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Ⅰ
　
は
じ
め
に

　

現
代
は
、
誰
も
が
認
め
る
科
学
の
時
代
で
あ
る
。
科
学
抜
き
に
し

て
は
私
た
ち
の
生
活
も
文
化
も
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
例
え
ば
、

半
導
体
部
品
を
応
用
し
た
Ｉ
Ｃ
（
集
積
回
路
）
や
Ｌ
Ｓ
Ｉ
（
大
規
模

集
積
回
路
）
が
、
マ
イ
ク
ロ
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
の
主
役
と
な
り
、

そ
の
結
果
い
わ
ゆ
る
Ｉ
Ｔ
革
命
が
起
き
て
、
我
々
の
日
常
生
活
を
激

変
さ
せ
て
い
る
。
現
代
生
活
を
支
え
て
い
る
の
は
、
半
導
体
部
品
を

生
み
出
し
た
現
代
物
理
学
の
中
の
量
子
論
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の

圧
倒
的
な
科
学
の
力
の
た
め
に
、
教
育
の
場
に
お
い
て
も
、
科
学
的

教
養
を
前
提
に
し
て
人
間
形
成
が
さ
れ
て
い
る
。
現
代
、「
科
学
的

で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、「
迷
信
や
で
た
ら
め
で
な
く
正
し
い
こ

と
で
あ
る
」
と
ほ
と
ん
ど
の
人
々
が
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
現
代

の
科
学
で
は
計
れ
な
い
多
く
の
困
難
な
問
題
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
ほ
と
ん
ど
の
現
代
人
は
、
科
学
の
延
長
線
上
に
そ
の
答
え
が
あ

り
そ
う
と
、
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
て
い
る
。
そ
れ
以
外
に
答
え
が
あ

る
と
は
な
か
な
か
考
え
な
い
。

　

一
方
、
既
成
仏
教
教
団
は
、
科
学
と
の
対
話
な
い
し
対
決
を
避
け

て
、
伝
統
的
教
義
の
中
に
逃
げ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
の
大

き
な
理
由
は
、
両
者
が
共
通
の
対
象
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ

と
言
え
る
。
お
お
ま
か
に
言
え
ば
科
学
は
物
質
を
対
象
と
し
、
仏
教

は
心
を
対
象
と
し
て
い
る
た
め
、
両
者
に
接
点
が
な
か
っ
た
か
ら
だ

と
言
え
る
。
そ
し
て
真
理
に
至
る
方
法
論
が
全
く
異
な
っ
て
い
た
。

仏
教
は
、
瞑
想
を
通
し
て
の
洞
察
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
識
が
サ
ン

仏
教
と
現
代
科
学
の
接
点

│
│
一
元
論
的
宇
宙
観
│
│

江　
　

角　
　

弘　
　

道
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ス
ク
リ
ッ
ト
で
書
か
れ
て
い
る
。
一
方
、
科
学
は
実
験
か
ら
得
ら
れ

た
知
識
を
分
析
・
統
合
し
て
数
学
で
書
き
表
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
生
命
の
誕
生
の
不
可
思
議
さ
を
思
い
、
ど
ち
ら
も
宇
宙

の
中
に
あ
る
「
い
の
ち
」
を
対
象
と
し
て
い
る
と
い
う
視
点
で
考
え

る
と
接
点
が
あ
る
。
現
代
宇
宙
物
理
学
に
お
け
る
宇
宙
誕
生
や
生
命

科
学
に
お
け
る
生
命
認
識
と
仏
教
に
お
け
る
霊
性
・
宇
宙
意
識
に
は

接
点
が
あ
る
。
い
や
、
仏
教
の
真
理
は
科
学
の
次
元
を
大
き
く
含
ん

で
展
開
さ
れ
て
い
る
と
思
え
る
。

　

現
代
物
理
学
は
、
東
洋
の
思
想
家
た
ち
が
二
千
年
以
上
前
に
直
面

し
、
悟
っ
て
い
っ
た
認
識
論
的
問
題
を
二
十
世
紀
に
な
っ
て
直
面

し
、
そ
の
東
洋
思
想
に
深
く
影
響
さ
れ
、
そ
の
智
慧
を
生
か
し
て
量

子
論
を
構
築
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
量
子
論
は
、
自
然
と
観
測
者
を

分
け
て
考
え
る
二
元
論
的
な
世
界
観
を
退
け
、
観
測
対
象
で
あ
る
自

然
と
観
測
す
る
も
の
を
一
つ
の
セ
ッ
ト
で
考
え
る
一
元
論
的
な
自
然

観
を
示
す
。
つ
ま
り
現
代
物
理
学
は
、
東
洋
思
想
の
一
元
論
的
宇
宙

観
に
限
り
な
く
接
近
し
つ
つ
あ
る
と
言
え
る
。

Ⅱ
　
仏
教
の
視
点
─
─
唯
識
か
ら
─
─

　

唯
識
の
「
摂
大
乗
論
」
は
、
イ
ン
ド
の
無
著
（
三
九
〇
〜
四
七

〇
）
の
主
著
で
あ
る
。
そ
の
タ
イ
ト
ル
は
「
大
乗
仏
教
の
本
質
を
包

括
的
に
把
握
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
岡
野
守

也
・
羽
矢
辰
夫
著
の
『
摂
大
乗
論
現
代
語
訳
』
を
参
考
に
し
て
、
そ

の
中
の
「
三
性
説
」
に
よ
っ
て
仏
教
の
視
点
を
説
明
す
）
1
（
る
。

　
「
摂
大
乗
論
」
の
第
二
章
は
、「
知
ら
れ
る
べ
き
も
の
の
勝
れ
た
相

（
応
知
勝
相
）」
で
、「
知
ら
れ
る
べ
き
も
の
」
と
は
、
世
界
の
あ
り

方
・
見
え
方
の
三
つ
の
側
面
、〈
三
相
〉
で
あ
る
。
こ
れ
は
、〈
ア
ー

ラ
ヤ
識
〉
と
な
ら
ん
で
唯
識
説
の
中
核
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ

