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1

　

デ
カ
ル
ト （
一
五
九
六
―
一
六
五
〇
） 

と
パ
ス
カ
ル （
一
六
二
三
―

一
六
六
二
）
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
は
、
め
ず
ら
し
い
こ
と
で
は
な

い
。
た
だ
そ
れ
を
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
（
一
七
九
八
―

一
八
五
七
）
を
介
し
て
行
う
の
は
あ
ま
り
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な

い
。
な
ぜ
コ
ン
ト
な
の
か
。
コ
ン
ト
の
哲
学
史
上
の
位
置
か
ら
と
な

る
が
、
そ
の
位
置
を
、
こ
れ
も
ま
た
め
ず
ら
し
い
こ
と
に
な
る
と
思

う
が
、
西
周
（
一
八
二
九
―
一
八
九
八
）
の
言
葉
で
確
認
し
て
み
た

い
。
西
周
が
オ
ラ
ン
ダ
留
学
（
一
八
六
二
―
一
八
六
五
）
か
ら
の
帰

路
に
書
い
た
と
想
定
さ
れ
て
い
る
覚
書
、『
開
題
門
』
に
は
、
哲
学

と
い
う
こ
と
で
、
西
が
オ
ラ
ン
ダ
で
学
ん
だ
こ
と
が
簡
潔
に
記
さ
れ

て
い
る
。
西
は
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
東
土
こ
れ
を
儒
と
い
い
、
西
洲
こ
れ
を
ヒ
ロ
ソ
ヒ
と
い
う
、

皆
天
道
を
明
ら
か
に
し
人
極
を
立
つ
る
も
の
、
そ
の
実
は
一
な

り
。
…
こ
れ
を
東
土
に
徴
す
る
に
、
…
こ
の
道
に
功
な
し
、
…

唯
文
運
い
ま
だ
旺
な
ら
ず
、
日
新
な
る
も
た
だ
乏
し
き
の
み
、

そ
れ
西
洲
の
若
き
は
、
世
そ
の
人
に
乏
し
か
ら
ず
、
タ
レ
ス
こ

れ
を
東
に
唱
え
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
こ
れ
を
西
に
興
し
、
ソ
コ
ラ
テ

ス
に
基
づ
き
、
プ
ラ
ト
ー
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
盛
ん
に
し

て
、
ス
ト
イ
ッ
ク
に
継
ぎ
、
ス
カ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
衰
う
、
乃

ち
、
ベ
ー
コ
ン
、
デ
カ
ー
ト
に
至
り
再
び
こ
れ
を
振
わ
す
、
新

デ
カ
ル
ト
と
パ
ス
カ
ル

―
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
を
手
が
か
り
に
し
て

安 

孫 

子　
　
　
　

信



28

ヒ
ロ
ソ
ヒ
間
閭
に
興
る
、
ク
ラ
ク
、
ホ
ッ
ブ
ス
の
諸
賢
輩
出

す
、
カ
ン
ト
に
振
る
い
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
盛
な
り
、
余
謂
え
ら
く

宋
儒
と
ラ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
、
そ
の
説
出
入
り
有
り
と
雖
も
見

る
所
頗
る
相
似
た
り
、
唯
輓
近
に
至
り
、
ポ
ジ
テ
ィ
ビ
ス
ム
、

據
証
確
実
、
弁
論
明
哲
、
将
に
大
い
に
後
学
を
補
す
る
有
ら
ん

と
す
、
是
れ
我
が
亜
細
亜
の
未
だ
見
ざ
る
所
に
し
て
、
オ
ー

ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
実
に
こ
れ
を
首
唱
す
、
蓋
し
理
を
胸
臆
に

取
り
、
垠
際
有
る
無
し
、
論
大
に
し
て
語
詳
な
り
と
雖
も
、
裨

す
る
所
幾
許
ぞ
、
弁
駁
相
継
ぎ
、
支
吾
互
い
に
発
す
、
謂
う
所

の
ヒ
ロ
ソ
ヒ
の
ア
ナ
ル
キ
ー
に
非
ず
や
、
こ
れ
エ
ン
ピ
リ
の
力

を
不
可
と
す
る
ゆ
え
ん
の
み
、
…）

（
（

」

　

哲
学
は
こ
こ
で
は
ま
だ
訳
語
な
し
で
「
ヒ
ロ
ソ
ヒ
」
の
ま
ま
で
あ

り
、
こ
こ
で
は
「
據
証
確
実
，
弁
論
明
哲
」、
つ
ま
り
“
経
験
〟
と

“
論
理
〟
に
則
り
、
伝
統
哲
学
（
形
而
上
学
）
の
空
理
・
駄
弁
ゆ
え

の
「
ア
ナ
ル
キ
ー
」
か
ら
脱
し
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
コ
ン
ト

の
実
証
哲
学
が
西
洋
哲
学
の
到
達
点
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、「
宋
儒
と
ラ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
，
そ
の
説
出
入
り
有
り
と
雖
も

見
る
所
頗
る
相
似
た
り
」
と
し
て
、
デ
カ
ル
ト
、
カ
ン
ト
、
ヘ
ー
ゲ

ル
の
「
ラ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」（
形
而
上
学
）
が
一
蹴
さ
れ
、
そ
れ
に

対
し
て
、
実
証
哲
学
に
つ
い
て
「
我
が
亜
細
亜
の
未
だ
見
ざ
る
所
」

と
し
て
、
そ
れ
の
ア
ジ
ア
へ
の
導
入
の
必
要
が
語
ら
れ
る
。
つ
ま

り
、
西
が
「
哲
学
」
の
名
で
日
本
に
導
入
し
よ
う
と
し
た
の
は
実
証

哲
学
だ
っ
た
と
言
え
る
。
も
し
も
そ
れ
が
「
ラ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」

（
形
而
上
学
）
な
ら
ば
新
し
い
言
葉
は
不
要
で
あ
り
、
た
だ
「
西
洋

の
儒
学
」
と
呼
べ
ば
よ
い
と
暗
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
西

の
「
哲
学
」、
つ
ま
り
は
日
本
の
哲
学
の
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
、

コ
ン
ト
の
衝
撃
か
ら
の
も
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
て
西
に
よ
っ
て
、
コ

ン
ト
は
哲
学
の
現
代
を
開
い
た
者
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
コ
ン

ト
の
視
点
か
ら
、
デ
カ
ル
ト
と
パ
ス
カ
ル
を
以
下
、
見
て
い
く
こ
と

に
し
た
い
。

2

　

コ
ン
ト
の
「
ポ
ジ
テ
ィ
ビ
ス
ム
」（
実
証
哲
学
）
の
イ
ン
パ
ク
ト

は
、
形
而
上
学
と
の
断
絶
か
ら
来
て
い
る
。
た
だ
実
証
哲
学
が
「
科

学
の
哲
学
」
で
あ
る
と
し
て
、
形
而
上
学
も
「
科
学
の
哲
学
」
で
あ

り
う
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
形
而
上
学
が
「
科
学
に
つ
い
て
の
哲
学
」

で
あ
っ
て
「
科
学
を
基
礎
づ
け
る
」（
デ
カ
ル
ト
や
カ
ン
ト
）
こ
と

に
向
か
う
の
に
対
し
、
実
証
哲
学
は
そ
う
で
は
な
く
て
「
科
学
で
あ

る
哲
学
」
で
あ
る
。
コ
ン
ト
は
そ
の
こ
と
を
「
こ
こ
三
世
紀
に
固
有

な
あ
ら
ゆ
る
偉
大
な
科
学
的
業
績
が
自
然
に
働
き
合
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
の
哲
学
は
準
備
さ
れ
て
き
た）

