
現
さ
れ
た
カ
ン
rl
の
聞
璽

息
識
は
第
三
批
判

へ
ま
で

一
貫
し
て
ゆ
-
も
の
で
あ
っ
た
｡

『自
然
史
』
に
お
い
て
前
提
と
さ
れ
､
確
信
と
さ
れ
て
済
ん
で
い
た
も
の
が
高
次
の
日
党

へ
と

密
ら
さ
れ
'
確
信
の
証
明
と
根
拠
と
へ
の
追
求
が
形
而
上
学
の
方
法

へ
の
反
省
を
伴
っ
て
新
た
な
問
題
と
化
せ
ら
れ
て
ゆ
-
の
で
あ
る
｡

･『
自
然
史
』
発
表
と
同
年
の
九
月
什
七
日
､
ケ
-
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
大
学
私
講
師
就
任
論
文
と
し
て

『
形
而
上
学
的
認
識
の
第

一
原
理
の

新
解
釈
』
を
発
表
し
た
カ
ン
rL
は
､
こ
～
で

一
七
四
五
年
以
来
の
自
然
科
学
的
乃
至
自
然
哲
学
的
主
題
の
諸
研
究
か
ら
､
始
め
て
形
而
上

学
的
認
識
論
的
主
題

へ
移
り
､
そ
れ
を
正
面
か
ら
と
り
あ
げ
た
｡
こ
1
で
は
形
而
上
学
の
方
法
に
関
し
て
､
ヴ
ォ
ル
フ
の
方
法
､
ク
ル
ジ



+

]

)

ユ
一ウ
ス
の
ヴ
ォ
ル
フ
批
判
に
ふ
れ
な
が
ら
模
索
す
.る
｡
そ
し
て
存
在
根
拠
と
認
識
理
由
と
の
峻
別
､
可
能
性

一
般
の
原
理
と
し
て
の
､
碑

の
現
存
在
証
明
が
論
理
的
に
把
捉
さ
れ
る
｡
即
ち
､
伝
統
的
な
形
而
上
学
を
批
判
す
る
地
平
が
見
え
始
め
る
の
で
あ
る
｡
続
い
て
カ
ン
･L

は
地
寮
に
関
す
る
諸
論
文
､
『
物
理
学
的
単
子
論
』
'
そ
の
他
を
経
て

1
七
五
九
年
の

『
楽
天
観
に
つ
い
て
』
二

七
六
二
年

『
二
度

論
法
に

四
つ
の
格
を
分
っ
事
は
精
し
す
ぎ
る
誤
-
で
あ
る
と
い
う
事
』
'

六
三
年
の

『負
畳
概
念
を
哲
学
に
導
入
す
る
試
み
』
､
『神
の
硯
存
在
証

明
の
唯

l
可
能
な
証
明
根
拠
』
､
翌
年
の

『
自
然
神
学
及
.'a
道
徳
の
原
理
の
判
明
性
に
関
す
る
研
究
』
等
々
を
次
々
と
発
表
し
､
『
証
明
咲

拠
』
'
『
判
明
性
に
関
す
る
研
究
』
に
お
い
て
は
包
括
的
な
問
題
を
.概
念
的
に
扱
う
｡
こ
の
事
は

『
新
解
釈
』
を
書
い
た
基
盤
が
概
念
化
さ

れ
て
ゆ
-
事
を
意
味
す
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
間
題
の
世
界
観
的
な
規
模
と
､
そ
の
解
決
に
お
け
る
概
念
的
明
確
さ
に
お
い
て
､

『
証
明
根

拠
』
と

『
判
明
性
に
関
す
る
研
究
』
の
二
つ
が
垂
理
､
決
算
の
姿
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
｡
そ
れ
は
批
判
期
に
至
る
カ
ン
･L
の
発
展
史

に
お
い
て
､
伝
統
的
､
独
断
論
的
形
而
上
学
の
基
盤
を
明
ら
か
に
し
､
そ
の
上
に
あ
り
な
が
ら
も
よ
り
高
次
の
地
平
を
目
指
し
て
い
る
と

い
う
点
で
劃
期
的
で
あ
る
｡
六
二
㌧
三
年
が
転
回
点
と
さ
れ
る
の
は
こ
の
意
味
で
で
あ
る
｡
こ
の
二
書
は
内
容
的
に
は
大
差
は
な
-
､
『
判

もl

明
性
』
は
ア
カ
デ
ミ
I
の
論
文
募
集
の
公
示
が
六

一
年
に
あ
り
､
六
二
年
末
に
執
筆
さ
れ
'
『
証
明
根
拠
』
は
六
三
年
に
田
阪
さ
れ
た
点
'

フ
ォ
ル
メ
イ
宛
の
書
簡
(
㌫

宗

純
)
で
､
す
で
に
二
､
三
年
前
か
ら
こ
の
間
題
に
携
わ
っ
て
い
た
と
い
う
の
も
､
両
署
に
於
け
る
共
通
の

問
題
を
意
味
し
､
両
署
が
同
じ
地
平
か
ら
平
行
し
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡

カ
ン
下
の
以
前
の
時
期
の

も
の
と
較
べ
て
､
対
象
領
域
に
お
い
て
は
天
体
､
自
然
現
象
等
か
ら
人
間
白
身

へ
と
移
っ
て
来
る
の
が
六
〇
年
以
降
の
特
徴
で
あ
る
｡
そ

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

し
て
､

そ
れ
は
機
械
論
的
な

世
界
を
観
察
し
､
思
考
す
る
人
間
自
身
を
､
思
考
と
意
識
を
そ
の
構
造
と
作
用
に
於
て
反
省
せ
ざ
る
を
得

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

な
か
っ
た
七
〇
年
代
'
更
に
批
判
期

へ
の
準
備
で
あ
っ
た
｡
す
で
に
論
理
と
存
在
､
思
惟
と
現
実
と
の
分
離
を
行
っ
た
意
識

(理
性
)
は

(東

新
即
謂

讐

J

存
在
を
思
惟
す
る
悟
性
と
'
存
在
を
絶
対
的
に
定
立
す
る
感
性
と
を
'史
に
主
観
と
客
観
と
の
相
関
関
係
を
模
索
し
始

め
る
｡
然
し
ま
だ
､
そ
の
関
係
の
中
に
と
ど
ま
り
'
相
関
関
係
を
外
か
ら
考
察
す
る
事
を
主
題
と
し
て
い
な
い
｡
主
観
と
客
観
と
の
関
係
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は
秤
の
存
在
証
明
に
必
要
な
限
-
で
比
較
的
独
断
論
的
に
思
惟
さ
れ
て
い
る
｡
が
然
し
形
而
上
学
的
問
題
は
認
識
論
的
問
題
を
必
然
的
に

呼
び
起
し
､
認
識
論
的
問
題
は
形
而
上
学
的
問
題
を
背
骨
と
し
､
両
問
題
は
相
互
に
離
れ
難
-
結
び
つ
き
つ
ゝ
体
系
化
さ
れ
て
ゆ
く
｡