る
。

　

仏
教
の
考
え
方
で
は
、
す
べ
て
の
存
在
は
無
我
＝
無
実
体
で
あ

り
、
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
も
の
は
何
も
な
い
。
例
え
ば
、
私
た
ち

は
「
自
分
は
自
分
だ
け
で
い
る
・
い
る
こ
と
が
で
き
る
」
か
の
よ
う

に
思
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
私
が
い
る
こ
と
は
、
例
え
ば
床
に
支
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
床
を
建
物
が
支
え
て
い
る
こ
と
、
そ
の
建

物
を
大
地
が
支
え
て
い
る
こ
と
、
そ
の
大
地
は
地
球
全
体
の
一
部
で

あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
地
球
に
空
気
が
あ
っ
て
そ
れ
を
吸
っ
て

い
る
こ
と
、
そ
の
地
球
の
水
を
飲
ん
だ
こ
と
、
地
球
上
の
さ
ま
ざ
ま

な
生
命
を
食
物
と
し
て
食
べ
た
こ
と
、
そ
の
す
べ
て
の
生
命
は
太
陽

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
て
い
る
こ
と
…
…
数
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え
は
じ
め
る
と
果
て
し
の
な
い
、
い
ろ
い
ろ
な
「
他
」
の
も
の
に

よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
自
分
だ
け
で
い
る
自
分
な

ど
と
い
う
も
の
は
、
存
在
し
な
い
。

　

そ
れ
は
私
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
何
か
が
起
こ
っ
て
い
る
場

合
、
か
な
ら
ず
他
に
よ
っ
て
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
存
在
の
姿

だ
。
す
べ
て
の
存
在
は
、
私
を
ふ
く
め
て
世
界
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る

も
の
が
、
そ
れ
自
体
で
は
存
在
し
得
な
い
。
い
つ
も
他
に
よ
っ
て
存

在
し
て
い
る
、
起
こ
っ
て
い
る
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ

が
存
在
の
基
本
的
な
性
格
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
唯
識
で
は
、〈
依

他
性
〉
あ
る
い
は
〈
依
他
起
性
〉
と
い
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
私
た
ち
は
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
す
べ
て
を
見
て
、
他

に
よ
っ
て
で
は
な
く
そ
れ
自
体
と
し
て
、
実
体
と
し
て
存
在
す
る
と

い
う
錯
覚
を
抱
く
。
特
に
自
分
に
つ
い
て
「
お
れ
は
お
れ
だ
け
で
存

在
し
て
い
る
。
だ
れ
の
世
話
に
も
な
っ
て
な
い
」
と
い
う
妄
想
を
抱

き
、
執
着
し
、
す
べ
て
の
も
の
が
実
体
と
し
て
存
在
し
て
い
る
か
の

よ
う
に
思
っ
て
、
そ
れ
に
執
着
す
る
。
自
分
も
も
の
も
み
な
別
々
に

分
か
れ
て
、
そ
れ
自
体
で
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
っ
て
い

る
。
そ
う
い
う
も
の
の
見
方
や
世
界
の
見
え
方
を
〈
分
別
性
〉
あ
る

い
は
〈
遍
計
所
執
性
〉
と
い
う
。
し
か
し
、
本
当
に
悟
っ
た
人
は
、

も
の
の
完
全
に
完
成
し
た
本
当
の
姿
・
性
質
が
見
え
る
。
す
べ
て

は
、
本
当
は
一
体
な
の
だ
と
い
う
。
私
も
あ
な
た
も
、
宇
宙
の
す
べ

て
の
も
の
は
、
皆
本
来
は
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
を
〈
真
実
性
〉
あ
る

い
は
〈
円
成
実
性
〉
と
い
う
。

　

と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
ド
ロ
ド
ロ
、
ベ
ッ
ク
リ
、
ノ
ッ
ペ
ラ

ボ
ー
の
混
沌
状
態
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
宇
宙
の
中
の
す
べ
て
の

存
在
は
、
も
と
も
と
み
な
つ
な
が
っ
て
い
て
一
つ
で
は
あ
る
が
、
い

ち
お
う
仮
に
は
は
っ
き
り
と
、
私
と
あ
な
た
、
こ
れ
と
そ
れ
、
い
の

ち
と
い
の
ち
で
な
い
物
…
…
と
い
う
ふ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
重
層
立
体
的

に
分
か
れ
て
い
る
。
分
か
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と

が
起
こ
る
。

　

私
た
ち
ふ
つ
う
の
人
間
＝
凡
夫
は
、
も
の
（
者
・
物
）
が
ま
ず
バ

ラ
バ
ラ
に
存
在
し
て
い
て
（
遍
計
所
執
性
）、
そ
れ
が
後
で
関
係
し

て
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
起
こ
る
（
依
他
起
性
）
と
い
う
ふ
う
に
考
え

て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
目
覚
め
た
ひ
と
＝
仏
は
、
ま
ず
一
体
の
世

界
が
あ
っ
て
（
円
戌
実
性
）、
そ
れ
が
仮
に
分
か
れ
て
い
ろ
い
ろ
な

関
係
を
結
ん
で
い
る
（
依
他
起
性
）
と
見
る
。
ど
ち
ら
も
、
他
と
の

関
係
な
し
に
は
何
も
起
こ
ら
な
い
こ
と
は
認
め
て
い
る
の
だ
が
、
凡

夫
と
仏
と
で
は
、
も
の
を
見
る
方
向
が
ち
ょ
う
ど
逆
な
の
で
あ
る
。
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大
乗
仏
教
に
は
、
こ
う
し
た
世
界
の
あ
り
方
・
見
え
方
に
三
つ
の
性

