
個
人
研
究
発
表

デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
懐
疑
主
義
の
克
服

一　
は
じ
め
に

デ
カ
ル
ト
は
確
実
な
も
の
を
探
究
す
る
た
め
に
、
懐
疑
と

いう
方
法
を
用
い
て
、
真
理
の
探
究
を
し
た
の
は
、
周
知
の

ご
と
く
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
コ
ギ
ト
に
至
り
、
「私
」
の

存
在
が
確
実
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
哲
学
を
始
め
た
と
さ
れ

る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
世
の
哲
学
史
家
は
、
デ
カ
ル

ト
を
「近
代
哲
学
の
父
」
と
称
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
ス
コ

ラ
哲
学
を
退
け
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
自
然
観
。世
界
観
を

覆
し
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
の
歴
史
的
背

景
に
振
り
返
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
を
見
て
み
れ
ば
、
別

の
見
方
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
つま
り
、
モ

ン
テ
ー
ニ
ュと
の
関
係
で
あ
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
お
い
て

久
保
田

進
一

は
「私
は
何
を
知
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
（０お
紹
【こ
ｏ
ゃこ

（←
と
い
う
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
当
時
に
お
い
て

ピ
ュ
ロ
ン
主
義
の
復
活
す
な
わ
ち
懐
疑
主
義
の
潮
流
が
あ
っ

た
こ
と
は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
状
況
が
ど
の
よ
う

に
あ
つた
の
か
は
、
と
も
か
く
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
が
、
懐

疑
主
義
者
を
打
破
す
る
ほ
ど
の
強
力
な
も
の
で
あ
った
こ
と

は
、
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
デ
カ
ル
ト
が
第
七
反
論
の
答

弁
の
中
で
「自
分
が
懐
疑
主
義
者
の
懐
疑
を
打
ち
倒
し
た
最

初
の
人
間
で
あ
る
」
つ）と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
デ
カ

ル
ト
の
自
負
が
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
で
は
、
何
故
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
は
そ
れ
ほ
ど
懐
疑

主
義
者
達
に
対
し
て
有
効
で
あ
った
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ

で
言
う
「有
効
」
と
いう
こ
と
は
、
二
重
の
意
味
が
あ
る
。
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そ
の
二
重
の
意
味
と
は
、
第
一に
懐
疑
が
徹
底
し
て
い
る
こ

と
と
第
二
に
そ
の
徹
底
さ
に
よ
っ
て
懐
疑
が
退
け
ら
れ
る
と

い
う
」ゝと
で
あ
る
。
懐
疑
が
徹
底
し
て
い
る
こ
と
の
有
効
さ

と
は
、
少
な
く
と
も
懐
疑
主
義
者
達
が
言
う
と
こ
ろ
の
懐
疑

よ
り
も
徹
底
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
懐
疑
の
度
合
い
が
深
い

と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
懐
疑
が
退
け
ら
れ
る
と
いう

有
効
さ
は
、
ど
れ
だ
け
の
懐
疑
を
し
て
み
て
も
疑
う
こ
と
の

で
き
な
い
ほ
ど
の
確
実
性
が
生
じ
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
二
重
の
意
味
の
有
効
さ
に
関
し
て
は
、
二
つ
の
問
い

が
立
て
ら
れ
る
。　
一
つ
は
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
は
、
本
当
に

徹
底
し
た
懐
疑
で
あ
った
の
か
、
と
いう
こ
と
で
あ
る
。
も

う
一つ
は
、
何
故
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
に
よ
っ
て
、
懐
疑
主

義
者
達
の
懐
疑
が
退
け
ら
れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
問
い
は
、
前
者
の
問
い
の
答
に

よ
つ
て
、
後
者
の
問
い
の
答
も
導
き
出
さ
れ
る
よ
う
に
、　
一

つ
に
纏
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
つ
の
問
い

は
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
が
ど
の
よ
う
な
懐
疑
で
あ
った
の
か
、

と
い
う
一
つ
の
問
い
に
帰
着
す
る‐の
で
あ
る
。
そ
の
問
い

は
、
最
初
に
掲
げ
た
「何
故
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
は
そ
れ
ほ

ど
懐
疑
主
義
者
達
に
対
し
て
有
効
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
」
と
い
う
問
い
の
代
わ
り
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
こ
と
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
デ
カ
ル
ト
の

懐
疑
の
特
徴
を
見
て
み
よ
う
。
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
の
目
的

が
、
確
か
に
「何
か
確
実
で
揺
る
ぎ
の
な
い
も
の
を
見
い

だ
「
→
）し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
「学
問
の
基
礎
」
→）を

う
ち
た
て
る
こ
と
で
あ
った
が
、
言
い換
え
れ
ば
、
そ
れ
は

懐
疑
主
義
の
打
破
で
あ
った
と
言
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
そ
の
方
法
が
懐
疑
主
義
者
達
が
採
る
方
法
で
あ
る
こ

と
に
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
の
強
み
が
あ
る
。
そ
の
懐
疑
の
強

み
は
、
懐
疑
主
義
者
達
の
懐
疑
よ
り
も
深
いと
こ
ろ
で
の
議

論
に
よ
る
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
の
徹
底
性
で
あ
る
。
そ
の
徹
底

性
が
欠
け
て
い
た
ら
、
懐
疑
主
義
の
打
破
は
で
き
な
か
った

で
あ
ろ
つヽ。

以
上
の
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
を
当
時
の
懐
疑
主
義

者
達
と
の
関
連
で
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
の

懐
疑
が
如
何
に
徹
底
し
た
も
の
で
あ
った
の
か
を
示
す
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
が
本
稿
の
目

的
で
あ
る
。
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一一　
デ
カ
ル
ト
以
前
の
懐
疑

一一・
一　
古
代
の
懐
疑
⌒ピ
ュ
ロ
ン
主
義
）
→）

デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
が
い
か
に
こ
れ
ま
で
の
懐
疑
主
義
者
達

の
懐
疑
と
は
異
な
る
も
の
か
と
いう
こ
と
を
示
す
た
め
に
、

古
代
の
懐
疑
主
義
者
達
の
懐
疑
を
見
て
み
よ
う
。
古
代
の
懐

疑
主
義
に
お
い
て
、
代
表
的
な
人
物
と
し
て
は
、
ピ
ュ
ロ
ン

が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
我
々
は
ピ
ュ
ロ
ン
に
つ
い
て

は
、
ピ
ュ
ロ
ン
自
身
の
著
作
に
よ
っ
て
は
知
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
そ
こ
で
、
我
々
が
ピ
ュ
ロ
ン
に
つ
い
て
知
る
こ
と
の