こ
1
で
カ
ン
下
の
先
行
者
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
若
干
考
え
て
見
よ
う
と
思
う
｡
リ
ー
ル
は
こ
う
い
う
｡
-

去

五
年
の
就
職
論
文
で

の
現
実
的
､
事
実
的
な
原
理
の
意
味
と
論
理
的
な
意
味
と
の
区
別
は
ク
ル
.I,u

ウ
ス
に
従

っ
て
な
さ
れ
た
｡
又
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
､･
カ
ン

t
が
ヴ
ォ
ル
7
､

ロ
ッ
ク
､

ヒ
ュ
-
ム
の
立
場
を
順
次
に
経
､

そ
し
て
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
･
ヴ
ォ
ル
フ
の
影
響
か
ら
英
国
の
経
験
哲
学

へ

の
移
行
は
三
っ
の
著
､
『
三
段
論
法
』
､
『負
量
概
念
』
､
『
証
明
根
拠
』
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
と
い
う
が
､

こ
の
様
な

ヘ
ー
ゲ
ル
史
観
に

従

っ
た

｢
止
揚
｣
の
考
え
方
は
と
ら
な
い
'
寧
ろ
ヴ
ォ
ル
フ
の
影
響
が
カ
ン
t
の
全
発
展
を
通
じ
て
大
き
い
､
そ
し
て
こ
の
継
続
的
な
流

れ
に
よ
っ
て
英
国
哲
学
さ
え
本
庶
的
に
修
正
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
､
こ
の
継
続
的
流
れ
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
｡
更
に
又
フ
ィ
ッ

シ
ャ

｢=u

ー
は

『
判
明
性
』
の
懸
賞
論
文
と

『
証
明
棋
拠
』
と
を
区
別

す
るが
､
こ
の
両
書
は
同
時
に
着
手
さ
れ
た
も
の
で
区
別
は
そ
う
考
え
ら
れ

な
い
｡
叉

ロ
ッ
ク
か
ら
ヒ
ュ
-
ム
へ
の
移
行
を
六
六
年
と
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
い
う
が
六
三
年
に
す
で
に
ヒ
ュ
-
ム
の
影
響
が
み
ら
れ
る
､

J.

と
C
I

更
に
リ
ー
ル
は
ラ
ム
ベ
ル
･L
と
の
関
係
を
､
六
二
年
か
ら
六
六
年
の
著
作
群
に
お
い
て
カ
ン
･L
は
ラ
ム
ベ
ル
･L
の
方

法

を

用

い
､
定
義
か
ら
出
発
し
な
い
と
云
う
事
を
最
高
の
規
則
と
し
た
'
と
い
う

｡(AKiiPilii相打
:u
sDZfrs.F2h2
i;
?
S207S
P
i2S6C2hB
J
こ
れ
に
対
し
て
､
カ
ッ
シ
ー

ラ
ー
は
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
哲
学
の
影
響
を
と
-
あ
げ
る
｡

(
aE.･a坤
sT
Or6C2;)
叉

『
認
識
問
題
』
第
二
巻
で
は
ク
ル
ジ
ュ
ウ
ス
､
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
､

更
に
モ
ウ
ベ
ル
テ
ユ
イ
と
の
近
さ
を
指
摘
す
る
｡
(即
83fBfBE･)
そ
の
他
諸
家
の
意
見
を
精
査
す
る
事
は
出
来
な
い
が
､

例
え
ば
論
理
的
な
も

の
と
現
実
的
な
も
の
と
の
区
別
が
ク
ル
ジ
ュ
ウ
ス
の
名
を
出
し
な
が
ら
就
職
論
文
で
行
わ
れ
た
こ
と
の
如
き
を
思
う
時
､
､や
は
り
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
･
ヴ
甘
ル
フ
哲
学
､
ク
ル
･･,h
ユ
ウ
ス
ゝ
ラ
ン
ベ
ル
･1
'
殊
に
ク
ル
ジ
ュ
ウ
ス
と
の
関
係
が
明
確
に
さ
れ
る
事
が
遺
さ
れ
た
大
き
な

問
題
で
あ
る
様
に
思
わ
れ
る
｡

今
は
'
ま
ず
こ
の

『
証
明
根
拠
』
で
の
カ
ン
下
の
問
題
が
何
で
あ
っ
た
か
を
考
察
し
よ
う
｡
そ
し
て
､
そ
の
手
が
か
り
を
序
言
に
求
め
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ヽ
ヽ

る
.｡
表
題
は
明
白
で
あ
る
｡
『
神
の
塊
存
在
証
明
の
唯

一
可
能
な
証
明
根
拠
』
｡
然
し
序
言
は
こ
の

｢
証
明
根
拠
｣
､と
い
う
点
を
強
-
弁
ず

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

る
｡

｢
私
は
､
あ
ら
ゆ
る
我
々
の
認
識
の
う
ち
で
最
も
主
要
な

『
秤
が
存
在
す
る
』
と
い
う
認
識
が
も
し
深
い
形
而
上
学
的
研
究
の
支
え

を
も
た
な
い
な
ら
ば
､
動
揺
し
､
危
殆
に
瀬
す
る
か
の
様
に
考
え
は
し
な
い
｡
私
は
､
私
が
現
在
し
ょ
う
と
し
て
い
る
様
な
努
力
の
利
益

を
そ
れ
程
大
き
な
も
の
と
は
思
っ
て
い
な
い
｣
と
い
う
書
き
出
し
の

一
節
は
､
『
自
然
史
』
が
或
る
意
味
で
素
朴
に
画
の
存
在
証
明
を
行
っ

た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
比
べ
大
き
な
変
化
を
示
し
て
い
る
｡
こ
～
で
は
た
ゞ
｢
証
明
の
証
明
根
拠
｣
､
｢
主
要
設
計
図
の
輪
廓
｣
が
｢
読
者
の

吟
味
の
眼
前
に
供
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡｣
｢
面
が
存
在
す
る
｣
と
い
う
事
を
証
明
す
る
為
に
は

｢
人
々
は
形
而
上
学
と
い
う
底
知
れ
ぬ
深

淵
を
目
が
け
て
潜
っ
て
ゆ
-
勇
気
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
D
岸
辺
も
な
-
､
燈
台
も
な
い
暗
謄
た
る
大
洋
､
此
処
で
は
仕
事
を
始
め
る
に

は
人
々
は
恰
も
船
影
す
ら
見
当
ら
な
い
海
洋
を
航
海
す
る
航
海
者
が
何
処
か
の
地
に
上
陸
す
る
や
香
や
､
百
分
の
航
路
を
吟
味
し
､
百
分