格
（
三
性
）
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
図
１
は
、〈
分
別
性
又
は
遍
計

所
執
性
〉、〈
依
他
起
性
〉、〈
円
成
実
性
〉
の
三
性
の
関
係
を
示
し
た

も
の
で
あ
）
2
（
る
。

　

仏
教
で
は
、「
宇
宙
に
存
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
は
皆
本
来
は
一

つ
で
あ
る
」
と
い
う
見
方
、
す
な
わ
ち
一
元
論
的
な
見
方
を
し
て
い

る
。

Ⅲ
　
仏
教
の
宇
宙
観
─
─
正
法
眼
蔵
か
ら
─
─

　

道
元
の
主
著
で
あ
る
『
正
法
眼
蔵
』
第
七
の
「
一
顆
明
珠
」
の
箇

所
に
は
、
次
の
記
述
が
あ
）
3
（

る
。

　

つ
い
に
み
ち
を
え
て
の
ち
人
に
し
め
す
に
い
は
く
、「
尽
十
方
世

界
是
一
顆
明
珠
」。

　

と
き
に
僧
問
う
、「
承
る
和
尚
言
え
る
こ
と
有
り
。
尽
十
方
世
界
、

是
一
顆
明
珠
、
学
人
如
何
が
会
得
せ
ん
。」

　

師
曰
く
、「
尽
十
方
世
界
、
是
一
顆
明
珠
、
会
を
用
い
て
麼
か
作

せ
ん
。」

　

師
来
日
却
っ
て
其
僧
に
問
う
、「
尽
十
方
世
界
、
是
一
顆
明
珠
、

汝
作
麼
か
会
す
。」

図１　三性説について 
（参照：岡野守也著『唯識のすすめ』）

遍計所執性
（分別性）

依他起性

円成実性

悟りの見方

迷いの見方バラバラを見る見方 

つながりを見る見方 

一つを見る見方 
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僧
曰
く
、「
尽
十
方
世
界
、
是
一
顆
明
珠
、
会
を
用
い
て
麼
か
作

せ
ん
。」
師
曰
く
、「
知
ん
ぬ
、
汝
黒
山
鬼
窟
裏
に
向
か
っ
て
活
計
を

作
す
。」

　

い
ま
道
取
す
る
「
尽
十
方
世
界
是
一
顆
明
珠
」、
は
じ
め
て
玄
沙

に
あ
り
。
そ
の
宗
旨
は
、
尽
十
方
世
界
は
、
広
大
に
あ
ら
ず
微
小
に

あ
ら
ず
、
方
円
に
あ
ら
ず
中
正
に
あ
ら
ず
、
活
鱍
鱍
に
あ
ら
ず
、
露

廻
廻
に
あ
ら
ず
、
さ
ら
に
生
死
去
来
に
あ
ら
ざ
る
ゆ
へ
に
生
死
去
来

な
り
。
恁
麼
の
ゆ
え
に
、
昔
日
曾
此
来
な
り
、
而
今
従
此
来
な
り
、

究
弁
す
る
に
た
れ
か
片
片
な
り
と
見
徹
す
る
あ
ら
む
、
た
れ
か
兀
兀

な
り
と
検
挙
す
る
あ
ら
ん
。

　

こ
こ
で
、
尽
十
方
世
界
は
「
全
世
界
」
あ
る
い
は
「
全
宇
宙
」
と

読
み
と
れ
る
。
そ
の
「
全
宇
宙
」
が
「
縁
起
」
で
あ
る
、
つ
な
が
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
覚
り
深
め
て
行
く
と
、「
宇
宙
は
す
べ
て
つ

な
が
っ
て
一
つ
だ
」
と
い
う
気
づ
き
に
到
る
。
す
べ
て
つ
な
が
り

あ
っ
て
い
る
か
ら
、
空
間
的
に
言
え
ば
す
べ
て
「
明
ら
か
」
で
あ

り
、
完
成
さ
れ
た
も
の
と
い
う
意
味
で
「
珠
」
の
よ
う
な
の
で
あ
る

と
い
う
。
従
っ
て
「
全
宇
宙
は
一
体
の
透
明
な
明
る
く
光
り
輝
く
珠

で
あ
る
」
と
の
宇
宙
観
を
述
べ
て
い
る
。

　

現
代
宇
宙
論
で
は
、
宇
宙
の
始
ま
り
に
は
「
ビ
ッ
グ
バ
ン
」
が
あ

り
、
宇
宙
が
始
ま
っ
た
最
初
の
瞬
間
は
、
想
像
を
絶
す
る
巨
大
な
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
塊
・「
光
の
玉
」
が
あ
っ
た
と
し
て
い
）
4
（
る
。
宇
宙
を

「
明
珠
」（
明
る
い
珠
）
と
表
現
し
た
玄
沙
や
道
元
の
直
観
的
な
洞
察

と
現
代
科
学
の
知
見
が
み
ご
と
に
対
応
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
人
間

が
存
在
し
て
い
る
こ
と
の
中
に
宇
宙
一
三
七
億
年
の
歴
史
が
込
め
ら

れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
一
人
一
人
の
心
の
奥
底
に
そ
の
情
報
も
入
っ

て
い
て
、
科
学
的
知
識
が
な
く
て
も
、
深
い
瞑
想
を
行
な
う
こ
と

で
、
そ
の
こ
と
を
直
観
的
に
掴
む
こ
と
が
で
き
る
人
が
い
る
と
い
う

こ
と
な
の
だ
ろ
）
5
（

う
。

Ⅳ
　
現
代
物
理
学
の
視
）
6
（

点

　

古
代
は
、
科
学
と
宗
教
が
融
合
し
て
い
た
が
、
中
世
に
は
宗
教
が

科
学
を
支
配
し
て
い
た
。
人
類
の
最
初
の
科
学
革
命
は
、
お
そ
ら

く
、
十
六
、
十
七
世
紀
の
科
学
革
命
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
十
七
世
紀