2
（

」
と
述
べ
る
。
科
学
が
自
ら

の
成
功
を
踏
ま
え
、
自
ら
を
補
い
体
系
化
し
て
「
真
の
哲
学
の
尊
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厳
」
を
持
つ
ま
で
に
自
ら
を
高
め
る
こ
と
、
つ
ま
り
科
学
が
哲
学
と

な
る
こ
と
、
そ
れ
が
実
証
哲
学
の
企
図
で
あ
る）

（
（

。
そ
の
作
業
は
具

体
的
に
は
、
コ
ン
ト
の
「
こ
こ
三
世
紀
の
科
学
的
業
績
が
働
き
合
う

こ
と
に
よ
っ
て
」
と
い
う
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
〈
科
学
史
〉
を
通
じ

て
遂
行
さ
れ
た
。
そ
の
際
コ
ン
ト
は
こ
の
〈
科
学
史
〉
自
身
を
一
つ

の
新
し
い
科
学
と
し
て
、「
社
会
学
」
と
名
づ
け
た
（
科
学
は
優
れ

て
社
会
的
営
為
で
あ
る）

（
（

）。
科
学
は
全
体
と
し
て
哲
学
に
な
る
が
、

科
学
に
そ
の
全
体
性
を
も
た
ら
す
の
が
〈
科
学
史
〉
で
あ
り
「
社
会

学
」
な
の
で
あ
る
。
コ
ン
ト
の
実
証
哲
学
の
そ
の
よ
う
な
本
質
を
、

次
の
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
は
見
事
に
言
い
当
て
て
い
る
。「
科
学
的
方

法
の
歴
史
は
、
コ
ン
ト
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
哲
学
自
身
と
見
な
さ
れ

た）
（
（

」。

　

さ
て
そ
れ
自
身
、
実
証
科
学
で
あ
る
コ
ン
ト
の
「
社
会
学
」
は
二

つ
の
実
証
法
則
を
導
く
が
、
そ
れ
が
「
三
状
態
の
法
則
」
と
「
分
類

の
法
則
」
で
あ
る
。
前
者
は
、
人
間
の
知
識
が
「
神
学
的
」 → 「
形

而
上
学
的
」 → 「
実
証
的
」
の
三
段
階
を
経
て
進
歩
す
る
こ
と
を
説

く
。
後
者
は
、
人
間
の
知
識
が
、
扱
う
現
象
の
単
純
さ
複
雑
さ
に

従
っ
て
、「
数
学
」・「
天
文
学
」・「
物
理
学
」・「
化
学
」・「
生
物

学
」・「
社
会
学
」
の
六
科
学
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
を
説
く
。
こ
こ
で

は
「
三
」
や
「
六
」
と
い
っ
た
数
に
囚
わ
れ
る
必
要
は
あ
ま
り
な

く
、
重
要
な
の
は
、「
三
状
態
の
法
則
」
に
従
え
ば
、
人
間
の
知
識

は
不
変
的
・
絶
対
的
で
は
な
く
、
可
変
的
・
相
対
的
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
ま
た
、「
分
類
の
法
則
」
に
従
え
ば
、
人
間
の
知
識
は
普

遍
的
・
一
元
的
で
は
な
く
、
多
元
的
で
差
異
に
開
か
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
二
つ
の
フ
ヘ
ン
性
（
不
変
性
と
普
遍

性
）
を
掲
げ
る
形
而
上
学
は
退
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
、
以
上
の
こ
と
を
、
人
間
の
精
神
の
歴
史
全
体
に
わ
た
っ
て

詳
論
し
た
の
が
コ
ン
ト
の
主
著
『
実
証
哲
学
講
義
』
6
巻

（
一
八
三
〇
―
一
八
四
二
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
『
講
義
』
の

中
で
、
デ
カ
ル
ト
と
パ
ス
カ
ル
が
ど
う
語
ら
れ
て
い
る
の
か
を
一
瞥

す
る
の
が
以
下
の
作
業
と
な
る
。

3

　

コ
ン
ト
の
デ
カ
ル
ト
に
対
す
る
態
度
は
是
々
非
々
と
呼
び
う
る
。

コ
ン
ト
は
デ
カ
ル
ト
に
科
学
者
と
形
而
上
学
者
と
を
見
て
、
前
者
を

取
り
後
者
は
退
け
る
。
こ
う
し
て
、
デ
カ
ル
ト
の
「
解
析
幾
何
学
」

を
語
る
が
「
コ
ギ
ト
・
エ
ル
ゴ
・
ス
ム
」
は
語
ら
な
い
と
い
う
こ
と

が
生
じ
て
く
る
。
科
学
者
デ
カ
ル
ト
に
対
す
る
コ
ン
ト
の
評
価
は
絶

大
で
あ
る
。
コ
ン
ト
は
科
学
者
デ
カ
ル
ト
を
実
証
哲
学
の
先
駆
者
と

見
な
す
。

「
実
証
哲
学
の
精
神
が
こ
の
世
界
に
姿
を
は
っ
き
り
と
現
し
た

時
期
と
し
て
私
が
指
摘
し
た
い
の
は
、
ベ
ー
コ
ン
が
規
則
を
、
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デ
カ
ル
ト
が
構
想
（conceptions

）
を
、
ガ
リ
レ
オ
が
発
見

を
も
た
ら
し
、
そ
れ
ら
が
あ
い
ま
っ
て
働
い
て
、
今
か
ら
二
世

紀
前
に
、
人
間
精
神
に
大
き
な
変
動
が
刻
印
さ
れ
た
そ
の
時
代

で
あ
る）

6
（

」

　

改
め
て
言
え
ば
、
こ
こ
で
「
デ
カ
ル
ト
の
偉
大
な
構
想）

7
（

」
と
言

わ
れ
る
の
は
「
コ
ギ
ト
・
エ
ル
ゴ
・
ス
ム
」
で
は
な
く
て
「
解
析
幾

何
学
」
で
あ
る
。
そ
の
解
析
幾
何
学
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
語
ら

れ
て
い
る
。

「
幾
何
学
に
こ
の
上
な
く
広
い
領
野
を
開
き
、
同
時
に
解
析
に

こ
の
上
な
く
幸
福
な
進
路
を
開
い
て
、
つ
い
に
、
抽
象
と
具
体

と
の
基
礎
的
な
関
係
を
組
織
化
し
た
。
こ
の
関
係
が
な
け
れ

ば
、
数
学
的
探
究
は
脈
絡
の
な
い
不
毛
な
活
動
に
向
か
う
こ
と

に
な
る）

8
（

」

こ
こ
で
は
幾
何
学
と
い
う
、
具
体
的
で
未
整
理
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

数
学
の
部
分
に
、
計
算
と
い
う
、
整
理
さ
れ
抽
象
化
さ
れ
て
い
る
数

学
の
部
分
が
、
整
理
の
道
具
と
し
て
適
用
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
合
理

的
な
実
証
性
の
最
初
の
決
定
的
な
発
露）

9
（

」
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
〈
関

数
〉
と
呼
ぶ
数
学
的
操
作
の
「
構
想
」
が
生
ま
れ
た
。
た
だ
、
実
は

こ
の
と
き
デ
カ
ル
ト
自
身
、
コ
ン
ト
が
実
証
哲
学
の
方
法
と
見
る

〈
科
学
史
〉
に
従
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
留
意
さ
れ
る
。『
方
法
序