が
航
海
術
の
命
じ
得
る
限
-
の
凡
ゆ
る
周
到
な
注
意
を
し
た
に
も
拘
ら
ず
､
万

1
人
知
れ
ぬ
潮
流
が
彼
の
航
路
を
誤
ら
せ
は
し
な
か
っ
た

か
ど
う
か
を
検
査
す
る
如
-
せ
ね
ば
な
ら
な
い
.｣
と
い
う
カ
ン
･i
は
形
而
上
学
が
深
淵
の
如
-
で
あ
る
事
を
識
っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
こ

れ
を
形
而
上
学
に
対
し
て
懐
疑
的
に
な
っ
て
い
る
と
人
々
は
い
う
の
で
あ
る
が
'書
き
出
し
の
1
節
と
結
び
の

一
節
｢
神
の
硯
存
在
を
確
信

す
る
事
は
仝
-
必
要
で
あ
る
｡
然
し
そ
れ
を
証
明
す
る
事
は
そ
れ
程
に
は
必
要
で
な
い
｣
と
は
し
か
-
単
純
で
は
な
い
｡
｢
自
然
は
混
沌
の

中
に
於
て
さ

へ
も
規
則
的
か
つ
秩
序
あ
る
様
に
し
か
動
き
え
な
い
と
い
う
正
に
そ
の
事
の
故
ii
神
は
存
在
す
る
｣
と
い
う

1
七
五
五
年
か

ら
の
思
索
が
結
論
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
｡
秤
の
存
在
の
確
信
は
揺
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
､
が
然
し
そ
の
証
明
の
困
難
さ
が
明
ら
か
に
な

っ
て
-
る
｡
そ
こ
で
数
学
の
様
に
証
明
は
で
き
な
い
､
従
っ
て
形
而
上
学
の
方
法
が
数
学
の
そ
れ
と
区
別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
探
究
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡

一
七
五
五
年
に
は
神
の
存
在
の

｢
確
信
｣
と
そ
の

｢
証
明
｣
と
は

一
つ
に
未
分
の
ま
～
に
あ
っ
た
｡
そ
れ
が
前
提

さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
で
あ
る
｡

｢
確
信
｣
が

｢
確
信
｣
と
し
て
明
ら
か
･に
区
別
さ
れ
る
と
い
う
事
は
以
前
の
立
場
が
反
省
さ
れ
､
自
覚

に
斎
ら
さ
れ
た
と
い
う
事
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
形
而
上
学
と
数
学
そ
の
他
と
の
方
法
的
な
眼
路
か
ら
の
脱
出
､
自
然
神
学
的
証
明
の

一一ユ21-



反
省
が
､
根
本
的
に
は

｢
確
信
｣
を

｢
確
信
｣
と
し
て
､
そ
の
確
信
の
基
礎
づ
け
を
努
め
る
努
力
で
あ
り
､
そ
の
努
力
の
上
に
こ
の
書
は

成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
｡
カ
ッ

シ

ー
ラ
ー
は
､

｢
経
験
が
実
存
在
の
唯

一
の
榛
準
で
あ
る
な
ら
ば
､
現
実
性
に
つ
い
て

の
我
々
の
認
識
は
感
性
的
観
察
を
こ
え
ら
れ
な
い
｡
そ
れ
故
､
経
験
可
能
性
の
外
に
あ
る
無
限
な
硯
存
在
は
コ
ン
･L
lア
デ
ィ
ク
チ
オ
･
イ

ン
･
ア
ヂ

ェ
ク
･1
オ
に

な
っ
て
し
ま
う
｡

こ
の
点
に

『
証
明
凝
拠
』
が
成
立
す
る
｣
と
い
う

(MtrekF
InI!nsi.sp5r9.3:)｡
神
の
存
在
証
明
､
機
械

袷

(白
然
科
学
的
､
後
天
的
立
場
)
と
目
的
論

(神
学
的
､

先
天
的
立
場
)

と
の
調
和
と
い
う
根
本
テ
ー
マ
は

『
白
然
史
』
以
来
の
も

の
で
あ
り
､
事
実
こ
～
に
も

『
自
然
史
』
の
要
約
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
､
そ
の
テ
ト

マ
の
解
決
方
法
､
更
に
把
捉
の
地
平
が
異

る
｡
カ
ッ

シ

ー
ラ
ー
が
前
述
の
様
に

『
証
明
根
拠
』
の
位
置
を
示
し
､

｢
カ
ン
･1
は
不
可
能
な
事
を
果
そ
う
と
企
て
る
｣
(a
:aaFS)と
評
す

る
の
は
､
こ
の
地
平
の
相
異
を
考
え
な
い
限
り
で
の
事
で
あ
る
｡
す
で
に
方
法
的
な
反
省
を
始
め
､.分
析
的
な
方
法
を
形
而
上
学
の
方
法

と
し
て
と
-
あ
げ
た
カ
ン
･L
は
､
こ
1
で
問
題
を
端
的
に
形
而
上
学
に
置
-
0
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二

改
良
さ
れ
た
自
然
神
学
的
証
明

『
自
然
史
』
に
お
い
て
す
で
に

一
種
の
自
然
神
学
的
証
明
を
も
っ
て
現
れ
た
カ
ン
･L
は
､
そ
の
位
置
か
ら
出
発
し
直
す
｡
自
然
神
学
的

証
明
を
分
析
し
､
区
別
す
る
っ

｢
神
の
現
存
在
を
神
の
諸

々
の
作
用
か
ら
認
識
し
ょ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
仕
方
は
次
の
三
つ
に
要
約
さ
れ

る
｣
(kKeT
ttssT
te2r2I)
｡

そ
の

三

は
､
仝
-
掛
か
欝

か

｢
掛
野

に
よ
っ
て
両
の
諾

在
の
確
信
が
惹
き
警

れ
る
｡
こ
の
場
合
甘
掛
.Q

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

秩
序
は
中
断
さ
れ
､
そ
こ
に
自
然
が
従
っ
て
い
る
力
を
直
接
に
表
示
す
る
も
の
が
知
覚
さ
れ
る
｡

然
し
こ
れ
は
啓
蒙
の
子
で
あ
り
､
理
神

論
の
中
に
あ
っ
た
カ
ン
･L
に
と
つ
て
は
遠
い
も
の
で
あ
る
｡
学
問
的
で
は
な
小
と
い
っ
て
拒
け
ら
れ
る
｡
た
ゞ
野
暮
に
対
し
て
は
こ
の
手

段
し
か
な
い
事
は
認
め
る
｡
よ
-
教
養
さ
れ
た
魂
は
､
自
然
の
秩
序
が
示
す
多
-
の
偶
然
的
な
美
や
合
目
的
的
な
結
合
を
見
出
す
の
で
あ



ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

る
｡
第
二
は
自
然
の
偶
感
的
な
秩
序
が
辞
的
な
創
始
者
を
推
論
せ
し
め
る
場
合
で
あ
る
｡
そ
し
て
第
二
に

必
然
的
な
統

1
､
即
ち
自
然
の

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

合
法
則
性
に
お
い
て
必
然
的
で
あ
る
も
の
が
､
凡
ゆ
る
可
能
性
の
最
上
の
原
魂
に
導
-
場
合
で
あ
る
｡
最
後
の
場
合
が
最
も
哲
学
的
で
あ