は
、
科
学
革
命
の
世
紀
と
よ
ば
れ
る
多
数
の
天
才
が
現
れ
、
現
代
科

学
の
基
本
的
な
性
格
を
築
き
あ
げ
た
。
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
、
ケ
プ

ラ
ー
、
ガ
リ
レ
オ
、
デ
カ
ル
ト
、
パ
ス
カ
ル
、
ハ
イ
ゲ
ン
ス
、
ハ

レ
ー
な
ど
、
科
学
の
歴
史
に
名
を
と
ど
め
る
人
び
と
が
、
こ
の
時
代

に
現
れ
た
が
、
こ
の
時
代
の
締
め
く
く
り
に
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
現
れ

る
。
古
典
力
学
（
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
）
と
よ
ば
れ
る
学
問
体
系
を
建
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設
し
た
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
、
重
力
（
重
力
と
は
、
質
量
を
持
つ
物
質
に

働
く
力
で
あ
る
）
の
基
本
的
な
性
質
に
つ
い
て
重
要
な
発
見
を
し

た
。
彼
が
建
設
し
た
力
学
は
、
こ
の
二
十
世
紀
に
な
っ
て
、
相
対
論

と
量
子
論
で
変
更
を
受
け
る
ま
で
、
二
百
年
余
り
に
わ
た
っ
て
命
脈

を
保
っ
て
き
た
。
現
在
で
も
、
光
速
に
あ
ま
り
近
く
な
い
速
さ
で
、

あ
ま
り
重
力
が
強
く
な
い
場
所
で
、
あ
ま
り
小
さ
す
ぎ
な
い
物
体
の

振
る
舞
い
に
つ
い
て
は
、
十
分
正
確
な
結
果
を
与
え
る
か
ら
こ
そ
何

百
年
も
支
持
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

二
十
世
紀
は
二
度
目
の
科
学
革
命
の
世
紀
で
あ
っ
た
。
ア
イ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
一
九
〇
五
年
に
特
殊
相
対
性
理
論
を
発
表
し
、

ニ
ュ
ー
ト
ン
の
い
う
絶
対
的
な
時
間
と
空
間
は
な
く
、
時
間
と
空
間

は
密
接
に
関
係
が
あ
り
、
一
つ
の
時
空
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
た
め
、
光
速
に
近
い
速
度
で
運
動
す
る
も
の

に
お
い
て
は
、
時
間
と
空
間
に
対
す
る
我
々
の
常
識
的
な
観
念
は
通

用
せ
ず
、
時
間
の
進
み
方
が
遅
く
、
進
行
方
向
の
長
さ
が
縮
み
、
重

さ
が
増
え
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
一
九
一
六
年
に
は
、

一
般
相
対
性
理
論
を
発
表
し
、
質
量
を
持
つ
物
質
が
周
囲
の
時
空
に

影
響
を
与
え
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
た
め
、
重
力
が
強
い

場
所
で
は
、
空
間
が
曲
が
り
、
そ
の
場
所
を
進
行
す
る
光
の
進
路
は

曲
げ
ら
れ
、
時
間
の
進
み
方
が
遅
く
な
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
。

　

ま
た
、
あ
ま
り
に
も
小
さ
な
物
体
（
お
よ
そ
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の

一
〇
〇
〇
万
分
の
一
よ
り
小
さ
い
ミ
ク
ロ
の
物
質
…
…
原
子
や
電
子

な
ど
の
物
質
）
に
対
し
て
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
が
適
用
で
き
な

く
、
量
子
論
を
適
用
し
て
物
質
の
状
態
を
扱
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
プ
ラ
ン
ク
、
ボ
ー
ア
、
ド
・
ブ
ロ
イ
、
シ
ュ
レ
デ
ィ
ン
ガ
ー
、

ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
グ
な
ど
の
物
理
学
者
た
ち
が
、
量
子
論
を
建
設
し
て

い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
我
々
の
「
自
然
」
に
た
い
す
る
認
識
を
一
変

さ
せ
た
。

　

我
々
は
自
然
現
象
を
観
察
す
る
時
に
、
そ
れ
を
「
あ
る
が
ま
ま
」

に
見
よ
う
と
努
め
る
。
従
っ
て
、
観
察
す
る
人
間
が
観
察
の
対
象
物

に
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
に
、
静
か
に
注
意
深
く
観
察
す
る
こ
と
が

よ
い
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
観
察
対
象
で
あ
る
自
然

と
、
観
察
者
で
あ
る
人
間
と
を
は
っ
き
り
と
区
別
す
る
考
え
で
あ

り
、
い
わ
ゆ
る
「
二
元
論
」
の
立
場
で
あ
る
。
近
代
的
な
自
然
観
が

し
み
つ
い
た
我
々
は
、
あ
ま
り
疑
う
こ
と
な
く
、
こ
う
し
た
見
方
を

し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
量
子
論
に
よ
る
と
、
ミ
ク
ロ
の
物
質
を
「
あ

る
が
ま
ま
」
に
見
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ミ
ク
ロ

の
物
質
を
観
察
し
よ
う
と
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
「
波
」
で
あ
っ
た
の
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に
素
早
く
「
粒
子
」
に
変
身
し
て
し
ま
う
（
波
の
収
縮
が
起
こ
り
、

粒
子
に
な
る
と
考
え
る
）
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ミ
ク
ロ
の
物
質

を
観
察
し
て
い
る
時
、
我
々
は
常
に
「
こ
れ
は
今
、
私
が
見
て
い
る

か
ら
こ
う
な
っ
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
見
ら
れ
る
側
の
ミ
ク
ロ
の