説
』
第
一
部
で
デ
カ
ル
ト
は
自
身
の
「
学
校
で
の
勉
強
」
に
触
れ
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
私
は
と
り
わ
け
数
学
が
気
に
入
っ
て
い
た
。
そ
れ
の
推
理
の

確
実
性
と
明
証
性
と
の
ゆ
え
に
。
そ
し
て
、
…
そ
の
基
礎
が
こ

の
よ
う
に
し
っ
か
り
と
し
て
動
か
ぬ
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
い
ま
ま
で
そ
の
上
に
も
っ
と
高
い
建
物
を
だ
れ
も
建
て

な
か
っ
た
こ
と
を
不
思
議
に
思
っ
て
い
た）

（1
（

」。

デ
カ
ル
ト
の
解
析
幾
何
学
は
純
粋
知
性
の
産
物
で
は
な
か
っ
た
。
そ

れ
は
、〈
科
学
史
〉（「
学
校
の
勉
強
」）
で
確
認
さ
れ
る
数
学
の
成
功

を
さ
ら
に
体
系
化
し
よ
う
と
し
た
そ
の
結
果
で
あ
る
。
さ
て
、
コ
ン

ト
は
科
学
者
デ
カ
ル
ト
に
つ
い
て
は
、
そ
の
他
で
は
、
ス
ネ
ル
と
ほ

ぼ
同
時
に
な
さ
れ
た
光
学
に
お
け
る
「
屈
折
の
法
則
」
の
発
見）

（（
（

と
、

潮
汐
論
に
お
け
る
月
の
運
行
と
潮
汐
と
の
恒
常
的
関
係
の
指
摘）

（1
（

に

触
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

4

　

科
学
者
デ
カ
ル
ト
の
評
価
が
こ
の
よ
う
で
あ
る
と
し
て
、
形
而
上

学
者
デ
カ
ル
ト
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
コ
ン
ト
は
形
而
上



（（

学
者
デ
カ
ル
ト
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
ま
っ
た
く
語
ら
な
い
。
た
だ
、
デ

カ
ル
ト
を
名
指
す
こ
と
な
く
、
デ
カ
ル
ト
形
而
上
学
の
テ
ー
ゼ
は
明

確
に
退
け
て
い
る
と
言
え
る
。
四
つ
を
あ
げ
て
み
た
い
。

　
〔
合
理
論
批
判
〕
コ
ン
ト
は
、
実
証
的
知
識
に
つ
い
て
、「
真
に
到

達
可
能
で
あ
り
人
間
の
現
実
的
必
要
に
正
し
く
相
応
し
た
知
識
の
唯

一
可
能
な
基
礎
は
、
観
察
で
あ
る
」
と
語
り
、
ま
た
、「
個
別
的
あ

る
い
は
一
般
的
事
実
の
単
な
る
叙
述
に
還
元
さ
れ
な
い
い
か
な
る
命

題
も
、
現
実
的
で
理
解
可
能
な
意
味
を
持
た
な
い
」
と
主
張
す
る）

（1
（

。

観
察
や
経
験
的
事
実
の
不
可
欠
を
説
く
こ
の
経
験
論
の
立
場
は
、

「
精
神
の
み
に
よ
る
洞
見
」（『
省
察
』
第
二）

（1
（

）
を
言
う
デ
カ
ル
ト
の

純
粋
理
性
の
立
場
と
は
相
容
れ
な
い
。

　
〔
実
在
論
批
判
〕
コ
ン
ト
は
、
実
証
的
知
識
に
つ
い
て
、「
人
間
の

成
熟
を
特
徴
づ
け
る
根
本
的
革
命
は
、
本
質
的
に
、
い
わ
ゆ
る
原
因

な
る
も
の
の
到
達
不
可
能
な
決
定
の
代
わ
り
に
、
至
る
と
こ
ろ
で
、

法
則
の
、
す
な
わ
ち
観
察
さ
れ
た
現
象
間
に
存
在
す
る
恒
常
的
な
関

係
の
、
単
な
る
探
究
を
行
う
こ
と
に
存
す
る
」
と
す
る）

（1
（

。
原
因
は

求
め
ず
現
象
法
則
だ
け
を
求
め
よ
と
い
う
現
象
主
義
の
立
場
で
あ

る
。
こ
れ
は
「
全
面
的
懐
疑
」（『
省
察
』
第
一）

（1
（

）
に
よ
っ
て
現
象

レ
ベ
ル
の
知
識
を
打
ち
砕
い
て
、
真
実
在
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
デ

カ
ル
ト
の
実
在
論
の
立
場
と
は
相
容
れ
な
い
。

　
〔
絶
対
主
義
批
判
〕
コ
ン
ト
は
、
一
八
一
八
年
五
月
一
五
日
付
の

友
人
ヴ
ァ
ラ
へ
の
手
紙
で
、「
こ
の
世
界
に
絶
対
的
な
も
の
は
何
も

存
在
し
な
い
。
す
べ
て
は
相
対
的
で
あ
る）

（1
（

」
と
相
対
主
義
の
宣
言

を
行
い
、
そ
れ
以
来
、「
絶
対
な
る
も
の
を
い
た
る
と
こ
ろ
で
相
対

に
よ
っ
て
置
き
換
え
る
必
然
的
な
傾
向）

（1
（

」
を
追
求
し
て
い
く
。
科

学
に
つ
い
て
も
「
科
学
理
論
は
必
然
的
に
動
的
性
質
を
持
ち
、
あ
ら

ゆ
る
絶
対
の
要
求
を
退
け
る）

（1
（

」
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
知
識
の
相

対
性
を
説
く
立
場
は
、「
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
確
固
不
動
の
一
点
」

（『
省
察
』
第
二）

11
（

）
を
求
め
た
デ
カ
ル
ト
の
絶
対
確
実
の
立
場
と
は

相
容
れ
な
い
。

　
〔
普
遍
数
学
批
判
〕
コ
ン
ト
は
、
デ
カ
ル
ト
の
名
前
は
出
さ
な
い

が
、
デ
カ
ル
ト
が
考
え
た
「
普
遍
数
学
」
を
「
悪
し
き
形
而
上
学
的

ユ
ー
ト
ピ
ア
」
と
見
な
し
た）

1（
（

。
コ
ン
ト
に
よ
れ
ば
幾
何
学
、
力
学

を
超
え
て
は
熱
学
に
ま
で
は
数
学
化
を
及
ぼ
し
え
よ
う
が）

11
（

、
将
来

と
も
、
生
物
学
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
化
学
に
も
数
学
化
は
及
ぼ
し

え
な
い
と
考
え
た）

11
（

。
コ
ン
ト
は
、「
過
去
二
世
紀
の
間
に
自
然
の
普

遍
的
な
説
明
を
求
め
て
な
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
試
み
は
、
た
だ
そ
の
よ

う
な
企
て
が
徒
労
で
あ
る
と
教
え
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
今
日
で
は
、

誤
っ
た
教
養
の
持
ち
主
だ
け
が
そ
の
よ
う
な
道
に
迷
い
込
む
。
正
し

く
外
界
の
探
索
を
行
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
想
定
し
、
期
待
す
る
ほ
ど