る
｡
こ
の
第
三
の
方
法
が
カ
ン
･L
白
身
の
方
法
な
の
で
あ
る
が
､
カ
ン
･L
は
終
の
二
つ
を
自
然
神
学
的
方
法
と
な
ず
け
る
〇
二
)
の
従
来
の

自
然
神
学
的
方
法
の
主
な
特
徴
は
次
の
点
に
あ
る
｡
完
全
性
と
合
法
則
性
が
､
ま
ず
偶
然
性
の
面
か
ら
と
ら
え
ら
れ
る
｡
そ
し
て
､
次
に

技
巧
的
な
秩
序
が
合
目
的
的
な
関
係
に
従

っ
て
_示
さ
れ
る
｡

そ
の
秩
序
か
ら
賢
明
な
､

書
き
意
志
が
推
論
さ
れ
､

同
時
に
書
き
意
志
と

創
始
者
の
測
り

難
い
程
の
力
の
概
念
と
が

1
つ
に
さ
れ
て
し
ま
う
｡

こ
の
よ
う
な
従
来
の
自
然
神
学
的
方
法

は
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
る

(oK
.a2
.t
ta2
･3?･)｡
こ
れ
は
カ
ン
･1
の
区
分
に
よ
れ
ば
第
二
の
方
法
で
あ
-
､
カ
ン
･1
は
こ
の
改
良
を
企
て
る
わ
け
で
あ
る
が
､
ま
ず
そ
の
長
所

と
短
所
と
を
あ
げ
る
｡

即
ち
そ
の
長
所
は
第

1
に

｢
確
信
が
極
め
て
感
覚
的
で
あ
る
｡
｣

(oK
.a:
.t･ta237･)
第
二
に
硬
も
自
然
で
あ
り
､
第
三
に

崇
敬
に
値
す
る
存
在
の
高
い
叡
智
､
配
慮
､
力
に
つ
い
て
の
非
常
に
直
観
的
な
概
念
を
つ
-
り
､
鴬
嘆
､
謙
趨
そ
し
て
畏
敬
の
念
を
惹
き

超
す
最
大
の
力
を
も
つ
｡

｢
こ
の
方
法
の
確
実
性
そ
の
も
の
も
数
学
的
で
は
な
-
､
遺
徳
的
で
あ
る
に
し
て
も
､
そ
の
一
つ
一
つ
が
非
常

に
力
強
い
印
象
を
も
っ
て
い
る
｣
(AK
:
nmt;rsk･uln2g･)｡
然
し
欠
点
も
あ
る
｡

そ
の
1
は
偶
然
性
と
い
う
事
を
重
視
す
る
､
即
ち
機
械
的
必
然
性

を
認
め
ま
い
と
す
る

(sT
2t4I_
)24.)｡

そ
の
二
は
そ
の
結
果
十
分
に
哲
学
的
で
は
な
-
､

更
に
哲
学
的
認
識
の
拡
張
を
妨
げ
さ
え
し
た
と
い

う
事
で
あ
る

(sT
2ti)｡
何
甚
な
ら
､

｢
諸
々
の
道
徳
的
根
拠
に
､
即
ち
目
的
か
ら
の
説
明
に
頼
る
と
い
う
事
は
､
諸
々
の
物
理
的
根
拠
が

必
然
的
な
､

1
層

1
椴
的
な
法
則
と
の
結
合
に
よ
っ
て
帰
結
を
規
定
す
る
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
う
る
余
地
が
あ
る
場
合
に
､
哲
学
的
洞

察
の
拡
張
を
妨
げ
る
｣
(叩
aLn2ti)
か
ら
で
あ
る
｡

更
に
第
二
言

世
界
の
技
巧
的
結
合
の
創
始
者
､
建
築
者
を
証
明
す
る
事
は
把
来
る
が
､
質

料
さ
え
の
創
造
者
を
証
明
す
る
に
は
十
分
で
な
い
｡
こ
の
蟹

二
の
欠
点
と
し
て
あ
げ
て
い
る
事
か
ら
ヽ
我
々
は
カ
ン
t
の
中
に
生
き
て
い

る
キ
リ
ス
･L
教
の
秤
を
考
え
る
｡
ブ
ラ
･L
ン
も
ア
リ
ス
･L
テ
レ
ス
も
､
古
典
ギ
リ

シ
ャ
の
措
辞
は
秤
を
建
築
師
､
形
式
を
与
え
た
も
の
と

は
考
え
た
が
虞
料
､
素
材
さ
え
も
の
創
造
者
と
考
え
な
か
っ
た
｡
カ
ン
･L
白
身
が

｢
恐
ら
-
､
啓
示
が
我
々
に
､
世
界
は
神
に
完
全
に
依
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l tt

存
し
て
い
る
と
い
う
事
を
教
え
た
後
に
の
み
､
哲
学
も
又
､
初
め
て
自
然
の
､
素
材
を
な
し
て
.い
る
物
そ
の
も
の
の
起
源
を
創
造
者
な
し

に
は
考
え
る
事
が
田
来
な
.い
と
L
t
そ
う
考
え
る
べ
-
相
当
野
カ
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｣

(
.;
h
)
と
語
っ
て
い
る
如
-
､
創
造

者
と
し
て
の
秤
の
観
念
は
キ
リ
ス
･L
教
と
共
に
始
ま
る
の
で
ぁ
る
｡

こ
れ
ら
の
欠
点
を
改
良
す
る
事
が
問
題
と
な
る
｡
ま
ず
最
も
哲
学
精
神
を
含
ま
ね
ば
な
ら
な
い
｡
と
い
う
の
は
必
然
的
､

一
般
的
な
法

則
に
よ
っ
て
自
然
の
事
象
を
説
明
す
る
も
の
､
機
械
論
的
な
自
然
説
明
に
矛
盾
せ
ず
に
､

一
般
的
法
則
か
ら
質
料
さ
え
も
の
両
的
創
造
者
.