で
き
る
も
の
と
し
て
は
、
セ
ク
ス
ト
ス
・エ
ン
ペ
イ
リ
コ
ス

の
著
作
『ピ
ュ
ロ
ン
哲
学
の
概
要
』
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ

の
著
作
に
出
て
く
る
ピ
ュ
ロ
ン
と
ピ
ュ
ロ
ン
自
身
が
同
じ
で

あ
る
と
い
う
保
証
は
何
も
な
い
。
そ
の
た
め
、
ピ
ュ
ロ
ン
自

身
と
区
別
す
る
た
め
に
、
前
者
を
ピ
ュ
ロ
ン
主
義
と
呼
ぶ
。

そ
し
て
、
我
々
が
問
題
と
す
る
も
の
は
、
こ
の
ピ
ュ
ロ
ン
主

義
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
ピ
ユ
ロ
ン
主
義
の
懐
疑
の
特
徴
は
、
何
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
「判
断
保
留
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
「判
断
保
留
」
と
いう
の
は
、
考
え
る

こ
と
を
止
め
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
「懐
疑
す
る

→″ｇ
お∽”ゴ”一）」
と
いう
意
味
は
、
「探
究
す
る
」
あ
る
い
は

「考
察
す
る
」
と
い
う
意
味
で
も
あ
る
。
つま
り
、
ピ
ュ
ロ

ン
主
義
の
「判
断
保
留
」
と
い
う
の
は
、
探
究
し
続
け
る
た

め
の
「判
断
保
留
」
な
の
で
あ
っ
て
、
思
考
を
停
止
す
る
た

め
の
「判
断
保
留
」
な
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
懐
疑
的
で

あ
る
と
い
う
の
は
、
何
ら
か
の
与
え
ら
れ
た
問
題
に
対
し

て
、
肯
定
も
せ
ず
否
定
も
し
な
い
こ
と
で
あ
り
、
い
か
な
る

断
定
的
な
意
見
に
対
し
て
も
同
意
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
何
故
、
彼
が
そ
の
こ
と
を
主
張
し
た
の
か
と
いう
こ
と

の
理
由
は
、
彼
の
生
き
る
姿
勢
・態
度
に
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
れ
は
、
「心
の
平
安
」
を
求
め
る
と
いう
目
的
が

あ
った
か
ら
で
あ
る
。
ピ
ュ
ロ
ン
主
義
の
懐
疑
と
いう
も
の

は
、
実
践
の
生
活
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
と
いう
こ
と
が

わ
か
る
。
つま
り
、
懐
疑
主
義
は
一つ
の
生
き
方
と
言
っ
て

も
い
い
で
あ
そ
つ。

さ
て
、
ピ
ュ
ロ
ン
主
義
に
お
け
る
懐
疑
の
仕
方
を
見
て
み

よ
う
。
そ
の
懐
疑
に
お
い
て
、
判
断
保
留
が
導
き
出
さ
れ
る

方
式
は
十
通
り
あ
る
。
そ
れ
は
以
下
の
も
の
で
あ
る
。

（一）
動
物
相
互
の
間
の
違
い
を
論
拠
と
す
る
も
の
。

（二
）
人
間
相
互
の
間
の
違
い
を
論
拠
と
す
る
も
の
。



七 六  五 四 三（十
）

感
覚
器
官
の
構
造
の
違
いを
論
拠
と
す
る
も
の
。

さ
ま
ざ
ま
の
情
況
を
論
拠
と
す
る
も
の
。

さ
ま
ざ
ま
の
置
か
れ
方
と
隔
た
り
具
合
と
場
所
を

論
拠
と
す
る
も
の
。

混
入
を
論
拠
と
す
る
も
の
。

対
象
と
な
る
事
物
の
量
と
構
成
を
論
拠
と
す
る
も

の
。

相
対
性
か
ら
導
き
出
す
も
の
。

そ
れ
に
出
会
う
機
会
が
頻
繁
で
あ
る
か
稀
に
し
か

な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
論
拠
と
す
る
も
の
。

生
き
方
の
方
針
、
習
慣
、
法
律
、
神
話
の
信
仰
、

教
義
上
の
見
解
な
ど
を
論
拠
と
す
る
も
の
。

そ
し
て
、
こ
の
方
式
は
さ
ら
に
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
。
そ

れ
は
、
一Ｉ
一判
断
の
主
体
の
側
か
ら
論
ず
る
方
式
、
一Ⅱ
一判
断

さ
れ
る
対
象
の
側
か
ら
論
ず
る
方
式
、
一Ⅲ
一両
方
の
側
か
ら

論
ず
る
方
式
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一Ｉ
一は
、　
２
）
、

０
し
、　
公こ
、
（四
）
で
あ
り
、
一Ⅱ
一は
（七
）
と

（十
）
で
あ
り
、
一Ⅲ
一は
（五
ヽ
、
（六
）
、
（八
）
、

（九
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
十
の
方
式
が
懐
疑
主
義
を
支
え
て

お
り
、
後
に
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
ヘと
そ
の
流
れ
は
続
い
て
い
く

の
で
あ
る
。

一Ｔ
二
　
十
六
世
紀
に
お
け
る
懐
疑
主
義

長
ら
く
歴
史
の
舞
台
か
ら
は
退
い
て
い
た
古
代
の
懐
疑
主

義
が
復
活
し
た
の
は
、
セ
ク
ス
ト
ス
の
死
後
、
ほ
ぼ
千
四
百

年
後
で
あ
る
。
十
六
世
紀
に
お
い
て
、
セ
ク
ス
ト
ス
・エ
ン

ペ
イ
リ
コ
ス
の
一ピ
ュ
ロ
ン
哲
学
の
概
要
』
の
ラ
テ
ン
訳
が

出
さ
れ
、
そ
の
懐
疑
主
義
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
再
発

見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
も
そ
の
影
響
を
受
け
た

の
が
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
で
あ
る
→）。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
代

表
的
著
作
で
あ
る
『エ
セ
ー
』
の
第
二
巻
第
十
二
章
の

「レ
ー
モ
ン
・ス
ボ
ン
の
弁
護
」
に
ビ
ュ
ロ
ン
主
義
の
影
響

が
見
ら
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
人
間
の
理

性
の
弱
さ
、
感
覚
の
不
確
か
さ
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
人
間

に
は
真
理
を
把
握
す
る
力
は
な
い
の
だ
と
いう
考
え
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
「レ
ー
モ
ン
・ス
ボ
ン
の

弁
護
」
と
いう
も
の
は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
ス
ボ
ン
の
立
場