に
は
外
界
が
連
結
し
て
い
な
い
と
わ
か
る）

11
（

」
と
述
べ
る
。



（2
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こ
う
し
て
コ
ン
ト
は
デ
カ
ル
ト
形
而
上
学
の
諸
々
の
テ
ー
ゼ
を
退

け
る
。
た
だ
そ
う
し
つ
つ
、
コ
ン
ト
は
デ
カ
ル
ト
の
名
前
は
出
し
て

お
ら
ず
、
デ
カ
ル
ト
そ
の
人
へ
の
評
価
は
ぼ
か
さ
れ
て
い
る
。
コ
ン

ト
は
形
而
上
学
者
デ
カ
ル
ト
そ
の
人
に
は
何
を
言
う
こ
と
に
な
る
の

か
。
そ
れ
を
以
下
で
は
、
コ
ン
ト
が
パ
ス
カ
ル
に
つ
い
て
語
っ
て
い

る
言
葉
の
検
討
を
通
じ
て
探
っ
て
み
た
い
。
コ
ン
ト
は
何
度
か
パ
ス

カ
ル
の
名
前
を
出
し
、
パ
ス
カ
ル
の
主
張
の
意
味
を
語
る
が
、
も
し

そ
こ
で
コ
ン
ト
が
パ
ス
カ
ル
を
賞
賛
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ

だ
け
デ
カ
ル
ト
を
非
難
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
パ
ス
カ

ル
の
徹
底
し
た
デ
カ
ル
ト
批
判
は
知
ら
れ
て
い
る
。

「
無
益
で
不
確
実
な
デ
カ
ル
ト）

11
（

」

『
実
証
哲
学
講
義
』
6
巻
中
に
パ
ス
カ
ル
へ
の
重
要
な
言
及
が
三
か

所
見
出
さ
れ
る
。
そ
こ
で
コ
ン
ト
が
取
り
上
げ
る
の
は
一
般
に
は
あ

ま
り
語
ら
れ
な
い
パ
ス
カ
ル
で
あ
る
。
コ
ン
ト
は
自
身
に
か
な
う
パ

ス
カ
ル
の
社
会
論
を
取
り
出
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

6

　

第
一
の
パ
ス
カ
ル
へ
の
言
及
（『
実
証
哲
学
講
義
』
第
（
巻
第
（7

講
中）

11
（

）
で
は
、〈
進
歩
〉
が
問
題
と
な
る
。

　

そ
の
箇
所
で
コ
ン
ト
は
、「
進
歩
」（progression

）
の
考
え
は
、

科
学
の
歩
み
の
先
頭
に
立
つ
数
学
的
精
神
に
よ
っ
て
ま
ず
思
い
つ
か

れ
た
と
述
べ
た
後
で
、「
疑
い
の
余
地
の
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、

諸
科
学
の
進
歩
の
感
情
、
た
だ
そ
れ
だ
け
が
、
パ
ス
カ
ル
に
、〈
長

い
世
紀
の
過
ぎ
ゆ
く
あ
い
だ
に
お
け
る
人
間
の
経
歴
は
、
つ
ね
に
生

存
し
、
た
え
ず
学
ん
で
い
く
一
個
の
人
間
と
同
様
に
見
な
す
べ
き
で

あ
る
〉
と
い
う
、
感
嘆
に
値
す
る
、
根
本
的
な
名
言
を
吐
か
せ
た
の

で
あ
る）

11
（

」
と
述
べ
る
。
コ
ン
ト
が
他
か
ら
直
接
引
用
す
る
こ
と
は

稀
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
パ
ス
カ
ル
の
『
真
空
論
序
言
』（
一
六
五
一
）

か
ら
直
接
、
引
い
て
き
て
い
る）

11
（

。

　

コ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
科
学
革
命
を
経
て
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
古

代
ギ
リ
シ
ャ
に
対
し
て
、
自
ら
の
優
位
に
気
づ
き
始
め
た
、
そ
の
自

覚
の
最
初
の
表
明
が
こ
の
パ
ス
カ
ル
の
言
葉
だ
と
い
う
こ
と
に
な

る
。『
真
空
論
序
言
』
で
パ
ス
カ
ル
は
、
神
学
の
よ
う
に
古
来
の

「
権
威
」
を
持
ち
出
し
て
済
ま
す
学
問
と
、「
推
理
や
実
験
」
に
よ
っ

て
古
来
の
知
を
覆
し
て
進
ん
で
い
く
自
然
学
と
を
対
比
さ
せ
、
自
然

学
に
お
い
て
近
代
が
古
代
を
乗
り
越
え
た
例
と
し
て
、
真
空
の
発
見



（（

を
あ
げ
る
。
こ
の
比
較
は
さ
ら
に
、
近
代
vs
古
代
か
ら
人
間
vs
動
物

に
広
げ
ら
れ
、
理
性
に
従
い
進
歩
す
る
人
間
と
、
本
能
に
縛
ら
れ
同

じ
状
態
に
と
ど
ま
る
動
物
と
が
対
比
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、「
先
人

の
経
験
か
ら
利
益
を
引
き
出
す
」
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
進
歩
が
、

動
物
に
対
し
て
人
間
を
特
徴
づ
け
る
当
の
こ
と
と
し
て
主
張
さ
れ
る

の
で
あ
る）

11
（

。
科
学
の
進
歩
を
、
人
間
社
会
の
根
本
的
事
実
と
し
て

認
め
た
と
い
う
こ
と
、
コ
ン
ト
が
パ
ス
カ
ル
で
評
価
す
る
の
は
こ
の

こ
と
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
デ
カ
ル
ト
は
「
先
人
の
経
験
か
ら
利
益
を
引
き
出

す
」
こ
と
は
考
え
な
か
っ
た
と
言
え
る
。『
方
法
序
説
』
第
二
部
の

喩
で
は
、「
た
だ
一
人
の
建
築
家
が
設
計
し
完
成
し
た
建
物
は
、
ほ

か
の
目
的
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
古
い
城
壁
な
ど
を
利
用
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
多
く
の
人
の
手
で
で
き
あ
が
っ
た
建
物
よ
り
も
、
美
し