へ
と
昇
っ
て
ゆ
-
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
;
i
.
.)
｡

｢
こ
れ
が
人
間
理
性
の
歩
む
べ
き
道
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

｣
(㌢1報
eI,k
.
lng)｡
械

械
論
的
世
界
観
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
様
な
改
良
さ
れ
た
自
然
神
学
的
証
明
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ

る
宇
宙
論
の
1
例
が
続
い
て
示
さ
れ
る
｡

そ
れ
は

冒

然
史
』
の
要
約
で
あ
る

(Si
n7A

erkunz･)O
戯
し
こ
れ
は

一
例
で
あ
り
'
そ
れ
も

｢
自

然
の
最
も
素
材
的
な
基
礎
を
な
す
大
な
る
塊
と
､
そ
の
軌
道
に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
｣
(㍗
)｡
こ
の
改
良
さ
れ
た
自
然
神
学
的
証
明
は
原

理
的
に
は

『
自
然
史
』
で
の
所
論
と
異
な
る
所
は
な
い
｡
然
し
こ
の
書
物
の
問
題
は
こ
～

か
ら
始
ま
る
｡
こ
の
様
な
神
の
現
存
在
の
証
明

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

が
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
､
そ
の
証
明
墳
拠
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
､
そ
れ
は
先
天
的
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
問
題
は
極
め

て
批
判
的
様
相
を
示
し
て
-
る
｡
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三

和
の
規
存
在
証
明
の
証
明
嬢
拠

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

｢
大
な
る
真
理
､
神
が
存
在
す
る
と
の
確
信
は
も
し
も
そ
れ
が
些
向
慶
の
数
学
的
確
実
性
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
､
そ
れ
は
唯

一

の
方
法
に
よ
っ
て
の
み
到
達
さ
れ
う
る
｡｣
｢
本
来
充
た
さ
る
べ
き
要
求
を
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
｡
そ
れ
は
-
-
唯

一
の
存
在
体
か
実
在

性
を
-
-
数
学
的
直
証
性
を
も
っ
て
証
明
せ
ん
と
す
る
事
で
あ
る
｣

(㍗
)
0



〕

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

神
の
現
存
在
証
明
の
証
明
根
拠
は
大
き
-
次
の
二
極
に
分
け
ら
れ
る
｡
即
ち

1
｢単
に
可
能
的
な
る
も
の
の
悟
性
概
念
か
ら
｣
と
る
か
'

同
】コ

コ

｢
軒

ク
私

が

宕

i

か

一打

経
験
概
念
｣
か
ら
の
何
れ
か
で
あ
る
｡
更
に
1

の
場
合
は
､

m｢
根
拠
｣
と
し
て
の
可
能
的
な
る
も
の
か
ら

〕

ヽ
ヽ

il

同
】コ

｢
帰
結
｣
と
し
て
の
神
の
現
存
在
を
推
論
す
る
か
､

硲｢
帰
結
｣
と
し
て
の
可
能
的
な
る
も
の
か
ら

｢
根
拠
｣
と
し
て
の
両
的
な
実
存
在

〕

を
推
論
す
る
か
で
あ
り
､
二
の
場
合
も
､
川
第

1
の
そ
し
て
独
立
的
な
原
因
の
実
存
在
が
そ
の
概
念
の
分
析
を
介
し
て
推
論
さ
れ
る
か
､

Ll
一

仰
経
険
が
教
え
る
も
の
か
ら
そ
の
原
因
の
硯
存
在
及
び
そ
の
性
頃
が
直
接
に
帰
結
さ
れ
る
か
の
何
れ
か
で
あ
る

(乾

64.)0

]1
の

川の
推
論
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば

｢
可
能
的
な
る
も
の
｣
の
概
念
の
分
析
に
よ
っ
て
そ
の
中
に
実
在
性
が
見
出
さ
れ
ね
ば
な
ら

Ll
一

な
い
｡
と
す
る
と
規
存
在
は

一
つ
の
述
語
の
如
-
に
可
能
的
な
る
も
の
の
中
に
含
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
然
し
､
こ
の
事
は
不
可
能
で
あ

る
｡
何
故
な
ら
､
述
語
を
全
部
考
え
て
み
て
も
た
ゞ
そ
れ
は
可
能
的
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
､
硯
存
在
は
可
能
的
な
存
在
体
の
述
語
の
外
に

あ
り
､
実
存
在
す
る
と
い
う
の
は
事
物
そ
の
も
の
の
絶
対
的
な
定
立
で
あ
る
｡
論
理
的
､
概
念
的
な
述
語
と
絶
対
的
な
硯
存
在
切
定
立
と

は
異
な
る
か
ら
で
あ
る

(SL･65.)｡

吾
々
は
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
の

『
理
性
の
真
理
』
と

『
事
実
の
真
理
』
と
の
区
紺
を
想
起
す
る
｡
前
述
の
如

-
カ
ン
pL
は
私
講
師
就
任
論
文
'
『
負
畳
概
念
』
に
つ
い
て
の
論
文
に
お
い
て
認
識
理
由
と
存
在
根
拠
､
論
理
的
理
由
と
存
在
根
拠
と
を
ク

ル
.I,n

ウ
ス
に
従
っ
て
峻
別

し
て
い
る
｡

こ
ゝ

か
ら
カ
ン
pL
的
な
思
惟

と
存
在
と
の
二
元
論
が
は
じ
ま
る
と
い
わ
れ
る
が
(S
anJd.Ielm:gen

fenrgY
eli.ago54ChfTu1
'
こ
の
二
つ
の
峻
別
が
方
法
論
的
に
も
新
た
な
第

妄

と
な
る
｡
次
に
I
の

榊即
ち
帰
結
と
し
て
の
諸
芸

物
の
可
能
性

か
ら
根
拠
と
し
て
の
神
の
硯
存
在

へ
の
推
論
､
こ
こ
で
は
或
る
も
の
が
可
能
で
あ
る
為
に
は
何
ら
か
の
実
存
在
す
る
も
の
が
前
提
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
｡
も
し
現
存
在
が
廃
棄
さ
れ
る
と
す
れ
ば
､
何
物
も
措
定
さ
れ
な
い
し
､
何
等
思
惟
し
う
る
も
の
も
な
-
､
可
能
性
は
消
滅

す
る
｡
そ
の
も
の
の
廃
棄
自
身
が
､
あ
ら
ゆ
る
内
的
可
能
性

一
般
を
廃
棄
す
る
事
に
な
る
で
あ
ろ
う
様
な
或
る
種
の
実
存
在
が
あ
る
｡
或

る
も
の
が
絶
対
的
に
必
然
的
な
仕
方
で
実
在
す
る
｡
そ
の
存
在
は
発
現
も
消
滅
も
不
可
能
で
あ
り
､
永
遠
で
あ
る
｡
こ
の
様
な
存
在
は
他

の
存
在
が
こ
の
存
在
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
か
ら
垂
向
度
の
実
在
性
を
も
つ
｡
こ
～

に
は
悟
性
も
意
志
も
属
し
て
い
る
｡

従
っ
て
括
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- I:,

静
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
か
1
る
も
の
は
神
で
あ
る
｡
こ
の
存
在
は
正
し
-
人
々
が
最
も
簡
潔
な
名
前
を
そ
の
特
徴
に
与
え
よ
う
と
す

る
あ
の
神
的
存
在
で
あ
る
(S8･2ll6,64I.)
｡

か
-
て
こ
の
推
論
は
可
能
で
あ
る
｡
コLi
の

川経
験
概
念
か
･畠

鼎
的
な
推
論
に
よ
っ
て
第

一
の
､
独

立
な
原
因
の
実
存
在
に
､
そ
の
原
因
か
ら
そ
の
概
念
の
分
析
を
通
し
て
こ
の
原
因
の
'神
性
を
表
わ
す
諸
性
虞
に
至
る
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
が
有