物
質
（
＝
自
然
）
と
見
る
側
の
人
間
を
必
ず
セ
ッ
ト
に
し
て
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
一
元
論
」
の
立
場
に
な
る
。
す
な
わ

ち
、
ミ
ク
ロ
の
物
質
は
、
観
測
さ
れ
て
い
な
い
時
に
は
波
に
な
っ
て

い
て
、
居
場
所
が
一
か
所
に
決
ら
ず
、
ミ
ク
ロ
の
物
質
の
居
場
所

は
、
誰
か
が
「
見
る
」
こ
と
（
観
測
）
に
よ
っ
て
初
め
て
決
ま
る
。

一
九
二
六
年
に
シ
ュ
レ
デ
ィ
ン
ガ
ー
は
、
物
質
の
「
波
」
の
伝
わ
り

方
を
計
算
す
る
方
程
式
（
シ
ュ
レ
デ
ィ
ン
ガ
ー
の
波
動
方
程
式
：
物

質
の
状
態
を
波
動
関
数
ψプ

サ
イ

で
表
し
、
ψプ
サ
イ

の
従
う
べ
き
方
程
式
で
あ

る
）
を
発
表
し
、
物
質
が
ど
ん
な
形
の
波
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
波

が
時
間
の
経
過
と
共
に
ど
の
よ
う
に
伝
搬
す
る
か
を
示
し
た
。
し
か

し
、
現
在
は
物
質
の
波
（
物
質
波
）
の
解
釈
に
つ
い
て
二
つ
の
考
え

が
対
立
し
て
い
て
統
一
的
な
解
釈
が
な
い
状
態
で
あ
る
。
一
つ
は
、

ボ
ー
ア
等
が
主
張
す
る
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
解
釈
と
い
わ
れ
る
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ミ
ク
ロ
の
物
質
の
未
来
は
確
率
的
に
決
ま

る
（
波
動
関
数
の
確
率
解
釈
）
こ
と
に
な
る
。
確
率
と
い
う
原
理
を

物
理
学
の
中
に
持
ち
込
ん
だ
た
め
、
物
理
学
は
も
は
や
「
決
定
論
」

で
は
な
く
な
っ
た
。「
自
然
現
象
の
未
来
は
、
自
然
の
法
則
に
基
づ

い
て
た
だ
一
つ
に
決
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
決
定
論
を

否
定
し
た
解
釈
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
自
然
現
象
は
決
定
論
と
し

て
記
述
で
き
る
こ
と
を
信
じ
て
い
た
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、「
神

は
サ
イ
コ
ロ
遊
び
を
好
ま
な
い
」
と
い
う
有
名
な
言
葉
で
、
確
率
解

釈
を
柱
と
す
る
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
解
釈
を
激
し
く
批
判
し
た
。
な

お
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
言
う
「
神
」
と
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
で

は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
自
然
現
象
を
貫
き
決
定
す
る
究
極
の
原
理
・
真

理
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ミ
ク
ロ
の
物
質
が
持
つ
「
本
質

的
な
不
確
か
さ
」
を
発
見
し
た
の
は
、
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
で
あ
る
。

一
九
二
七
年
、
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
は
、
こ
れ
を
不
確
定
性
原
理
と
し

て
発
表
し
た
。
そ
の
内
容
は
「
あ
る
物
質
の
『
位
置
』
と
『
運
動

量
』
を
測
定
す
る
時
、
両
者
を
同
時
に
た
だ
一
つ
の
値
に
確
定
す
る

こ
と
は
で
き
ず
、
避
け
ら
れ
な
い
不
確
か
さ
が
残
る
」
と
い
う
も
の

だ
っ
た
。
不
確
定
性
原
理
の
誕
生
に
よ
っ
て
、
量
子
論
は
そ
の
体
系

を
ひ
と
通
り
完
成
さ
せ
た
。「
整
然
と
し
た
自
然
を
表
す
決
定
論
と

し
て
の
物
理
学
」
を
否
定
し
た
量
子
論
は
、
物
質
が
「
粒
子
」
と
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「
波
」
の
二
つ
の
性
質
を
あ
わ
せ
持
つ
こ
と
、
そ
し
て
自
然
は
本
質

的
に
き
わ
め
て
曖
昧
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
ん
な
自
然
に
対
し

て
我
々
が
で
き
る
の
は
「
だ
い
た
い
の
測
定
や
確
率
的
な
予
測
を
行

な
う
こ
と
」
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
し
か
で
き
な
い
の
で
は
な
く
て
、

自
然
現
象
と
は
も
と
も
と
曖
昧
な
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。

　

量
子
論
が
示
す
物
質
観
・
自
然
観
の
特
徴
を
、
ボ
ー
ア
は
相
補
性

と
い
う
言
葉
で
説
明
し
た
。
古
典
力
学
で
は
一
か
所
に
存
在
す
る

「
粒
子
」
と
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
に
広
が
っ
て
い
る
「
波
」
と
は
矛
盾

す
る
概
念
で
あ
る
。
し
か
し
量
子
論
は
こ
の
二
つ
の
概
念
を
同
じ
電

子
の
中
に
見
い
だ
す
。
た
だ
し
電
子
が
粒
子
と
波
の
性
格
を
同
時
に

表
す
こ
と
は
な
い
。
観
測
し
て
い
な
い
と
き
は
、
波
の
よ
う
に
振
る

舞
い
、
観
測
し
た
途
端
に
粒
子
と
し
て
発
見
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に

相
い
れ
な
い
は
ず
の
二
つ
の
事
物
が
互
い
に
補
い
合
っ
て
一
つ
の
事

物
や
世
界
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
考
え
方
を
相
補
性
と
い
う
。
こ

こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
観
測
者
が
観
測
し
て
は
じ
め
て
現
象
が
決
ま

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
観
測
す
る
対
象
物
と
そ
れ
を
観
測
す
る
観

測
者
を
一
つ
に
ま
と
め
て
見
る
見
方
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
不
確
定