を
弁
護
し
よ
う
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
も
し
、

ス
ボ
ン
自
身
が
こ
の
弁
護
を
読
ん
だ
と
し
た
ら
、
当
惑
し
た

か
も
し
れ
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
と
いう
の
も
、
ス
ボ
ン
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の
目
論
見
は
信
仰
の
真
理
を
た
だ
理
性
の
光
に
よ
っ
て
の
み

証
明
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
モ
ン

テ
ー
ニ
ュ
が
行
った
弁
護
と
いう
も
の
は
、
理
性
が
何
事
も

一切
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
し

ま
つた
か
ら
で
あ
る
。
つま
り
、
ビ
ュ
ロ
ン
主
義
の
影
響
に

よ
っ
て
、
「私
は
何
を
知
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
（０お
脇
一こ
①

Ｏ」
と
い
う
言
葉
に
彼
の
考
え
が
帰
結
し
て
し
ま
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
し
て
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
こ
の
ピ
ュ
ロ
ン
主
義

を
「人
間
が
考
え
出
し
た
諸
説
の
中
で
、
こ
の
ピ
ュ
ロ
ニ
ス

ム
ほ
ど
真
実
ら
し
さ
と
有
効
性
と
を
含
ん
だ
も
の
は
な
い

〈こ
」
と
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
ピ
ュ
ロ
ン
主
義
の
考
え
が
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ

に
よ
っ
て
懐
疑
主
義
的
危
機
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
った
の

は
、
以
上
の
経
過
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ポ
プ
キ
ン
に
よ
れ

ば
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
示
し
た
懐
疑
主
義
的
危
機
と
いう
も

の
は
、
三
つ
の
危
機
を
論
じ
て
い
る
→
）、
と
す
る
。
モ
ン

テ
ー
ニ
ュ
が
ま
ず
第
一に
論
じ
た
の
は
、
信
仰
規
準
の
問
題

を
強
調
し
て
、
神
学
的
危
機
を
論
じ
た
こ
と
で
あ
った
。
こ

れ
は
、
我
々
の
理
性
は
宗
教
的
認
識
の
標
識
を
発
見
し
、
正

当
化
す
る
能
力
を
も
た
な
い
と
いう
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
我
々
は
理
性
的
手
段
に
よ
っ
て
真
の
基
準
を
知
る
こ
と

を
あ
き
ら
め
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
規
準
を
受
け
入
れ
る
と

いう
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
理
性
の
放
棄
で
あ
り
、
信
仰

主
義
に
傾
く
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
人
文
主
義

的
な
認
識
危
機
す
な
わ
ち
相
対
主
義
を
基
礎
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
当
時
の
時
代
背
景
と
関
わ
っ
て
く
る
。
つ

ま
り
、
古
代
世
界
の
再
発
見
の
衝
撃
と
新
世
界
の
発
見
と
が

結
合
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
つ
て
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は

人
間
の
価
値
観
は
、
そ
れ
を
産
み
出
し
た
文
化
に
相
関
的
で

あ
る
と
い
う
思
想
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
第
三
が
最
も
重
大

な
懐
疑
主
義
的
危
機
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
学
問
的
認
識
の
危

機
で
あ
る
．
こ
れ
は
、
科
学
革
命
が
起
こ
ろ
う
と
し
て
い
る

時
代
に
関
係
し
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

学
問
的
立
場
が
揺
ら
い
で
い
る
と
き
に
、
し
か
も
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
に
代
わ
る
学
問
的
立
場
が
な
い
と
き
に
、
ビ
ュ
ロ
ン

主
義
の
復
活
が
起
こ
る
と
いう
こ
と
は
、
世
界
に
つ
い
て
の

確
実
な
真
理
を
発
見
す
る
人
間
の
能
力
へ
の
信
頼
が
覆
さ
れ

る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
危
機
に
潜

在
す
る
懐
疑
主
義
的
傾
向
を
全
体
的
ピ
ュ
ロ
ン
主
義
的
危
機

へと
拡
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
十
六
世
紀
の
知
的
世
界
全
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体
へ
の
止
め
の
一撃
と
な
っ
た
、
と
す
る
。
こ
の
一撃
は
、

十
七
世
紀
に
入
っ
て
も
、
す
な
わ
ち
デ
カ
ル
ト
の
世
紀
に
お

い
て
も
、
そ
の
影
響
は
止
ま
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
（た
だ
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
よ
る
ビ
ュ
ロ
ン
主
義
の
復

活
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
を
示
し

た
。
つ
ま
り
、
懐
疑
主
義
の
役
割
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
弁
護

に
な
っ
た
り
、
新
教
を
論
駁
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
り
、
反

宗
教
思
想
の
武
器
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
分

達
に
都
合
の
良
い
よ
う
に
使
わ
れ
、
お
互
い
攻
撃
し
合
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
メ
ル
セ
ン
ヌ
や
デ
カ
ル
ト
は
こ
の
情
況
は

良
い
と
は
思
っ
て
お
ら
ず
、
論
破
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
）
そ
れ
で
は
、
こ
の
ビ
ュ
ロ
ン

主
義
に
対
し
、
デ
カ
ル
ト
は
ど
の
よ
う
に
し
て
、
そ
の
危
機

を
乗
り
越
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
検
討
す
る
に

は
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の

か
、
す
な
わ
ち
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
の
徹
底
性
を
見
な
く
て

は
い
け
な
い
だ
ろ
う
。

〓一　
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑

一二
・
一　
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
の
徹
底
さ

デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
の
過
程
は
、
『方
法
序
説
』
・
『省

察
』
い
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
う
ち
、
『省
察
』
の

「第
一省
察
」
及
び
「第
二
省
察
」
に
お
い
て
、
よ
り
詳
し

く
そ
の
懐
疑
の
内
容
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
デ
カ
ル
ト
は

最
初
に
感
覚
を
疑
う
。
こ
の
感
覚
へ
の
懐
疑
は
、
プ
ラ
ト
ン

を
は
じ
め
ピ
ュ
ロ
ン
主
義
に
お
い
て
も
、
も
う
既
に
提
出
さ

れ
て
い
る
問
題
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
は
、
感
覚
的

錯
覚
に
つ
い
て
、
改
め
て
問
題
に
す
る
こ
と
も
な
く
、
誰
も

が
感
覚
に
つ
い
て
の
認
識
は
不
確
実
で
あ
り
、
曖
味
で
あ
る

こ
と
は
納
得
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
デ
カ
ル
ト
は

覚
醒
と
睡
眠
と
を
区
別
す
る
じ
る
し
が
な
い
こ
と
に
気
づ

く
。
そ
こ
で
、
デ
カ
ル
ト
は
い
ま
夢
を
見
て
い
る
の
だ
と
仮

定
す
る
。
つま
り
、
我
々
の
経
験
の
全
て
が
夢
で
あ
る
と
い

う
可
能
性
は
、
我
々
が
認
識
す
る
全
て
の
客
体
物
や
世
界
の

実
在
性
を
非
実
在
性
に
変
え
る
こ
と
の
で
き
る
懐
疑
な
の
で

あ
る
。
こ
の
二
つ
の
懐
疑
の
段
階
は
、
ピ
ュ
ロ
ン
主
義
に
お

い
て
も
提
出
さ
れ
、
当
然
、
こ
の
二
つ
の
懐
疑
か
ら
は
確
実

性
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
我
々
を
不
確

実
性
へと
導
く
の
で
あ
る
ｃ，
た
だ
し
、
こ
こ
で
、
デ
カ
ル
ト
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と
ピ
ュ
ロ
ン
主
義
者
と
異
な
る
こ
と
は
、
ピ
ュ
ロ
ン
主
義