名
に
し
た
証
明
は
､
単
に
諸
芸

概
念
の
上
に
築
か
れ
て
い
る
の
で
あ
-
､
TL
の

川と
同
様
に
し
て
不
可
能
で
あ
る

(Sit16687)
｡

こ
の
事
が

カ
ン
t
の
革
も
重
要
な
事
で
あ
っ
た
ら
し
い
(抑
nlA7e･rkung)｡
思

㈹実
在
す
る
物
の
経
験
概
念
か
ら
神
の
硯
存
在
及
び
そ
れ
と
同
時
に
神

の
諸
性
虞
を
推
論
す
る
仕
方
は
可
能
で
あ
-
､
価
値
が
あ
る
｡
自
然
神
学
的
証
明
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
-
､
そ
の
意
義
を
認
め

る

(㌢
)
0

]

こ
う
し
て
､
可
能
な
仕
方
は

｢
万
物
の
内
的
可
能
性
を
も
何
ら
か
の
規
存
在
を
前
提
す
る
も
の
と
み
な
す
諭
｣
即
ち

1
の
榊
と
'
｢
世

[

界
の
万
物
の
う
ち
に
知
覚
さ
れ
た
諸
性
虞
と
世
界
全
体
の
偶
然
的
整
序
を
通
し
て
の
み
垂
向
原
因
の
規
存
在
及
び
そ
の
性
贋
の
証
明

へ
至

る
｣
(㌢
)
自
然
神
学
的
証
明
と
の
二
つ
の
証
明
の
み
で
あ
る
事
に
な
る
｡

そ
し
て
前
者
は

｢
存
在
論
的
証
明
｣
､
後
者
は

｢
宇
膏
論
的
証

明
｣
と
な
ず
け
ら
れ
る
｡

然
し
後
者
は

｢
凡
そ
証
明
と
い
う
も
の
が
も
つ
べ
き
厳
密
さ
を
も
つ
資
格
を
具
え
て
い
な
い
｣
(
㍗

)

が
故
に
､

存
在
論
的
な
証
明
根
拠
の
み
が
可
能
か
､
証
明
の
仕
方
は
な
い
か
の
何
れ
か
に
な
る
｡
然
し

｢
た
ゞ

一
な
る
神
と
そ
し
て
た
ゞ

一
つ
の
証

明
根
拠
の
み
が
存
在
す
る
､
こ
の
証
明
根
拠
に
よ
っ
て
神
の
硯
存
在
を
･･････必
然
性
の
知
覚
を
も
っ
て
洞
察
す
る
事
が
可
能
で
あ
る

｡
-

▲▼

-

か
-
い
う
判
断
自
身
が
既
に
対
象
の
性
虞
に
よ
っ
て
直
接
的
に
導
き
出
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
か
｣
(S.･)17721.)
｡
か
-
て

｢
存
在
論
的
｣

な
証
明
根
拠
の
み
が
可
能
で
あ
る
｡
然
し
そ
れ
に
基
ず
い
た
証
明
が
困
難
な
場
合
に
は
感
覚
に
み
ち
た
､
美
し
-
､
分
り
易
い
宇
宙
論
的

な
証
明
に
従
う
が
よ
い
｡
こ
う
い
う
カ
ン
･L
は
神
の
現
存
在
を
信
ず
る
事
が
､
そ
れ
を
証
明
す
る
事
よ
り
遷
か
に
重
要
か
つ
必
要
だ
と
信

じ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
1
で

｢
信
仰
｣
と

｢
知
識
｣
と
い
う
旬
が
想
い
起
さ
れ
る
｡
然
し
､
こ
の
存
在
論
的
証
明
根
拠
を
も
つ
と
よ
-

考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
｡
こ
れ
は
ア
ン
セ
ル
ム
､
そ
し
て
デ
カ
ル
ー
の
存
在
論
的
証
明
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
､
そ
し
て

26
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こ
の
事
は
ど
ん
な
意
味
を
も
つ
か
､
こ
1
に
カ
ン
rl
の
本
来
的
な
問
題
が
ど
う
反
映
さ
れ
て
い
る
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

i

.

四

カ
ン
rL
の
い
う
存
在
論
的
証
明
に
つ
い
て

存
在
論
的
証
明
は
通
常
'
神
の
概
念
或
は
そ
の
本
虞
か
ら
神
の
現
実
的
実
存
在
を
推
論
す
る
証
明
と
さ
れ
る
｡
垂

向
､
完
全
'
絶
対
な

も
の
は
当
然
実
存
在
を
含
ま
ね
ば
な
ら
ず
'
単
な
る
思
惟
内
容
の
み
で
は
あ
り
え
な
い
｡
だ
か
ら
神
が
存
在
し
な
い
と
い
う
事
は
矛
盾
す

る
と
い
Â
推
論
で
あ
る
｡

こ
の
証
明
を
カ
ン
ク
ベ
リ
ー
の
ア
ン
セ
ル
ム
が
最
初
に
と
な
え
､
デ
カ
ル
嘉

再
･,B
と
芸

げ
た

(B･anEisie6r,i

tt:EobpuEPe.dLe9r227
hi-)｡
こ
の
証
明
に
対
し
て
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
カ
ン
t
は
判
断
の
無
制
約
的
必
然
性
は
事
象
の
絶
対
的
必
然
性
で

は
な
く

こ
の
証
明
は
｢
論
理
的
述
語
と
実
在
的
述
語
と
の
眼
路
で
あ
る
｣
(EFZ･6)'

｢
概
念
の

(論
理
的
)
可
能
性
か
ら
直
ち
に
物
の
(実
在

帆
)
可
能
性
を
推
論
し
て
は
な
ら
ぬ
｣
(2
･n6i
5C,kun
g)
'
等

々

(『
秤
の
現
存
在
の
存
在
論
的
証
明
の
不
可
能
に
つ
い
て
』
(印
o
B)
を
参
照
)

と
い
っ
て
否
定
す
る
の
で
あ
る
が
､
こ
の
書
で
も
根
拠
と
し
て
の
単
に
可
能
的
な
る
も
の
の
概
念
か
ら
帰
結
と
し
て
の
硯
存
在
を
推
論
す

る
仕
方
と
し
て
否
定
さ
れ
る
｡
だ
と
す
れ
ば
こ
ゝ
で
カ
ン
･L
の
い
う
存
在
論
的
証
明
と
は
何
か
..