性
原
理
が
説
く
「
位
置
を
決
め
る
と
運
動
量
（
＝
質
量
×
速
度
）
が

決
ま
ら
ず
、
運
動
量
を
決
め
る
と
位
置
が
決
ま
ら
な
い
」
の
も
位
置

と
運
動
量
の
相
補
性
で
あ
る
。

　

実
は
ボ
ー
ア
や
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
グ
は
、
東
洋
思
想
と
り
わ
け
老
荘

思
想
（
タ
オ
イ
ズ
ム
）
に
大
き
く
刺
激
を
さ
れ
て
い
て
、
量
子
論
の

解
釈
の
中
に
そ
の
思
想
を
取
り
入
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
老
荘
思
想

の
中
心
で
あ
る
道
（
タ
オ
）
は
、
自
然
と
か
無
為
と
同
義
と
さ
れ
、

ま
た
陰
陽
の
思
想
で
説
明
さ
れ
る
。
道
は
真
理
で
あ
り
、
無
極
（
む

ご
く
）
と
呼
ば
れ
、
ま
た
太
極
と
か
太
素
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
ら
の

思
想
は
、
太
極
図
で
示
さ
れ
る
。
ボ
ー
ア
は
相
補
性
を
表
す
シ
ン
ボ

ル
と
し
て
古
代
中
国
の
「
陰
陽
思
想
」
を
象
徴
す
る
太
極
図
を
好
ん

で
用
い
た
。
陰
と
陽
と
い
う
対
立
す
る
「
気
」
が
絡
み
合
い
、
相
互

作
用
を
行
な
う
こ
と
で
す
べ
て
の
自
然
現
象
や
人
間
活
動
が
決
ま
る

と
す
る
陰
陽
思
想
は
、
量
子
論
の
描
く
世
界
像
と
一
致
す
る
。
量
子

論
は
こ
の
よ
う
に
東
洋
思
想
に
相
通
じ
る
部
分
を
持
っ
て
い
る
。

　

東
洋
思
想
の
柱
に
「
一
元
論
」
が
あ
り
、
こ
れ
は
近
代
科
学
の
根

底
に
あ
る
「
二
元
論
」
と
対
立
す
る
概
念
で
あ
る
。
物
と
心
、
自
然

と
人
間
な
ど
を
分
け
て
取
り
扱
う
の
が
二
元
論
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を

不
可
分
な
も
の
と
み
な
す
の
が
一
元
論
で
あ
る
。

　

コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
解
釈
を
唱
え
る
量
子
論
の
主
流
派
に
対
し
て
、
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シ
ュ
レ
デ
ィ
ン
ガ
ー
は
、
一
九
三
五
年
に
猫
を
使
っ
た
思
考
実
験
を

説
明
し
て
、
量
子
論
が
抱
え
る
問
題
点
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
は
、

「
シ
ュ
レ
デ
ィ
ン
ガ
ー
の
猫
」
と
呼
ば
れ
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ

る
。
現
在
、
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
解
決
す
る
方
法
と
し
て
、「
多

世
界
解
釈
」
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

　

多
世
界
解
釈
は
、
エ
ベ
レ
ッ
ト
が
一
九
五
七
年
に
著
し
た
、
宇
宙

の
成
り
立
ち
を
論
じ
た
「
パ
ラ
レ
ル
ワ
ー
ル
ド
論
」
が
原
点
に
な
っ

て
い
る
。
パ
ラ
レ
ル
ワ
ー
ル
ド
論
、
日
本
語
に
訳
す
と
「
並
行
宇
宙

論
」
で
は
、
宇
宙
は
そ
の
誕
生
以
来
、
量
子
論
に
基
づ
い
て
い
く
つ

に
も
枝
分
か
れ
を
し
て
き
て
、
そ
の
一
つ
が
現
在
私
た
ち
の
い
る
宇

宙
だ
と
考
え
る
。
そ
し
て
私
た
ち
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
に
、
別
の
宇

宙
が
い
く
つ
も
存
在
し
、
そ
こ
に
は
「
も
う
一
人
の
私
」
た
ち
が
暮

ら
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
考
え
方
を
用
い
て
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
矛

盾
な
く
解
決
し
た
。

　

現
在
で
も
量
子
論
の
主
流
は
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
解
釈
に
基
づ
く
も

の
で
あ
り
、
多
世
界
解
釈
を
と
る
科
学
者
は
少
数
派
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
。
そ
の
主
な
理
由
は
、
や
は
り
パ
ラ
レ
ル
ワ
ー
ル
ド
と
い
う
概

念
が
「
宇
宙
は
一
つ
、
世
界
は
一
つ
、
日
本
も
一
つ
、
私
も
一
つ
」

と
い
う
私
た
ち
の
常
識
的
感
覚
か
ら
は
あ
ま
り
に
乖
離
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
シ
ュ
レ
デ
ィ
ン
ガ
ー
方
程
式
で
は
説
明
で
き

な
い
「
波
の
収
縮
」
と
い
う
仮
定
を
勝
手
に
持
ち
込
む
コ
ペ
ン
ハ
ー

ゲ
ン
解
釈
に
比
べ
れ
ば
、
そ
う
し
た
仮
定
を
用
い
ず
に
理
論
と
実
際

の
現
象
を
結
び
つ
け
る
多
世
界
解
釈
が
非
常
に
素
直
な
解
釈
で
あ
る

こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　

量
子
論
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
ミ
ク
ロ
の
世
界
の
不
思
議
な

現
象
を
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
よ
い
の
か
を
考
え
る
も
の
を
解

釈
問
題
と
い
う
。
前
述
の
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
解
釈
や
多
世
界
解
釈

は
、
解
釈
問
題
に
対
す
る
代
表
的
な
答
え
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在