は
、
肯
定
も
否
定
も
し
な
い
と
いう
「判
断
保
留
」
の
立
場

を
取
った
の
に
対
し
て
、
デ
カ
ル
ト
は
「私
が
明
証
的
に
真

と
認
め
た
う
え
で
な
く
て
は
、
い
か
な
る
も
の
を
も
真
と
し

て
受
け
入
れ
な
い
こ
と
」
→
）あ
る
い
は
「ほ
ん
の
わ
ず
か

の
疑
い
で
も
か
け
う
る
も
の
は
、
そ
れ
が
偽
で
あ
る
こ
と
を

私
が
見
き
わ
め
た
場
合
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
、
こ
と
ご

と
く
は
ら
い
の
け
る
こ
と
に
し
よ
う
」
６）と
い
う
態
度
・

規
則
を
用
い
た
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
の
徹
底
さ
が
現
れ
る
所
は
、
次

の
段
階
の
懐
疑
の
箇
所
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
悪
霊
の
登
場

の
場
面
で
あ
る
。
こ
の
悪
霊
の
存
在
は
、
最
初
、
「数
学
の

懐
疑
」
の
箇
所
で
出
て
く
る
が
、
こ
の
箇
所
で
は
、
「欺
く

神
」
と
し
て
登
場
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
悪
霊
と
「欺
く
神
」

は
、
厳
密
に
言
え
ば
異
な
る
し
、
あ
る
議
論
に
お
い
て
は
区

別
し
な
く
て
は
い
け
な
い
だ
ろ
う
Ｇ
）Ｑ
デ
カ
ル
ト
自
身
、

「欺
く
神
」
に
つ
い
て
考
察
を
巡
ら
し
た
後
で
、
結
局
、

「欺
く
神
」
は
、
「第
一省
察
」
の
数
学
の
懐
疑
の
後
で
、

「神
の
善
性
」
に
反
す
る
と
い
う
理
由
で
退
け
ら
れ
、
次
に

登
場
し
て
く
る
の
が
「悪
霊
」
で
あ
り
、
「狡
猾
な
欺
き

手
」
な
の
で
あ
る
。
「欺
く
神
」
が
退
け
ら
れ
、　
ヨ
心

霊
」
・
「狡
猾
な
欺
き
手
」
が
最
後
の
懐
疑
に
ま
で
残
る
と

言
う
こ
と
は
、
デ
カ
ル
ト
自
身
が
「欺
く
神
」
と
「悪

霊
」
。
「狡
猾
な
欺
き
手
」
と
を
明
ら
か
に
区
別
し
て
い
た

こ
と
は
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
「欺
く
神
」
な
り
「悪

霊
」
な
り
「狡
猾
な
欺
き
手
」
で
も
あ
っ
て
も
、
懐
疑
に
お

け
る
そ
の
基
本
的
な
役
割
は
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の

役
割
と
は
、
懐
疑
を
よ
り
強
固
な
も
の
に
、
す
な
わ
ち
懐
疑

を
徹
底
さ
せ
る
た
め
に
、
デ
カ
ル
ト
が
提
出
し
た
特
別
な
存

在
者
な
の
で
あ
る
。
そ
の
存
在
者
は
、
当
然
「私
」
よ
り
も

有
能
で
あ
る
こ
と
が
条
件
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
「第
一省
察
」
の
数
学
を
疑
っ
て
い
る
場
面

を
見
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
確
か
に
確
実
性
は
見
いだ
す

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
ん
な
に
簡
単
に
数
学
的
真
理
を
否

定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
わ
か
る
。
む
し
ろ
、
判

断
を
保
留
し
た
ま
ま
、
す
な
わ
ち
「か
も
し
れ
な
い
」
と
い

う
立
場
に
立
ち
な
が
ら
懐
疑
の
道
を
進
ん
で
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
点
は
、
感
覚
に
つ
い
て
懐
疑
を
し
て
い
た
と
き
と

は
異
な
る
。
と
いう
の
も
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
、
数
学
的

真
理
は
「分
明
な
真
理
の
こ
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
疑
う
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た
め
に
は
、
単
に
「疑
わ
し
い
」
あ
る
い
は
「自
分
は
誤
っ

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
だ
け
で
は
、
そ
の
懐
疑

を
遂
行
す
る
た
め
の
推
進
力
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
懐

疑
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
強
力
な
根
拠
と
な
る
特
別
な
存
在

者
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
ｃ，
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は