｢
万
物
の
内
的
可
能
性
を
も
何
ら
か
の

現
存
在
を
前
提
す
る
と
み
な
す
論
｣
(;6,)
或
は

｢
帰
結
と
し
て
の
諸
々
の
物
の
可
能
性
か
ら
根
拠
と
し
て
神
の
現
存
在

へ
の
推
論
｣
(州66)

ヽ
ヽ

が

｢
存
在
論
的
証
明
｣
と
い
わ
れ
る
O
こ
れ
は
所
謂
存
在
論
的
証
明
と
逆
で
あ
を
.
後
者
が
根
拠
と
し
て
の
可
能
的
な
る
も
の
.の
概
念
か

ヽ
ヽ

ら
出
発
す
る
に
対
し
て
'
帰
結
と
し
て
の
物
の
可
能
性
か
ら
出
発
す
る
｡
詳
し
-
は
こ
の
書
の

『
神
の
規
存
在
証
明
の
為
の
証
明
根
拠
が

与
え
ら
れ
る
第

一
部
』
(川㌔
)
で
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

そ
の
推
論
を
た
ど
っ
て
み
ょ
う
｡

初
め
に
現
存
在

一
般
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
｡
現
存
在
は
述
語
或
は
定
義
で
は
な
い
'
述
語
は
単
に
可
能
的
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
が
､

現
存
在
は
可
能
的
存
在
の
述
語
の
外
た
あ
る
(tE,rasct&

uBS_;I
.)
｡

そ
し
て
現
存
在
は
事
物
の
絶
対
的
定
立
で
あ
-
'
そ
の
事
に
よ
っ
て
常
に
単

-?7-
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に
他
の
物
.と
の
関
係
と
し
て
指
定
さ
れ
る
述
語
と
は
区
別
さ
れ
る
｡
神
に
つ
い
て
も
正
確
に
は
こ
う
い
わ
る
]べ
き
で
あ
る
､

｢
或
る
実
在

一

す
る
も
の
が
軸
で
あ
る
､
即
ち
或
る
実
在
す
る
も
の
に
神
と
い
う
言
表
に
よ
っ
て
我
々
が
捻
括
的
に
表
示
す
る
諸
々
の
述
語

が

来

属

す

神

る
｣
(;;)
と
｡

管

､
前
も
っ
て
い
っ
て
し
ま
え
ば
､
こ
の
様
な
証
明
の
形
式
に
お
け
る
逆
転
は
､
カ

ッ
シ
ー
ラ
ー
の
い
う
様
に
証
明
の

1

本
来
的
､
論
理
的
な
内
容
に
は
ふ
れ
な
い
､

存
在
論
的
な
モ
チ
ー
フ
は

覆
わ
れ
る
が
超
越
は
さ
れ
な
い

(Fsa,S,soibetreJinE
鞘
e絹
t5%
;)｡
次
に
､

佃
が
現
に
措
定
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
事
と
如
何
に
そ
れ
が
指
定
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
事
と
を
区
別
す
る
｡
そ
し
て
後
の
点
に
お
い
て

は
､
実
在
す
る
も
の
に
よ
っ
て
は
単
に
可
能
的
な
る
も
の
に
依
る
以
上
の
も
の
が
指
定
さ
れ
る
｡
何
故
な
ら
実
存
在
す
る
も
の
は
事
象
そ

の
も
の
の
絶
対
的
定
立
に
ま
で
及
ん
で
い
る
か
ら
｡

第
二
考
察
に
お
い
て
､
不
可
思
惟
性

或
は
不
可
能
性
の
形
式
的
方
面
と
虞
料
的
方

エ

トヴ
ア
p
(

面
､
文

一
と
他
と
の
矛
盾
律
に
よ
る

一
致
を
形
式
的
方
面
即
ち
可
能
性
に
お
け
る
論
理
的
な
る
も
の
と
､
或

物

､

換
言
す
れ
ば
､
こ
の
様

ヴ
ア
r(

な

一
致
の
関
係
に
あ
る
所
の
物

､

可
能
性
の
実
在
的
な
る
も
の
と
に
区
別
す
る

(-)｡
そ
し
て
何
ら
か
の
可
能
性
が
あ
る
時
に
は
何
ら
か

の
現
存
在
が
前
提
さ
れ
て
お
り
(
2

)

､
何
物
も
実
存
在
し
な
い
と
い
う
の
は
不
可
能
で
あ
り
､
又
そ
の
も
の
に
よ
っ
て

1
切
の
可
能
性
が

T
椴
に
廃
棄
さ
れ
る
様
な
も
の
は
端
的
に
不
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る

(∽
)｡
従

っ
て
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
は
何
ら
か
の
現
実
的
な
る
も
の
の

中
に
与
え
ら
れ
る

(4
)｡
第
三
考
察
で
述
べ
ら
れ
る
事
は
こ
う
で
あ
る
｡
単
に
可
能
的
な
概
念
に
お
け
る
必
然
性
の
如
き
論
理
的
必
然
性

と
､
硯
存
在
の
必
然
性
で
あ
る
絶
対
的
必
然
性
と
が
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

()
)｡
そ
し
て
そ
の
も
の
の
廃
棄
自
身
が
あ
ら
ゆ
る
内
的

可
能
性

一
般
を
廃
棄
す
る
事
に
な
る
が
如
き
或
る
種
の
実
存
在
が
あ
り
､
そ
の
も
の
は
端
的
に
必
然
的
で
あ
る
｡
従
っ
て
或
る
も
の
が
絶

対
的
に
必
然
的
な
仕
方
で
実
在
す
る
(
2

)

｡
続
い
て
､
そ
ゐ
必
然
的
存
在
は
唯

一
で
あ
り
(
3

)

､
不
変
､
永
遠
で
あ
り

(4
)
､
垂

向
の
現

実
性
を
含
み

(5
)
､
そ
れ
が
秤
で
あ
る
事
が
述
べ
ら
れ
る

(S
tetrrtaechtunI)｡

こ
の
証
明
根
拠
は

｢
唯
単
に
或
物
が
可
能
的
で
あ
る
と
い
う
事
に
基
ず

い
て
い
る
｡
従
っ
て
こ
れ
は
完
全
に
先
天
的
に
な
さ
れ
う
る
証

明
で
あ
る
｣
(Sh)o
こ
の
証
明
根
拠
に
よ
っ
て

｢
自
然
の
必
然
的
統

一
自
身
が
諸
々
の
可
能
性
の
う
ち
に
基
ず

い
て
い
る
故
に
､
賢
明
な
存



在
-

そ
れ
が
な
け
れ
ば
凡
て
こ
れ
ら
の
自
然
物
そ
の
も
の
が
不
可
能
で
あ
り
､
又
偉
大
な
る
根
拠
と
し
て
の
こ
の
存
在
の
う
ち
に
非
常

に
多
-
の
自
然
物
の
本
虞
が
非
常
に
規
則
的
な
諸
関
係
に
結
合
さ
れ
る
の
で
あ
る
-

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
(㍗
)
と
い
う
言
が
支
え

ら
れ
る
｡
こ
～
に
､
改
良
さ
れ
た
自
然
神
学
的
証
明
､
い
や
機
械
論
的
自
然
観
と
神
の
存
在
と
の
結
合
が
､
成
立
す
る
の
で
あ
る
0