く
ま
た
秩
序
だ
っ
て
い
る
の
が
常
で
あ
る
」
と
し
、「
多
く
の
違
っ

た
人
々
の
意
見
か
ら
少
し
ず
つ
組
み
立
て
ら
れ
て
広
げ
ら
れ
て
き
た

も
の
と
」
と
「
良
識
あ
る
一
人
の
人
が
、
眼
の
前
に
現
れ
る
事
が
ら

に
関
し
て
、
生
ま
れ
つ
き
持
ち
前
で
な
し
う
る
推
理
」
と
を
比
較

し
、
前
者
は
後
者
ほ
ど
「
真
理
に
近
く
あ
り
え
な
い
」
と
断
じ
る）

11
（

。

こ
の
「
た
だ
自
分
一
人
で
」
が
「
我
あ
り
」
の
形
而
上
学
に
つ
な
が

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
、
社
会
と
い
う
こ

と
で
の
デ
カ
ル
ト
の
困
難
も
生
じ
て
く
る
。
後
年
の
ボ
ヘ
ミ
ヤ
の
王

女
エ
リ
ザ
ベ
ト
へ
の
書
簡
（
一
六
四
五
年
九
月
一
五
日
付
）
で
、
デ

カ
ル
ト
は
、
神
と
我
と
世
界
の
存
在
に
加
え
て
「
自
ら
が
そ
の
一
部

分
で
あ
る
」
社
会
の
存
在
も
認
め
、
全
体
の
利
害
を
我
の
利
害
よ
り

重
ん
じ
る
べ
き
こ
と
を
説
く
。
た
だ
そ
の
際
、「
節
度
と
慎
重
」
が

必
要
だ
と
し
て
、「
一
人
の
人
間
が
、
町
の
他
の
す
べ
て
の
人
々
よ

り
価
値
が
あ
る
と
き
、
町
を
救
う
た
め
に
自
ら
を
滅
ぼ
す
こ
と
は
当

を
え
な
い
」
と
主
張
す
る）

1（
（

。
そ
れ
に
対
し
て
、
自
他
の
価
値
の
比

較
を
ど
う
行
う
の
か
と
問
う
エ
リ
ザ
ベ
ト
に
、
デ
カ
ル
ト
は
続
く
書

簡
（
一
六
四
五
年
一
〇
月
六
日
付
）
で
、
自
他
の
価
値
の
正
確
な
比

較
は
困
難
で
あ
る
と
し
た
上
で
、「
た
と
え
各
人
が
す
べ
て
を
自
己

中
心
的
に
は
か
ら
い
、
他
人
に
対
す
る
慈
悲
の
ご
と
き
も
の
を
持
た

ぬ
と
し
て
も
、
…
通
常
は
、
や
は
り
他
人
の
た
め
に
も
尽
く
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
ふ
う
な
ぐ
あ
い
に
、
神
は
、
事
物
の
秩
序

を
打
ち
立
て
て
い
る
」
と
述
べ
る
こ
と
に
な
る）

11
（

。
神
に
下
駄
を
預

け
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
社
会
を
考
え
る
こ
と
の
放
棄
と
も
言
え

る
。
こ
の
“
見
え
ざ
る
神
の
手
〟
の
主
張
は
し
か
し
ア
ダ
ム
・
ス
ミ

ス
に
引
き
継
が
れ
、
そ
の
後
、
陰
に
陽
に
自
由
主
義
の
主
張
に
継
承

さ
れ
て
い
く
。「
進
歩
」（「
科
学
の
進
歩
」）
が
視
野
か
ら
外
れ
る
と

き
、
我
が
先
立
っ
て
き
て
社
会
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
の

で
あ
る
。

　

デ
カ
ル
ト
に
反
対
し
、
パ
ス
カ
ル
を
踏
襲
す
る
コ
ン
ト
の
「
三
状

態
の
法
則
」
は
、「
進
歩
」
を
言
う
こ
と
で
、
人
間
社
会
を
考
え
う

る
も
の
に
し
て
い
る
。



（（
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第
二
の
パ
ス
カ
ル
へ
の
言
及
（『
実
証
哲
学
講
義
』
第
（
巻
第
（（

講
中）

11
（

）
で
は
、〈
我
〉
が
問
題
と
さ
れ
る
。

　

こ
の
箇
所
で
コ
ン
ト
は
、「
社
会
の
階
級
秩
序
（
た
と
え
ば
、
君

主
制
）
の
根
本
的
不
完
全
性
」
を
哲
学
者
は
と
か
く
攻
撃
す
る
が
、

そ
の
階
級
秩
序
は
通
常
は
「
わ
れ
わ
れ
の
本
性
の
強
く
命
じ
る
と
こ

ろ
」
と
合
致
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
上
で
、
こ
の
点
で
の
パ
ス
カ
ル

の
「
忘
れ
が
た
い
考
察
」
に
依
拠
し
つ
つ
、「
社
会
の
調
和
を
日
常

的
に
維
持
す
る
た
め
」
に
は
、
こ
の
よ
う
な
階
級
秩
序
は
不
可
欠
で

あ
っ
て
、
代
わ
り
に
、
も
し
も
「
精
神
的
優
位
」（
個
の
優
位
）
と

い
っ
た
も
っ
と
も
ら
し
い
原
理
が
持
ち
出
さ
れ
れ
ば
、「
和
解
し
え

な
い
も
ろ
も
ろ
の
主
張
」
が
ぶ
つ
か
り
あ
っ
て
、
絶
え
間
な
い
混
乱

が
避
け
が
た
く
な
る
だ
ろ
う
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
コ
ン
ト
が
「
パ
ス

カ
ル
の
忘
れ
が
た
い
考
察
」
と
呼
ぶ
の
は
、『
パ
ン
セ
』
の
以
下
の

よ
う
な
断
章
で
あ
る
。
少
し
長
い
が
引
用
す
る
。

「
世
の
中
で
最
も
不
合
理
な
こ
と
が
、
人
間
が
ど
う
か
し
て
い

る
た
め
に
、
最
も
合
理
的
な
こ
と
と
な
る
。
一
国
を
治
め
る
た

め
に
、
王
妃
の
長
男
を
選
ぶ
と
い
う
ほ
ど
合
理
性
に
乏
し
い
も

の
が
あ
ろ
う
か
。
人
は
、
船
の
舵
を
と
る
た
め
に
、
船
客
の
中

で
い
ち
ば
ん
家
柄
の
い
い
も
の
を
選
ん
だ
り
は
し
な
い
。
そ
ん

な
法
律
は
、
嗤
う
べ
き
で
あ
り
、
不
正
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が

人
間
は
笑
う
べ
き
で
あ
り
、
不
正
で
あ
り
、
し
か
も
常
に
そ
う

で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
法
律
が
合
理
的
と
な
り
、
公
正
と
な
る

の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
い
っ
た
い
誰
を
選
ぼ
う
と
い
う
の

か
。
最
も
有
徳
で
、
最
も
有
能
な
者
を
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
す

れ
ば
、
各
人
が
、
自
分
こ
そ
そ
の
最
も
有
徳
で
有
能
な
者
だ
と

主
張
し
て
、
た
ち
ま
ち
争
い
に
な
る
。
だ
か
ら
、
も
っ
と
も
疑

う
余
地
の
な
い
も
の
に
そ
の
資
格
を
結
び
付
け
よ
う
。
彼
は
王

の
長
男
だ
。
そ
れ
は
は
っ
き
り
し
て
い
て
争
う
余
地
は
な
い
。

理
性
も
そ
れ
以
上
に
よ
く
は
で
き
な
い）

11
（

」。

「「
私
と
は
な
に
か
」。
…
。
だ
れ
か
を
そ
の
美
し
さ
ゆ
え
に
愛

し
て
い
る
者
は
、
そ
の
人
を
愛
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
い

な
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
人
を
殺
さ
ず
に
そ
の
美
し
さ
を
殺
す
で

あ
ろ
う
天
然
痘
は
、
彼
が
も
は
や
そ
の
人
を
愛
さ
な
い
よ
う
に

す
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
人
が
私
の
判
断
、

私
の
記
憶
ゆ
え
に
私
を
愛
し
て
い
る
な
ら
、
そ
の
人
は
「
私
」

を
愛
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
な
。
な
ぜ
な
ら
、
私
は
こ
れ

ら
の
性
質
を
、
私
自
身
を
失
わ
な
い
で
も
、
失
い
う
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
身
体
の
な
か
に
も
、
魂
の
な
か
に
も
な
い

と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
私
」
と
い
う
も
の
は
い
っ
た
い
ど
こ



（（

に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
滅
び
う
る
も
の
で
あ
る
以
上
、「
私
」

そ
の
も
の
を
作
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
れ
ら
の
性
質
の
た
め