「欺
く
神
」
で
あ
り
、
「悪
霊
」
で
あ
り
、
「狡
猾
な
欺
き

手
」
な
の
で
あ
る
．

こ
の
特
別
な
存
在
者
は
、
「私
」
の
存
在
に
つ
い
て
の
懐

疑
に
お
い
て
も
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
コ
ギ
ト
の

確
実
性
に
到
達
す
る
箇
所
で
あ
る
．

「し
か
し
な
が
ら
私
は
、
私
が
な
ん
ら
か
の
感
覚
器
官

を
も
つ
こ
と
、
な
ん
ら
か
の
身
体
を
も
つ
こ
と
を
、
す

で
に
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
は
た
め
ら
い

を
お
ぼ
え
る
、
そ
れ
で
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の

か
、
と
。
私
は
身
体
や
感
覚
器
官
に
し
っ
か
り
と
つ
な

が
れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
な
し
に
は
存
在
し
え
な
い
の
で

は
な
い
か
。
け
れ
ど
も
、
私
は
世
に
は
ま
っ
た
く
何
も

の
も
な
い
、
天
も
な
く
、
地
も
な
く
、
精
神
も
な
く
、

物
体
も
な
い
と
、
み
ず
か
ら
を
説
得
し
た
の
で
あ
る
﹇．

そ
れ
な
ら
ば
、
私
も
ま
た
な
い
と
説
得
し
た
の
で
は
な

か
つ
た
か
。

い
な
、
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
私
が
み
ず
か
ら

に
何
か
を
説
得
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
私
は
確
か
に
存
在

し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ま
だ
れ
か
知
ら

ぬ
が
、
き
わ
め
て
有
能
で
、
き
わ
め
て
狡
猾
な
欺
き
手

が
い
て
、
策
を
こ
ら
し
、
い
つ
も
私
を
欺
い
て
い
る
。

そ
れ
で
も
、
彼
が
私
を
欺
く
の
な
ら
、
疑
い
も
な
く
、

や
は
り
私
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
欺
く
な
ら
ば
、
力

の
限
り
欺
く
が
よ
い
。
し
か
し
、
私
が
み
ず
か
ら
を
何

も
の
か
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
間
は
、
決
し
て
彼
は
私

を
何
も
の
で
も
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
。
」
■
）

デ
カ
ル
ト
は
全
て
の
対
象
を
疑
い
、
否
定
し
た
後
に
、

「私
」
の
存
在
に
も
気
づ
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
思
惟
す

る
「私
」
の
存
在
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
デ
カ

ル
ト
は
一度
、
そ
の
こ
と
も
否
定
す
る
、
言
い
か
え
れ
ば

「私
も
ま
た
な
い
」
と
仮
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

「狡
猾
な
欺
き
手
」
が
「私
」
を
欺
い
て
い
る
の
だ
と
も
仮

定
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「狡
猾
な
欺
き
手
」
が
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「私
」
を
欺
け
ば
欺
く
ほ
ど
、
逆
に
、
欺
か
れ
て
い
る

「私
」
の
存
在
が
一層
堅
固
な
も
の
に
な
る
。
結
局
、
こ
の

思
惟
す
る
「私
」
の
存
在
に
つ
い
て
、
「狡
猾
な
欺
き
手
」

に
よ
っ
て
さ
え
も
否
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
り
、
「私
は
あ
る
、
私
は
実
在
す
る
」
と
いう
こ
と
を

知
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
、
「狡
猾
な
欺
き
手
」
が
「私
」

を
欺
い
て
い
る
の
だ
と
し
て
も
、
欺
か
れ
て
い
る
「私
」
は

存
在
す
る
の
で
あ
る
。
「私
」
は
何
も
の
で
あ
る
の
か
と
考

え
て
い
る
間
は
、
思
惟
す
る
「私
」
の
存
在
を
否
定
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑

の
徹
底
性
の
結
果
と
し
て
、
「コ
ギ
ト
」
が
導
き
出
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ピ
ュ
ロ
ン
主
義
の
判
断
を
保
留
を
で

き
な
く
な
る
地
点
に
ま
で
到
達
す
る
の
で
あ
る
。

〓丁
一一　
懐
疑
主
義
の
克
服

デ
カ
ル
ト
が
行
った
一連
の
懐
疑
の
結
果
、
「コ
ギ
ト
」

す
な
わ
ち
「私
」
の
存
在
と
い
う
確
実
性
に
辿
り
着
く
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
懐
疑
主
義
が
克
服
さ
れ
る
の
で

あ
ろ
う
か
？
　
」ゝれ
が
、
最
初
か
ら
問
題
と
し
て
い
る
点
で

あ
る
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
、
「狡
猾
な
欺
き
手
」

が
何
を
欺
こ
う
と
し
て
い
た
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
、
そ
の
克
服
さ
れ
る
根
拠
が
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
と

い
う
の
も
、
こ
の
悪
霊
の
登
場
は
、
ピ
ュ
ロ
ン
主
義
を
超
え

る
懐
疑
と
な
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
懐
疑
に
よ
っ
て
、
疑
わ

れ
た
も
の
が
確
実
な
も
の
と
し
て
導
き
出
さ
れ
る
と
言
う
こ

と
は
、
ピ
ュ
ロ
ン
主
義
の
懐
疑
が
克
服
さ
れ
た
か
ど
う
か
を

判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
「コ
ギ
ト
」
が
導
き
出
さ
れ
る
場
面
に

お
い
て
は
、
「狡
猾
な
欺
き
手
」
は
何
を
欺
こ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
答
と
し
て
は
、
「私
」
の
存
在
に

つ
い
て
「私
」
を
欺
い
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま

り
、
こ
の
懐
疑
は
「私
」
の
存
在
が
欺
か
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
いう
懐
疑
で
あ
る
。
し
か
し
、
「私
」
の
存
在
を

懐
疑
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
「私
」
の
存
在
が
確
固
と
し
た
存

在
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
「コギ
ト
」
が
導
き
出
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
「私
」
の
存
在
が
確
か
で
あ
る
の

は
、
「私
が
考
え
る
間
で
あ
る
」
ｎ
）か
ら
で
あ
り
、
「狡

猾
な
欺
き
手
」
を
想
定
し
た
の
も
「私
」
な
の
で
あ
る
。

「狡
猾
な
欺
き
手
」
が
力
の
限
り
す
な
わ
ち
巧
妙
に
「私
」

を
欺
く
と
いう
い
こ
と
は
、
「私
」
が
力
の
限
り
「狡
猾
な
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欺
き
手
」
を
想
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
‘．，
そ
の
想
定

し
て
い
る
間
、
す
な
わ
ち
思
惟
し
て
い
る
間
は
「私
」
は
存

在
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
付
け
加
え
て
言
う
と
、
「考
え
る
こ
と
だ
け
が
私

か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
鳥
）と
言
う
こ
と
は
、

認
識
す
る
「私
」
と
認
識
さ
れ
る
対
象
と
の
距
離
の
有
無
で

あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「私
」
を
疑
う
こ
と

と
そ
れ
ま
で
の
疑
い
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
「私
」
は
「考
え
る
も
の
」
で
あ
り
、
考
え
て
い
る
間

は
「私
」
は
「私
」
で
あ
る
。
「私
」
は
蜜
蝋
で
も
太
陽
で

も
数
学
的
対
象
で
も
な
い
。
た
と
え
、
そ
れ
ら
が
ど
ん
な
に

明
晰
判
明
で
あ
っ
て
も
、
「私
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
「私
」
以
外
の
も
の
は
「私
」
か
ら
切
り
離
す
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
対
象
化
で
き
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
対
象
認
識
の
段
階
に
関
わ
る
懐
疑
に
お