こ
の
推
論
の
仕
方
は
､
第

一
に
現
存
在
が
論
理
的
な
定
義
､
述
語
と
異
な
り
､
絶
対
的
室

且
で
あ
る
と
い
う
事
が
重
要
で
あ
る
｡
こ
れ

は
思
惟
と
存
在
と
い
う
形
で
の
二
元
論
の
萱
位
で
あ
り
､
方
法
的
に
は
分
析
的
な
方
法
の
採
用
が
行
な
わ
れ
た
事
で
あ
り

(咋町.RahsIL.:29
5)'

賂
史
的
に
は
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
合
理
論
的
独
断
論
か
ら
ク
ル
ジ
ュ
ウ
ス
的
存
在
論
或
は
英
国
の
経
験
論
的
方
向

へ
の
移
行
で
あ
る
と
い
え

よ
う
｡
(
こ
～
で

｢
ク
ル
ジ
ュ
ウ
ス
的
存
在
論
或
は
英
国
の
経
験
論
的
方
向
｣
と
並
べ
る
の
は
説
明
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
｡
即
ち
'本
虞
的

に
は
､
ク
ル
ジ
ュ
ウ
ス
は
非
合
理
主
義
で
あ
り
､
英
国
経
験
論
は
経
験
主
義
的
合
理
主
義
で
あ
っ
て
二
つ
は
仝
-
異
な
る
｡
然
し
ド
イ
ツ

で
は
､
硬
化
し
た
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
図
式
主
義

形
式
主
義
に
対
し
て
､

ク
ル
ジ
ュ
ウ
ス
も
英
国
経
験
論
の
流
れ
も
共
に
対
立
す
る
｡
)
然

し
こ
の
二
元
論
は
十
分
に
は
解
決
さ
れ
て
い
な
い
｡
寧
ろ
実
在
性
が
思
惟
可
能
性
を
支
え
る
と
い
う
点
が
強
-
持
ち
あ
げ
ら
れ
､
ヴ
ォ
ル

フ
学
派

へ
の
ア
ン
テ
ィ
テ
ー
ゼ
と
し
て
存
在
論
的
色
彩
を
強
-
示
し
て
い
る
｡
す
べ
て
の
現
存
在
の
廃
棄
と
共
に
思
惟
の
あ
ら
ゆ
る
実
虞

偏

な
る
も
の
も
す
て
ら
れ
る
と
い
う
規
存
在
の
優
位
が
こ
､
に
は
あ
る
｡

そ
の
限
り
で
は
独
断
論
的
で
あ
る
｡

次
に
､
可
能
的
な
概
念
か

ら
根
拠
と
し
て
の
神
の
規
存
在

へ
と
い
う
推
論
の
や
り
方
そ
の
も
の
を
考
え
て
み
よ
う
｡
既
に
の
べ
た
可
能
的
な
る
も
の
と
現
存
在
と
の

関
係
は
思
惟
可
能
の
制
約
と
し
て
の
規
存
在
､
或
は
論
理
的
認
識
の
可
能
性
の
制
約
と
し
て
の
絶
対
的
存
在
の
要
請
と
い
う
と
す
れ
ば
批

判
期
の
表
現
を
盗
み
使
っ
た
事
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
｡
何
か
こ
う
い
う
表
現
を
誘
い
出
す
も
の
が
あ
る
｡
然
し
純
粋
理
性
の
批
判
を
経
て

い
な
い
こ
～

で
は
､
悟
性
の
自
発
性
と
か
範
噂
と
か
の
概
念
に
示
さ
れ
る
様
な
面

へ
の
反
省
を
ま
だ
欠
い
て
い
る
｡

こ
の
様
に
考
察
し
て
来
る
と
､
カ
ン
l
の
意
図
し
た
神
の
硯
存
在
証
明
の
証
明
根
拠
の
提
示
と
い
う
事
は
､
先
に

『
自
然
史
』
を
舞
台

29
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一

と
し
て
述
べ
ら
れ
た
機
械
論
的
自
然
観
と
目
的
論
的
世
界
観
と
の
調
和
､
秤
の
存
在
の
確
信
の
表
白
を
基
礎
づ
け
､
そ
の
根
拠
を
示
そ
う

と
し
た
も
の
だ
と
い
え
よ
う
｡
根
拠
は
先
天
的
に
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
､
そ
こ
に
伝
統
的
な
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
と
､
そ
の
反
対
の
ク
ル
ジ

ュ
ウ
ス
と
の
線
を
明
ら
か
に
示
す
存
在
論
的
と
い
わ
れ
る
証
明
が
も
ち
出
さ
れ
､

ニ
ュ
ー
･L
ン
の
自
然
科
学
的
機
械
論
と
の
結
合
が
試
み

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は

『
認
識
問
題
』
に
於
て
こ
う
い
っ
て
い
る
-

存
在
論
を
形
而
上
学
の
領
域
で

は
完
全
に
制
御
す
る
と
い
う
事
を
し
な
か
つ
た
カ
ン
･L
が
､
自
然
探
究
に
お
い
て
存
在
論
に
明
瞭
に
対
立
す
る
と
い
う
事
は
性
格
的
で
あ

る
と

(叩
･594)
｡

性
格
的
と
い
う
の
は
陵
味
で
あ
る
｡

こ
の
様
な
結
合
は
ヴ
ォ
ル
フ
批
判
と
方
法
的
反
省
と
に
於
て
批
判
期

へ
の

1
歩
の
接

近
で
あ
る
｡
又
啓
蒙
思
潮
克
服

へ
の
一
歩
で
も
あ
る
｡
が
史
に
､
カ
ッ

シ
ー
ラ
ー
の
い
う
様
に
こ
の
点
に
カ
ン
･L
の
豊
か
さ
と
限
界
を
見

る
事
が
出
来
る
｡
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
こ
う
い
う
-

数
学
的
自
然
科
学
が
基
盤
を
な
す
､
そ
し
て
そ
の
基
盤
の
上
に
彼
は
あ
る
｡

然
し
､

そ
｡
か
ら
彼
は
絶
潤
的
な
も
の
の
思
弁
的
認
識

へ
誓

う
と
努
力
す
る
と

(ElrekinZtZTisspr63;
)
3

認
識
の
問
警

考
え
る
時
､
カ

ッ
シーラ
ー

の
如
-
い
え
よ
う
｡
然
し
そ
の
実
相
は
伝
統
的
ド
イ
ツ
的
な
紳
学
的
､
形
而
上
学
的
思
考
が
英
仏
の
自
然
科
学
的
､
機
械
論
的
思
考
の
横

板
､
背
後
に
廻
っ
て
そ
れ
を
基
礎
ず
け
る
と
い
う
思
惟
方
式
の
新
た
な

一
歩
な
の
で
あ
る
｡
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