で
は
な
し
に
、
い
っ
た
い
ど
う
や
っ
て
身
体
や
魂
を
愛
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
人
は
、
あ
る
人
の
魂
の

実
体
を
、
そ
の
な
か
に
ど
ん
な
性
質
が
あ
ろ
う
と
か
ま
わ
ず

に
、
抽
象
的
に
愛
す
る
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
は
で
き
な
い

し
、
ま
た
正
し
く
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
人
は
、
決
し

て
人
そ
の
も
の
を
愛
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
性
質
だ
け
を
愛

す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
公
職
や
役
目
ゆ
え
に
尊
敬
さ
れ

る
人
た
ち
を
、
あ
ざ
け
る
べ
き
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
人

は
、
だ
れ
も
そ
の
借
り
物
の
性
質
の
ゆ
え
に
し
か
、
愛
さ
な
い

か
ら
で
あ
る）

11
（

」。

　

借
り
物
で
な
い
“
我
の
本
質
〟（「
有
能
」
や
「
有
徳
」
な
ど
）
が

存
在
す
る
こ
と
や
、
ま
た
、
諸
性
質
の
背
後
に
“
我
な
る
実
体
〟

（「
私
と
は
何
か
」）
が
存
在
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
パ
ス
カ
ル
の
こ

の
議
論
は
、
の
ち
に
ヒ
ュ
ー
ム
に
継
承
さ
れ
る
が
、
諸
性
質
は
「
公

職
や
役
目
」
で
は
な
い
に
し
て
も
、
他
者
も
持
ち
う
る
社
会
的
な
も

の
で
し
か
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
パ
ス
カ
ル
は
よ
り
端
的
に
、「
あ

る
著
者
た
ち
は
、
自
分
の
著
作
に
つ
い
て
話
す
時
、「
私
の
本
、
私

の
注
解
、
私
の
物
語
、
等
々
」
と
言
う
。
…
。
彼
ら
は
む
し
ろ
「
わ

れ
わ
れ
の
本
、
わ
れ
わ
れ
の
注
解
、
わ
れ
わ
れ
の
物
語
、
等
々
」
と

言
う
方
が
よ
か
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
普
通
の
場
合
、
そ
こ
に
は
彼

ら
自
身
の
も
の
よ
り
も
他
人
の
も
の
の
方
が
、
よ
け
い
は
い
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る）

11
（

」
と
断
じ
る
こ
と
に
な
る
。
パ
ス
カ
ル
は
我
を
わ

れ
わ
れ
（
社
会
）
に
解
消
す
る
の
で
あ
る
。

　

コ
ン
ト
は
、
パ
ス
カ
ル
の
こ
の
我
（
デ
カ
ル
ト
の
我
）
の
解
体
を

全
面
的
に
踏
襲
し
、「
個
が
抽
象
的
な
の
で
あ
っ
て
、
社
会
が
そ
う

な
の
で
は
な
い）

11
（

」
と
述
べ
る
。
実
在
す
る
の
は
個
で
は
な
く
て
社

会
な
の
で
あ
る
。

8

　

第
三
の
パ
ス
カ
ル
へ
の
言
及
（『
実
証
哲
学
講
義
』
第
（
巻
第
（（

講
中）

11
（

）
で
は
、〈
自
然
〉（〈
科
学
〉）
が
問
題
と
な
る
。

　

こ
の
箇
所
で
コ
ン
ト
が
取
り
上
げ
る
パ
ス
カ
ル
は
、
デ
カ
ル
ト
が

一
方
で
科
学
の
推
進
者
で
あ
り
な
が
ら
、
他
方
で
知
識
の
進
歩
（
動

性
）
を
見
ず
に
（
生
得
説
を
主
張
）、
社
会
で
は
な
く
個
（
我
）
に

固
執
し
た
の
は
、
彼
が
自
然
の
探
究
に
お
い
て
不
徹
底
で
あ
っ
た
た

め
だ
と
示
唆
す
る
パ
ス
カ
ル
で
あ
る
。

　

コ
ン
ト
は
こ
の
箇
所
で
、
よ
り
詳
し
く
は
、
パ
ス
カ
ル
を
次
の
よ

う
に
見
て
い
る
。
ま
ず
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
陣
営
に
あ
っ
て
、
神
の
存

在
の
合
理
的
証
明
と
い
っ
た
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
「
迂
闊
な
こ
と
」
で

「
危
険
な
こ
と
」
で
あ
る
か
を
理
解
し
て
い
た
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
哲
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学
者
が
パ
ス
カ
ル
で
あ
っ
た
（
パ
ス
カ
ル
の
「
賭
け
」
の
主
張
）。

次
に
、
パ
ス
カ
ル
は
、
神
の
存
在
証
明
を
「
自
然
現
象
の
秩
序
」
か

ら
行
お
う
と
す
る
こ
と
を
「
浅
は
か
な
こ
と
」
と
見
な
し
、「
自
然

の
さ
ら
に
突
っ
込
ん
だ
探
究
は
、
自
然
の
構
成
の
こ
の
上
な
い
不
完

全
さ
を
、
あ
ら
ゆ
る
面
で
明
ら
か
に
し
て
い
く
」
と
考
え
た
。
最
後

に
、
パ
ス
カ
ル
は
、
従
っ
て
、「
自
然
の
構
成
」
を
「
盲
目
的
絶
対

的
に
讃
嘆
す
る
」
の
で
は
な
く
、
な
す
べ
き
は
、
自
然
の
「
主
要
な

異
な
る
諸
部
分
」
の
「
実
証
的
な
探
究
」
を
「
時
間
を
か
け
て
」

行
っ
て
い
く
こ
と
だ
と
考
え
た
。

　

コ
ン
ト
が
こ
の
よ
う
に
捉
え
た
パ
ス
カ
ル
は
、『
パ
ン
セ
』
の
有

名
な
「
広
漠
た
る
中
間
」
の
断
章
に
お
け
る
パ
ス
カ
ル
で
あ
る）

11
（

。

そ
こ
で
は
四
つ
の
観
点
か
ら
「
人
間
の
不
釣
り
合
い
」（
右
往
左
往

の
状
態
）
が
論
じ
ら
れ
、
四
つ
の
容
中
律
の
テ
ー
ゼ
が
示
さ
れ
て
い

る
。
①
（
宇
宙
の
二
つ
の
無
限
を
前
に
）
人
間
は
大
き
く
あ
る
こ
と

も
で
き
な
い
し
、
小
さ
く
あ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
②
（
学
問
の
原

理
と
範
囲
の
二
つ
の
無
限
を
前
に
）
人
間
は
学
問
の
究
極
原
理
に
達

す
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
学
問
の
全
範
囲
を
踏
破
す
る
こ
と
も
で

き
な
い
。
③
（
疑
う
理
性
と
肯
定
す
る
直
観
の
二
原
理
を
前
に
）
人

間
は
確
か
に
知
る
こ
と
も
、
ま
っ
た
く
無
知
で
あ
る
こ
と
も
で
き
な

い
。
④
（
精
神
と
物
体
（
身
体
）
を
前
に
）
人
間
は
純
粋
精
神
で
あ

り
え
な
い
が
、
全
く
物
体
で
も
あ
り
え
な
い
（「
す
べ
て
は
物
体
で

あ
る
」
を
知
る
に
は
精
神
が
必
要
）。
人
間
は
こ
う
し
て
精
神
と
物

体
の
結
合
で
し
か
あ
り
え
な
い
が
、
し
か
し
ま
さ
に
こ
の
結
合
こ
そ

人
間
の
も
っ
と
も
理
解
し
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
四
つ
の
「
不
釣
合
い
」
か
ら
、
③
の
〈
知
と
無
知
〉
の
場
合