い
て
は
、
感
覚
に
し
て
も
知
性
に
し
て
も
捉
え
る
対
象
は
、

蜜
蝋
で
あ
った
り
、
太
陽
で
あ
った
り
、
数
学
的
対
象
で
あ

り
、
「私
」
で
は
な
か
った
の
で
あ
る
か
ら
、
対
象
化
で
き

た
の
で
あ
る
。
対
象
化
で
き
る
いう
こ
と
は
、
そ
こ
に
認
識

す
る
「私
」
と
認
識
さ
れ
る
対
象
が
分
離
さ
れ
て
存
在
し
、

分
離
さ
れ
て
い
る
以
上
、
明
ら
か
に
そ
こ
に
は
距
離
が
生
じ

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
思
惟
す
る
「私
」
を
捉
え
る
と
言

う
こ
と
は
、
思
惟
さ
れ
る
「私
」
を
対
象
化
す
る
こ
と
で
あ

り
、
そ
れ
は
思
惟
す
る
「私
」
を
捉
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な

い
。
実
際
、
「私
」
は
「私
」
で
あ
り
、
対
象
化
さ
れ
た
も

う
一つ
の
「私
」
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
「私
」
は

「私
」
と
い
う
一つ
の
存
在
で
あ
り
、
「私
」
が
二
つ存
在

す
る
の
で
は
な
い
。
思
惟
す
る
「私
」
と
そ
の
思
惟
さ
れ
た

「私
」
を
捉
え
て
い
る
「私
」
は
、
同
じ
「私
」
な
の
で

あ
っ
て
、
思
惟
す
る
「私
」
が
存
在
し
、
別
に
も
う
一つ
の

思
惟
さ
れ
た
「私
」
を
捉
え
て
い
る
「私
」
が
存
在
す
る
の

で
は
な
い
。
思
惟
し
て
い
る
間
は
思
惟
す
る
「私
」
し
か
存

在
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
二
つ
の
「私
」
を
区
別

す
る
区
切
り
も
境
界
線
も
距
離
も
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
が
、
認
識
す
る
「私
」
と
認
識
さ
れ
る
対
象
と
の
距
離
の

有
無
で
あ
る
。
「私
」
と
いう
存
在
は
認
識
す
る
主
体
と
認

識
さ
れ
る
対
象
が
一致
し
た
存
在
な
の
で
あ
り
、
あ
り
ふ
れ

た
言
葉
で
言
え
ば
、
主
観
と
客
観
が
一致
し
た
存
在
な
の
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「私
」
を
一つ
の
対
象
と
し
て
考
え
る

こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
「私
」
を
一つ
の
対
象
と
し
て
考
え
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る
こ
と
と
実
際
の
「私
」
が
そ
う
で
あ
る
こ
と
と
は
別
の
こ

と
で
あ
る
。
思
惟
さ
れ
る
「私
」
の
存
在
を
対
象
化
す
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
り
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
「私
」
は
そ
う

な
っ
て
は
い
な
い
。

「私
」
に
関
し
て
言
え
ば
、
対
象
化
す
る
と
言
う
こ
と

は
、
時
間
の
ズ
レ
が
生
じ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
思
惟
す
る

「私
」
を
捉
え
て
い
る
と
思
う
の
は
、
現
に
思
惟
し
て
い
る

「私
」
で
は
な
く
、
思
惟
し
て
い
た
「私
」
を
提
え
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
現
在
の
思
惟
し
て

い
る
「私
」
を
捉
え
る
と
言
う
こ
と
で
は
な
く
、
過
去
の
思

惟
し
て
い
た
「私
」
を
捉
え
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い

う
の
も
、
瞬
間
、
瞬
間
に
時
が
流
れ
て
い
く
の
と
同
時
に
流

れ
て
い
く
「私
」
を
捉
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
ど
ん
な
瞬
間

で
あ
っ
て
も
捉
え
ら
れ
た
「私
」
は
、
過
去
の
「私
」
で
あ

り
、
いま
思
惟
し
て
い
る
「私
」
を
捉
え
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
か
ら
で
あ
る
。
現
に
、
思
惟
す
る
「私
」
を
捉
え
る
と

一専
２
」と
は
、
ま
さ
に
「私
」
そ
の
も
の
を
捉
え
る
こ
と
で

あ
る
。
「私
」
を
捉
え
よ
う
と
す
る
際
、
対
象
化
し
よ
う
と

す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
対
象
化
で
き
な
い
こ
と
が
明
白
に
な
っ

て
く
る
。
結
局
、
思
惟
す
る
「私
」
だ
け
が
、
い
ま
存
在
し

て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「狡
猾

な
る
欺
き
手
」
が
「私
」
を
欺
こ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

「私
」
を
何
も
の
で
も
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
あ

る
い
は
「私
」
を
存
在
し
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

「私
」
の
存
在
が
確
固
と
し
た
も
の
に
な
る
と
言
う
こ
と
と

合
致
す
る
の
で
あ
る
。

つま
り
、
「私
」
が
「私
」
を
捉
え
る
と
言
う
こ
と
は
、

「私
」
を
対
象
化
せ
ず
と
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
が

「私
」
と
い
う
存
在
の
特
性
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
、

「考
え
る
も
の
」
と
し
て
の
特
質
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ

れ
は
人
間
の
精
神
の
本
性
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
身

体
は
対
象
化
す
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
そ
こ
か
ら
「私
」
と

い
う
存
在
は
で
て
こ
な
い
。　
一方
、
精
神
に
関
し
て
言
え

ば
、
い
ま
思
惟
し
て
い
る
精
神
を
対
象
化
す
る
こ
と
が
不
可

能
だ
か
ら
こ
そ
、
「私
」
の
存
在
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

精
神
の
本
性
と
いう
も
の
は
、
対
象
化
す
る
必
要
も
な
く
精

神
を
精
神
に
よ
つ
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
強
い
言

い
方
を
す
れ
ば
、
精
神
を
精
神
に
よ
つ
て
対
象
化
す
る
こ
と

が
不
可
能
で
あ
る
が
た
め
に
、
「精
神
は
身
体
よ
り
も
容
易

に
知
ら
れ
る
」
兌
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
し
て
、
思
惟
す
る
「私
」
あ
る
い
は
認
識
し

て
い
る
「私
」
の
存
在
を
疑
う
と
言
う
こ
と
は
不
可
能
と
な

る
。
「私
」
の
存
在
に
つ
い
て
の
懐
疑
の
前
ま
で
は
、
対
象

認
識
に
関
わ
っ
て
い
た
懐
疑
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
認
識
す
る