の
と
こ
ろ
決
着
は
つ
い
て
い
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
観
測
す
る
対

象
物
と
そ
れ
を
観
測
す
る
観
測
者
を
一
つ
に
ま
と
め
て
見
る
見
方
を

す
る
必
要
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
現
代
生
活
を
支
え
て
い
る
の
は
、
半
導
体
部
品
を
生

み
出
し
た
量
子
論
で
あ
る
と
言
え
る
。
実
際
に
量
子
論
を
用
い
て
電

子
の
ふ
る
ま
い
な
ど
を
計
算
す
る
際
に
は
、
ど
の
解
釈
が
正
し
か
ろ

う
と
何
の
影
響
も
な
い
。
量
子
論
は
、
固
体
の
電
気
的
な
性
質
の
違

い
を
理
論
的
に
説
明
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
固
体
は
電
気
的
に
見

る
と
導
体
、
半
導
体
、
絶
縁
体
に
分
類
で
き
る
。
現
在
は
、
半
導
体

部
品
を
応
用
し
た
Ｉ
Ｃ
（
集
積
回
路
）
や
Ｌ
Ｓ
Ｉ
（
大
規
模
集
積
回
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路
）
が
、
マ
イ
ク
ロ
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
の
主
役
と
な
り
、
そ
の
結

果
い
わ
ゆ
る
Ｉ
Ｔ
革
命
が
起
き
て
、
我
々
の
日
常
生
活
を
激
変
さ
せ

て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
近
代
科
学
で
は
、
対
象
物
を
部
分
（
要
素
）
に
分
解

し
て
思
考
す
る
方
法
を
前
提
と
し
て
き
た
。
科
学
的
に
物
を
見
る
と

い
う
こ
と
は
、
分
析
的
に
見
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
現
代
物
理
学
の

量
子
論
で
は
、
一
元
的
に
見
る
こ
と
す
な
わ
ち
、
全
体
を
一
つ
に
ま

と
め
て
見
る
見
方
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
全
体
す

な
わ
ち
観
測
す
る
対
象
物
と
そ
れ
を
観
測
す
る
観
測
者
を
一
つ
に
ま

と
め
て
見
る
見
方
す
な
わ
ち
一
元
論
的
な
見
方
で
あ
る
。

　

科
学
は
、
完
結
し
た
論
理
の
世
界
で
あ
る
。
そ
の
科
学
を
支
え
る

背
後
に
は
、
数
学
の
世
界
が
あ
る
。
シ
ュ
レ
デ
ィ
ン
ガ
ー
の
波
動
方

程
式
を
数
学
的
に
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
量
子
論
的
世
界
が
開
け
て

来
た
。
量
子
論
的
視
点
か
ら
宇
宙
の
現
象
を
見
れ
ば
、「
す
べ
て
の

存
在
が
原
子
分
子
の
離
合
集
散
で
あ
っ
て
、
存
在
と
し
て
留
ま
る
も

の
は
何
ひ
と
つ
な
い
」
と
い
う
宇
宙
観
が
出
て
く
る
。

Ⅴ
　
現
代
物
理
学
の
宇
宙
観

　

宇
宙
は
一
三
七
億
年
前
の
大
爆
発
（
ビ
ッ
グ
バ
ン
）
で
生
ま
れ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
最
初
は
一
千
兆
度
以
上
と
途
方
も
な
い
高
温

だ
っ
た
宇
宙
が
、
今
は
平
均
で
絶
対
温
度
で
約
三
度
（
セ
氏
零
下
二

七
〇
度
）
ま
で
冷
え
て
い
る
。
宇
宙
の
歴
史
は
全
体
と
し
て
は
、
物

質
の
温
度
が
冷
え
続
け
る
歴
史
で
あ
る
が
、
ビ
ッ
グ
バ
ン
の
「
光
」

か
ら
人
間
の
「
い
の
ち
」
が
誕
生
す
る
ま
で
の
歴
史
で
も
あ
る
。
高

温
の
水
蒸
気
が
冷
え
る
と
、
液
体
の
水
に
な
り
、
や
が
て
固
体
の
氷

に
な
る
よ
う
に
、
宇
宙
誕
生
直
後
に
は
自
由
に
飛
び
回
っ
て
い
た
ク

オ
ー
ク
や
電
子
は
、
相
互
に
結
び
つ
き
、
陽
子
や
中
性
子
、
さ
ら
に

原
子
や
分
子
を
生
成
し
た
。
そ
の
後
、
水
素
、
ヘ
リ
ウ
ム
、
リ
チ
ウ

ム
な
ど
軽
い
元
素
が
で
き
、
星
が
形
成
さ
れ
て
、
や
が
て
太
陽
が
形

成
さ
れ
、
地
球
が
生
成
し
、
そ
こ
に
物
質
か
ら
生
命
体
が
形
成
さ
れ

て
き
た
。
生
命
体
は
進
化
に
進
化
を
重
ね
て
、
最
終
的
に
人
類
を
生

ん
だ
。
図
２
に
宇
宙
の
始
ま
り
か
ら
現
在
ま
で
の
経
過
を
示
）
7
（

す
。

　

宇
宙
物
理
学
者
の
桜
井
邦
明
氏
は
、「
宇
宙
の
こ
と
を
研
究
し
て

つ
く
づ
く
思
う
の
は
、
や
は
り
『
な
ぜ
人
間
は
存
在
し
て
い
る
の

か
』
と
か
『
自
分
は
何
の
た
め
に
、
こ
の
世
に
生
き
て
い
る
の
か
』

と
い
う
こ
と
な
の
だ
。」
と
考
え
て
、
そ
の
一
つ
の
帰
結
が
「
人
類

を
生
む
た
め
に
宇
宙
が
作
ら
れ
た
」
と
い
う
「
人
間
原
理
」
の
考
え

に
到
達
し
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
）
8
（
る
。
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「
一
三
七
億
年
の
悠
久
の
宇
宙
の
歴
史
に
比
べ
れ
ば
、
人
類
の
歴
史