を
見
れ
ば
、
一
方
の
〈
知
の
不
可
能
〉
に
つ
い
て
は
「
起
源
の
不

明
」
が
言
わ
れ
、
他
方
の
〈
無
知
の
不
可
能
〉
に
つ
い
て
は
「
誠
実

に
ま
じ
め
に
話
す
な
ら
ば
、
自
然
の
原
理
を
疑
い
得
な
い
」
が
言
わ

れ
て
い
る）

11
（

。
例
え
ば
、
夢
の
懐
疑
に
お
い
て
、
一
方
で
、
夢
の
懐

疑
を
破
る
合
理
的
論
証
は
存
在
し
な
い
が
（
知
の
不
可
能
）、
し
か

し
、
他
方
で
、“
す
べ
て
は
夢
か
も
し
れ
な
い
〟
と
口
を
尖
ら
せ
て

論
じ
る
人
間
が
い
た
と
し
て
、
そ
の
人
間
に
“
誠
実
に
ま
じ
め
に
話

せ
〟
と
一
喝
す
れ
ば
お
そ
ら
く
彼
は
黙
る
の
で
あ
る
（
無
知
の
不
可

能
）。
こ
の
〈
知
と
無
知
〉
の
二
つ
の
不
可
能
の
間
を
人
間
は
行
き

来
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
「
広
漠
た
る
中
間
」
で
「
無
限

に
高
く
そ
び
え
立
つ
塔
を
築
く
た
め
の
究
極
の
不
動
な
基
盤
を
見
い

だ
し
た
い
」
と
願
う
こ
と
（
デ
カ
ル
ト
の
場
合
）、
そ
れ
を
パ
ス
カ

ル
は
「
こ
れ
ら
の
無
限
を
し
っ
か
り
打
ち
眺
め
な
か
っ
た
た
め
」
と

す
る）

1（
（

。
こ
の
よ
う
な
自
然
の
探
求
の
不
徹
底
、
す
な
わ
ち
一
種
の

盲
目
性
か
ら
の
み
「
究
極
の
不
動
の
基
盤
」
を
求
め
る
と
い
っ
た
試

み
は
生
じ
、
従
っ
て
そ
れ
は
破
綻
す
る
。「
わ
れ
わ
れ
の
基
盤
全
体

が
き
し
み
だ
し
、
大
地
は
奈
落
の
底
ま
で
裂
け
る
」
と
言
わ
れ
る）

11
（

。

そ
し
て
デ
カ
ル
ト
も
結
局
は
〈
知
と
無
知
〉
の
間
の
右
往
左
往
を
免

れ
な
か
っ
た
こ
と
（
い
わ
ゆ
る
「
デ
カ
ル
ト
の
循
環
」）
を
、
パ
ス
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カ
ル
は
指
摘
す
る）

11
（

。

　

そ
れ
で
は
〈
知
も
不
可
能
、
無
知
も
不
可
能
〉
と
い
う
こ
の
状
態

で
、「
普
遍
数
学
」
は
論
外
だ
と
し
て
、
そ
も
そ
も
科
学
は
ど
う
な

る
の
か
。
ま
ず
「
広
漠
た
る
中
間
」
に
気
づ
か
せ
る
の
が
、
科
学
の

進
歩
な
の
で
あ
っ
た
（「
無
限
を
し
っ
か
り
と
打
ち
眺
め
る
」）。
し

か
し
そ
う
だ
と
し
て
、
そ
の
先
は
ど
う
な
る
の
か
。
パ
ス
カ
ル
は
た

だ
「
じ
っ
と
し
て
い
ろ
」
言
う）

11
（

。
そ
し
て
そ
れ
を
コ
ン
ト
は
す
で

に
見
た
よ
う
に
、「「
異
な
る
主
要
な
諸
部
分
」
の
「
実
証
的
な
探

究
」
を
「
時
間
を
か
け
て
」
行
っ
て
い
く
こ
と
」
と
解
釈
し
て
い

た）
11
（

。
つ
ま
り
、
現
象
の
「
諸
部
分
」
に
「
実
証
的
な
探
求
」
を
差

し
向
け
、
諸
科
学
を
成
立
さ
せ
て
い
く
と
い
う
「
分
類
の
法
則
」
の

主
張
で
あ
る
。
し
か
し
「
広
漠
た
る
中
間
」
か
ら
「
分
類
の
法
則
」

に
ど
う
至
り
う
る
の
か
。

　

今
こ
こ
で
こ
の
問
題
に
深
入
り
は
で
き
な
い
。
実
際
『
パ
ン
セ
』

に
は
そ
れ
と
し
て
の
科
学
論
は
な
い
。
た
だ
こ
こ
で
は
『
パ
ン
セ
』

の
社
会
論
を
援
用
し
「
分
類
の
法
則
」
に
つ
い
て
一
考
し
て
み
た

い
。『
パ
ン
セ
』
で
は
人
間
の
自
然
状
態
か
ら
の
（
科
学
な
ら
ぬ
）

社
会
の
形
成
が
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

「
最
も
強
い
部
分
が
最
も
弱
い
部
分
を
圧
迫
し
、
つ
い
に
支
配

的
な
一
党
が
で
き
る
ま
で
、
互
い
に
戦
い
合
う
だ
ろ
う
こ
と
に

疑
い
が
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
が
ひ
と
た
び
決
定
さ
れ
る
と
、
戦

い
が
続
く
の
を
欲
し
な
い
支
配
者
た
ち
は
、
彼
ら
の
手
中
に
あ

る
力
が
、
彼
ら
の
気
に
入
る
方
法
で
受
け
継
が
れ
て
い
く
よ
う

に
制
度
を
制
定
す
る
。
あ
る
者
は
、
そ
れ
を
人
民
の
投
票
に
、

他
の
者
は
世
襲
等
々
に
ゆ
だ
ね
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
点
か
ら

想
像
力
が
そ
の
役
割
を
演
じ
始
め
る
。
そ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
は

力
が
事
を
強
行
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
、
力
が
、
あ
る
党
派
の
う

ち
に
、
想
像
力
の
お
か
げ
で
保
た
れ
て
い
く
の
で
あ
る）

11
（

」。

　

人
間
は
自
然
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
社
会
に
お
い
て
も
「
広
漠

た
る
中
間
」
の
状
態
に
あ
る
。
そ
こ
に
は
力
と
正
義
と
言
う
揺
れ
動

き
の
二
極
が
存
在
し
て
い
る
。
一
方
で
、
力
だ
け
で
社
会
は
作
れ
な

い
。
英
雄
も
夜
に
は
眠
る
の
で
あ
り
、
制
度
（
不
寝
番
）
が
不
可
欠

で
あ
る
。
そ
し
て
制
度
に
は
正
義
が
欠
か
せ
な
い
（“
こ
の
立
派
な

方
を
守
る
の
が
私
の
義
務
〟
と
い
っ
た
正
義
感
が
な
け
れ
ば
、
不
寝

番
は
英
雄
の
首
を
掻
っ
切
る
で
あ
ろ
う
）。
し
か
し
先
の
「
性
質
」

の
問
題
で
見
た
よ
う
に
真
の
“
立
派
さ
〟
は
ど
こ
に
も
な
い
。
想
像

力
が
働
き
神
話
（“
王
権
神
授
説
〟
で
あ
れ
“
民
の
声
は
天
の
声
〟

で
あ
れ
）
が
形
成
さ
れ
て
始
め
て
“
正
義
〟、
そ
し
て
制
度
の
維
持

が
図
ら
れ
て
い
く
。
人
間
に
そ
も
そ
も
正
義
は
不
可
能
で
あ
る
。
し

か
し
人
間
に
“
正
義
〟（
括
弧
つ
き
）
は
絶
対
に
必
要
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
想
像
に
よ
る
“
正
義
〟
が
登
場
し
制
度
が
維
持
さ
れ
て
い