「私
」
と
認
識
さ
れ
る
対
象
と
の
間
に
距
離
が
あ
った
た
め

に
、
対
象
化
で
き
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
前
提
を

含
ん
だ
懐
疑
で
あ
った
。
も
ち
ろ
ん
、
ど
ん
な
に
明
白
な
対

象
で
あ
っ
て
も
な
ん
ら
か
の
距
離
が
あ
った
。
そ
の
距
離
を

作
る
こ
と
が
対
象
化
と
言
っ
て
も
い
いだ
ろ
う
。
そ
う
い
つ

意
味
で
、
そ
れ
ま
で
の
懐
疑
を
対
象
認
識
の
段
階
に
お
け
る

懐
疑
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
「私
」
に
関
し
て

は
、
そ
の
距
離
が
な
い
の
で
あ
る
。
「私
」
を
認
識
す
る
こ

と
は
、
も
う
既
に
「私
」
の
存
在
認
識
に
関
わ
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
り
、
「私
」
を
認
識
す
る
こ
と
は
思
惟
す
る
こ
と
で

あ
り
、
思
惟
し
て
い
る
間
は
「私
」
は
存
在
し
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
いう
意
味
で
、
「私
」
を
疑

う
と
いう
懐
疑
は
、
存
在
認
識
に
関
わ
る
懐
疑
と
言
え
る
。

こ
こ
で
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
言
葉
を
思
い
出
し
て
み
よ

う
。
そ
れ
は
、
「私
は
何
を
知
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
（０需

邸
一∽常
０」
と
い
う
言
葉
で
あ
った
。
こ
の
こ
と
は
、
認
識

に
関
わ
る
こ
と
で
、
存
在
に
関
し
て
ま
で
コ
ミ
ッ
ト
は
し
て

い
な
い
。
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
の
徹
底
さ
は
、
悪
霊
を
用
い
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
「私
」
の
存
在
に
ま
で
関
わ
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
が
、
単
に
「私
」
以
外
の
存
在
す
る

も
の
に
関
わ
っ
て
い
た
ら
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
は
、
ピ
ュ
ロ

ン
主
義
と
同
じ
運
命
を
辿
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
も
ち
ろ

ん
「私
」
の
身
体
に
お
い
て
も
、
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
デ
カ

ル
ト
の
懐
疑
の
特
徴
は
、
「私
」
の
存
在
に
関
わ
り
、
こ
の

こ
と
に
よ
っ
て
、
判
断
の
保
留
が
で
き
な
く
な
り
、
「私
」

が
「私
」
の
存
在
を
疑
っ
て
い
る
間
は
、
「私
」
の
存
在
が
　
　
０

確
実
に
あ
る
と
い
う
判
断
を
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
か
ら
で
　
　
‐２

あ
る
。
従
っ
て
、
ビ
ュ
ロ
ン
主
義
の
懐
疑
は
克
服
さ
れ
た
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
。

四
　
結
び

さ
て
、
こ
こ
で
最
初
の
我
々
の
問
題
に
振
り
返
っ
て
み
よ

う
。
最
初
の
問
題
と
は
、
「何
故
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
は
そ

れ
ほ
ど
懐
疑
主
義
者
達
に
対
し
て
有
効
で
あ
った
の
で
あ
ろ

う
か
」
と
いう
問
い
で
あ
った
。
こ
の
問
い
に
つ
い
て
は
、



次
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑

は
、
そ
の
徹
底
さ
の
故
に
懐
疑
主
義
を
克
服
し
た
、
と
。
で

は
、
そ
の
徹
底
さ
と
は
何
か
。
そ
れ
は
悪
霊
の
登
場
で
あ

り
、
「私
」
を
欺
く
有
能
な
存
在
者
の
要
請
で
あ
る
（
そ
の

要
請
に
よ
っ
て
、
懐
疑
主
義
者
達
が
考
え
て
い
た
以
上
に
懐

疑
的
で
あ
った
デ
カ
ル
ト
は
、
そ
の
懐
疑
を
押
し
進
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
懐
疑
主
義
者
達
の
主
張
を
も
退
け
る
こ
と
に

な
る
。
つ
ま
り
、
懐
疑
主
義
者
以
上
に
懐
疑
を
徹
底
さ
せ
た

た
め
に
、
懐
疑
主
義
の
転
覆
が
可
能
と
な
った
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
コ
ギ
ト
が
真
理
規
準
と
し
て
、
我
々
に
確
実
性
を

伴
い
、
第
一原
理
と
し
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
ピ
ュ
ロ
ン
主
義
と
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
の
目
的
の

相
違
を
述
べ
よ
う
と
思
う
。
い
ま
ま
で
、
見
て
き
た
よ
う

に
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
が
徹
底
し
た
懐
疑
で
あ
り
、
方
法
で

あ
った
こ
と
は
確
か
だ
が
、
そ
の
目
的
も
大
き
く
異
な
っ
て

い
る
。
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
「彼
等
（懐
疑
主
義
者
達
）

は
た
だ
疑
わ
ん
が
た
め
に
の
み
疑
い
、
い
つ
で
も
非
決
定
を

よ
そ
お
う
」
０）の
で
あ
る
と
す
る
。一そ
も
そ
も
、
ピ
ュ
ロ

ン
主
義
は
「心
の
平
安
」
を
求
め
る
た
め
に
、
判
断
保
留
を

し
た
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
立
場
は
そ
れ
と
は
異
な
っ
て

い
た
。
デ
カ
ル
ト
は
、
確
実
な
も
の
を
見
いだ
す
た
め
に
、

す
な
わ
ち
、
真
理
認
識
の
手
段
と
し
て
懐
疑
を
行
った
の
で

あ
る
。

ま
た
、
そ
の
懐
疑
の
場
面
。次
元
は
明
ら
か
に
異
な
る
。

ピ
ュ
ロ
ン
主
義
は
「心
の
平
安
」
を
求
め
る
た
め
に
、
ま
さ

に
実
践
に
従
っ
て
、
懐
疑
を
し
た
。
つ
ま
り
、
実
践
の
場
面

に
認
識
の
場
面
を
取
り
込
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト

は
し
ば
し
ば
、
認
識
の
場
面
と
実
践
の
場
面
を
区
別
す
る
。

デ
カ
ル
ト
は
『哲
学
原
理
』
第
一部
三
節
で
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

「こ
の
懐
疑
を
実
生
活
に
お
よ
ぼ
す
べ
き
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
。

（け
れ
ど
も
、
）
こ
の
懐
疑
は
た
だ
真
理
の
観
想
の
場

面
の
み
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
実

生
活
に
関
す
る
限
り
、
わ
れ
わ
れ
が
懐
疑
か
ら
脱
却
し

え
な
い
う
ち
に
、
行
動
す
る
機
会
が
去
っ
て
し
ま
う
場

合
が
は
な
は
だ
多
い
。
」
穐
）

こ
の
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
の
場
合
、
真
理
の
探
究
の
場
面