く
。
こ
こ
で
制
度
は
「
君
主
制
」
で
あ
っ
た
り
「
民
主
制
」
で
あ
っ
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た
り
し
う
る
（「
フ
ラ
ン
ス
で
は
貴
族
た
ち
の
う
ち
に
、
ス
イ
ス
で

は
平
民
た
ち
の
う
ち
に）

11
（

」）。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
間
に
優
劣
は
存

在
し
な
い
（
君
主
制
が
力
に
よ
る
と
し
て
、
民
主
制
も
た
だ
多
数
と

言
う
力
に
よ
る
）。
パ
ス
カ
ル
は
そ
れ
を
「
習
慣
（
つ
ま
り
制
度
）

は
、
か
つ
て
は
理
由
な
し
に
導
入
さ
れ
た
が
、
理
に
か
な
う
も
の
に

な
っ
た）

11
（

」
と
言
い
表
す
。
出
発
点
に
は
た
ま
た
ま
の
力
の
優
位
と

い
う
偶
然
し
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
習
慣
化
さ
れ
、
想
像
力
に
よ
っ

て
美
化
さ
れ
、
正
当
化
（“
正
義
〟）
さ
れ
て
制
度
と
な
っ
て
い
く
。

従
っ
て
制
度
は
場
当
た
り
的
に
複
数
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ

る
。
詳
し
い
議
論
が
必
要
で
あ
る
が
、
同
じ
よ
う
に
、
人
間
に
真
理

は
不
可
能
だ
が
“
真
理
〟（
括
弧
つ
き
）
は
絶
対
に
必
要
な
の
で
あ

り
、
や
は
り
場
当
た
り
的
に
何
ら
か
の
習
慣
（
経
験
）
が
美
化
さ
れ

“
真
理
〟
に
な
っ
て
い
く
。
コ
ン
ト
が
「
分
類
の
法
則
」
で
説
く
科

学
の
多
数
性
は
、
パ
ス
カ
ル
の
社
会
論
に
お
け
る
制
度
の
多
数
性
に

重
な
る
と
考
え
う
る
。

　

こ
う
し
て
コ
ン
ト
は
〈
自
然
〉（〈
科
学
〉）
に
向
う
「
分
類
の
法

則
」
に
お
い
て
も
、
デ
カ
ル
ト
の
「
究
極
の
不
動
の
基
盤
」
で
は
な

く
、
パ
ス
カ
ル
の
「
広
漠
た
る
中
間
」
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

9

　

以
上
か
ら
、
コ
ン
ト
は
実
証
哲
学
に
本
質
的
な
〈
進
歩
〉、〈
我
〉

そ
し
て
〈
自
然
〉（〈
科
学
〉）
の
主
張
に
お
い
て
パ
ス
カ
ル
を
踏
襲

し
て
い
る
と
言
え
る
。
コ
ン
ト
の
パ
ス
カ
ル
主
義
、
従
っ
て
、
反
デ

カ
ル
ト
主
義
は
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
改
め
て
、
そ
れ
は
形

而
上
学
者
デ
カ
ル
ト
の
拒
否
で
あ
っ
て
、
科
学
者
デ
カ
ル
ト
の
拒
否

で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
最
後
に
『
方
法
序
説
』
に
つ

い
て
語
る
コ
ン
ト
の
言
葉
を
引
い
て
み
た
い
。

「
こ
の
見
事
な
序
説
に
お
い
て
、
デ
カ
ル
ト
は
、
自
分
個
人
の

歴
史
を
素
朴
に
た
ど
り
な
が
ら
、
そ
う
と
は
知
ら
ず
に
、
人
間

理
性
の
一
般
的
な
歩
み
を
描
写
し
て
い
る
の
で
あ
る）

11
（

」。

　
『
方
法
序
説
』 

の
中
で
デ
カ
ル
ト
は
確
か
に
歴
史
を
退
け
て
い
る）

11
（

。

し
か
し
、
コ
ン
ト
は
こ
の
書
そ
の
も
の
が
「
そ
う
と
は
知
ら
ず
に
」、

歴
史
、
つ
ま
り
、
コ
ン
ト
の
意
味
で
の
「
社
会
学
」
に
な
っ
て
い
る

と
言
う
の
で
あ
る
。『
方
法
序
説
』
に
は
『
幾
何
学
』
を
ふ
く
む
三

試
論
が
続
く
が
、
デ
カ
ル
ト
は
三
試
論
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、

『
方
法
序
説
』
に
お
い
て
科
学
者
（
社
会
学
者
）
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
観
点
か
ら
、
コ
ン
ト
は
デ
カ
ル
ト
の
形
而
上
学
に
つ
い
て
も
再

解
釈
を
施
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
そ
の
形
而
上
学

（
心
身
二
元
論
）
に
よ
っ
て
、「
知
性
と
社
会
性
に
つ
い
て
の
最
小
限

の
研
究
だ
け
を
哲
学
に
残
し
、
自
余
の
す
べ
て
の
領
域
を
科
学
に
開

放
し
た）

1（
（

」。
あ
る
い
は
さ
ら
に
、「
こ
の
二
元
論
は
一
方
で
は
、
時



（9

代
へ
の
仕
方
な
い
譲
歩
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
で
、
デ
カ
ル
ト
は
、

科
学
に
、
最
終
の
領
域
を
手
掛
け
る
の
に
必
要
な
力
量
を
養
う
た
め

の
自
由
を
与
え
た
の
で
あ
る）

11
（

」。
デ
カ
ル
ト
の
形
而
上
学
は
、
科
学

が
ま
だ
不
十
分
な
力
量
し
か
持
ち
得
な
い
で
い
る
時
代
へ
の
、
デ
カ

ル
ト
も
不
本
意
な
、
あ
く
ま
で
も
科
学
の
た
め
に
行
っ
た
「
仕
方
な

い
妥
協
」
の
産
物
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
科
学
者
デ
カ
ル
ト

を
も
り
立
て
る
た
め
に
、
形
而
上
学
者
デ
カ
ル
ト
を
こ
こ
ま
で
複
雑

に
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
か
ど
う
か
躊
躇
も
さ
れ
る
が
、『
方
法

序
説
』
が
等
閑
視
さ
れ
が
ち
で
、『
省
察
』
が
あ
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト

が
『
方
法
序
説
』
を
仮
に
書
い
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
構
わ
な
い

と
い
っ
た
風
の
デ
カ
ル
ト
解
釈
が
ま
ま
見
ら
れ
る
今
日
、
あ
く
ま
で

も
『
方
法
序
説
と
三
試
論
』
の
デ
カ
ル
ト
に
真
価
を
見
よ
う
と
す
る

コ
ン
ト
の
デ
カ
ル
ト
解
釈
は
、
顧
み
ら
れ
て
よ
い
と
考
え
る
。
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