と
実
際
に
行
動
す
る
場
面
を
分
け
て
い
る
。
し
か
し
、
ピ
ュ

ロ
ン
主
義
者
達
は
理
論
と
実
践
、
認
識
と
行
動
を
区
別
し
て

つ
“



い
な
い
の
で
あ
る
。
区
別
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
の
よ
う

な
懐
疑
の
深
み
に
は
ま
り
こ
ん
で
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
生
き
て
い
る
以
上
何
ら
か
の
形

で
あ
ら
ゆ
る
事
態
に
対
し
て
判
断
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
は
そ
の
点
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
践
の

場
面
に
お
い
て
、
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
き
に
は
、
判
断

し
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
．

以
上
の
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
は
ビ
ュ
ロ
ン
主
義
を

一掃
し
、
新
た
な
学
問
の
基
礎
を
打
ち
立
て
る
こ
と
に
な
っ

た
。
周
知
の
ご
と
く
デ
カ
ル
ト
は
、
機
械
論
的
世
界
観
・自

然
観
あ
る
い
は
自
然
の
数
学
化
・物
理
化
あ
る
い
は
目
的
因

を
退
け
因
果
律
に
よ
る
現
象
の
説
明
な
ど
の
近
代
的
な
フ

レ
ー
ム
を
作
り
上
げ
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
、
そ
の
時
代
的

背
景
と
し
て
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
よ
っ
て
復
活
さ
れ
た
ピ
ュ

ロ
ン
主
義
の
懐
疑
的
危
機
が
あ
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
が
そ
の
危

機
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
、
ピ
ュ
ロ
ン
主
義
を
越
え
る
懐
疑

を
提
出
し
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。

註

（１
）
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
か
ら
の
引
用
は
〓
８
ュ
雪
ｏＱ
ミ
ミ』

６ο、きヽ
ぉど、』・ｏＣσ〓Ｏ①∽０”『ゝ
Ｌげｏ■
↓Ｆ一σ”ＣａＯ”ｏ一７一”」ュｏ①

”Ｆ
Ｏ』
ョ
興
〓
獣
０
こ
れ
を
〓
ｏＯ
と
略
記
し
、
そ
の

頁
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
示
す
。
〓
ｏｏ・一ｏ∞

（２
）
デ
カ
ル
ト
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
ア
ダ
ン
・タ
ヌ
リ

版
全
集
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
０
ミ
ミ
いお
∪ヽ
いらミ
Ｓ
ｒ

「〓σ〓ａＯ∽
「”『
の
コ，■
０∽
ｒヽＯ”■一０”「”〓一日
”●●ｏ月卜
「”ュ
∽

■くユ●
広霊
〓
８
い
」れ
を
Ａ
Ｔ
・と
略
記
し
、
そ
の
巻

と
頁
を
そ
れ
ぞ
れ
ロ
ー
マ
数
字
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
示

エリ。
＞↓・く目あ
い〇

（３
）
＞り
く【
Юト

（４
）
＞り
く【
Ｐい　
∽】”Ｏｏ∽●

（５
）
ピ
ュ
ロ
ン
主
義
に
つ
い
て
は
、
ジ
ュ
リ
ア
・ア
ナ

ス
、
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・バ
ー
ン
ズ
『懐
疑
主
義
の
方
式
』

金
山
弥
平
訳
（岩
波
書
店
）
、
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・ラ
エ

ル
テ
ィ
オ
ス
『ギ
リ
シ
ャ
哲
学
者
列
伝
』
加
来
彰
俊
訳

含石汁聡又店し　、　０，ュ資〇一コｏ『ェ只浄
姜”メ
∽いヽ
、ヽぉミ
）

”
ｏ二
一ｏＯ∞ｐ
”
一のコ”『。
工
・
”〇一〓
Ｐ
『ぉ、
こ
」資
οヽ
ヽ
ど
、

マ
ミ
諄
ご
ミ、
もミ
』、Ｒ
ミ
湧
Ｓ
き
、ま
ヽ
ψｃ●いお
ａ
ｃ
ａ

ｏ豊
∂
ヨ
一，コ９
´
リ
チ
ヤ
ー
ド
・ポ
ブ
キ
ン
『懐
疑
』
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野
田
又
夫
・岩
坪
紹
夫
訳
（紀
伊
国
屋
書
店
）
を
参
考

に
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

（６
）
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
つ
い
て
は
、
関
根
秀
雄
『モ
ン

テ
ー
ニ
ュと
そ
の
時
代
』
（白
水
社
）
、
ビ
エ
ー
ル
・

ヴ
ィ
レ
ー
『モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
〈エ
セ
ー
〉
』
飯
田
年

穂
訳
（木
魂
社
）
、
前
田
陽
一
『モ
ン
テ
ー
ニ
ュと
パ

ス
カ
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
弁
証
論
』
（東
京
創
元
社
）
、

””ｏ，２●
〓・マ弓
巨Ｐ
Ｈさ
い諄
ざＣ
゛ヽ
ヤ
ξ
）ヽいぉミ
、
οミ

中
聡
ミ
驚
ざ
む
ｏヽ
Ｒヽ
♪
Ｃ
●一くΦあ
一Ｃ
ａ
ｏ
”〓δ
ョ
●
フ
ｏ∽́

リ
チ
ャ
ー
ド
・ポ
プ
キ
ン
『懐
疑
』
野
田
又
夫
・岩
坪

紹
夫
訳
（紀
伊
国
屋
書
店
）
を
参
考
に
し
た
。

（７
）
〓００ヽ
∞０

（８
）
魯
″
Ｓ
買
】〓
Ｆ
もな目も
ｏ・３
・電
・総
‐ぃ

（９
）
＞り
く【
一∞

（１０）
＞↓・く目“
ト

（じ
〓
ｏお
８婁
は
じヽ
いいヽ
「Ｓ
ｋｙ
ざ
ミ
評ヽ
』ミ
おο翠

Ｆ＞ｃσ一Φ『・３
８
い一澪
只
０「・ωｏゝ
り
に
お
い
て
、
悪
霊
と

欺
く
神
を
区
別
し
て
い
る
が
、
私
は
本
文
に
あ
る
よ
う

に
、
そ
の
基
本
的
な
役
割
は
同
じ
と
考
え
る
の
で
、
本

稿
に
お
い
て
は
区
別
し
な
い
こ
と
に
す
る
。

18171615141312
＞
↓
・く
口
ヽ
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＞
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・く
目
も
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い

＞
↓
・く
目
ヽ
い

いヽ一ヽ
＞
↓
・く
目
も
∞

＞
↓
・く
Ｈる
０

＞
Ｈ
・く
目
〒
ｒ
∞
Ｈ（く

ぼ
た

し
ん
いち
　
名
古
屋
大
学
）
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