な
ど
、
微
々
た
る
も
の
で
あ
る
。
現
在
の
わ
れ
わ
れ
、
つ
ま
り
ホ

モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
が
こ
の
地
球
上
に
は
じ
め
て
現
わ
れ
た
の
が
、
今

か
ら
約
五
〇
〇
万
年
前
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
よ
く
使
わ

れ
る
た
と
え
だ
が
、
宇
宙
の
歴
史
を
二
四
時
間
に
縮
め
る
と
、
最
初

の
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
は
、
二
三
時
間
五
九
分
五
九
秒
を
過
ぎ
た
と

こ
ろ
で
、
よ
う
や
く
地
球
に
姿
を
見
せ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
宇

宙
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
な
ど
、
ご
く
ご
く
新
参

者
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
い
や
、
そ
も
そ
も
、
こ
の
地
球
上
に
生

命
が
誕
生
し
、
そ
れ
が
進
化
し
て
人
間
が
生
ま
れ
た
と
い
う
事
実
自

体
、
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。
私
た
ち
が
住
み
処
と
し
て
い
る
地
球

は
、
天
の
川
銀
河
の
中
に
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
天
の
川
銀
河
に
は

四
〇
〇
〇
億
ほ
ど
の
恒
星
が
あ
り
、
私
た
ち
の
太
陽
は
そ
の
中
の
一

つ
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
太
陽
も
地
球
も
、
こ
の
宇
宙
の
中
で
は
、
ご

く
あ
り
ふ
れ
た
星
で
あ
る
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
測
結
果
か
ら
明

ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
遠
く
の
天
体
か
ら
の
光
を
調
べ
て
み
る
と
、

そ
の
天
体
を
作
っ
て
い
る
物
質
が
あ
る
程
度
分
か
る
の
だ
が
、
宇
宙

を
作
っ
て
い
る
物
質
は
、
ご
く
ご
く
普
通
の
水
素
や
酸
素
な
ど
で

あ
っ
て
、
私
た
ち
が
よ
く
知
っ
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
宇
宙

図２　宇宙の始まりから現在の経過

ビッグバンモデルの概略

現　在時
間

温
度〔
Ｋ
〕億年

億年
.
. 万年

分

秒

－ 秒

－ 秒
－ 秒

度
度

宇宙のはじまり
億年前

－ 秒
－ 秒

. 度

度

度

度

度

度

度
度

宇宙のはじまり
億年前

　
　　
　　星々

の衝突により重い粒子が生まれる

　

　　
　　
　　　　

宇宙の晴れ上がり　　　　　　　　　　
　

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　
　　
　　
　ヘリ

ウム、リチウムが合成される　　　　

　
　
　
　
　

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

　
　

　
　　
　　
　陽子、中

性子が生まれる

　
　

　
　　
　粒
子と反粒子が対消滅

　
　

　
　　
　　
して粒子が残る

　
　

　　
　強い

力が分離

　

　
　ひ
とつの力
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の
ど
こ
に
行
っ
て
も
、
水
素
は
水
素
、
酸
素
は
酸
素
で
、
私
た
ち
の

地
球
だ
け
が
特
別
な
の
で
は
な
い
。

　

そ
し
て
私
た
ち
人
間
の
身
体
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
炭
素
や

水
素
、
カ
リ
ウ
ム
な
ど
、
宇
宙
に
普
遍
的
に
存
在
す
る
物
質
か
ら
作

ら
れ
て
い
る
。
生
命
存
在
の
鍵
を
握
る
よ
う
な
、
特
別
な
物
質
が
用

意
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
う
い
う
事
実
を
知
れ
ば
知
る
ほ

ど
、
心
に
沸
き
上
が
っ
て
く
る
の
は
「
自
分
は
、
な
ぜ
今
、
こ
こ
に

い
る
の
か
」
と
い
う
想
い
で
あ
る
。
な
ぜ
私
た
ち
は
こ
こ
に
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
私
た
ち
は
、
ど
こ
か
ら
来
て
、
ど
こ
へ
行
こ
う
と
い
う

の
だ
ろ
う
か
。

　

宇
宙
の
歴
史
か
ら
見
れ
ば
、
人
間
一
人
の
存
在
な
ど
、
取
る
に
足

ら
ぬ
時
間
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
。
い
か
に
平
均
寿
命
が
延
び
た
と

い
っ
て
も
、
私
た
ち
の
一
生
は
宇
宙
が
刻
む
時
間
の
長
さ
か
ら
み
れ

ば
、
ほ
ん
の
一
瞬
も
い
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
で
は
、
そ
ん
な
短
い
生

涯
を
、
私
た
ち
は
何
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
。「
そ
れ
は

人
類
と
い
う
種
を
未
来
永
劫
に
存
続
さ
せ
、
進
化
さ
せ
る
た
め
だ
」

と
言
う
人
も
い
る
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
は
小
さ
な
存
在

で
も
、
つ
ね
に
進
化
し
つ
づ
け
て
い
く
こ
と
で
、
人
類
は
宇
宙
史
に

何
か
を
残
せ
る
は
ず
だ
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
正

し
い
考
え
方
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
私
た
ち
は
、
進
化
の
た
め
に
特

別
に
何
ら
か
の
努
力
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
つ
も
と
変
わ

ら
ぬ
日
常
生
活
を
継
続
さ
せ
て
い
る
う
ち
に
、
い
つ
の
間
に
か
進
化

が
起
こ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
間
に
限
っ
た
話
で
は
な

い
。
ど
の
よ
う
な
生
物
も
、
意
識
的
に
進
化
へ
の
努
力
を
し
た
こ
と

な
ど
あ
る
は
ず
が
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
進
化
が
実
際
に
起
き

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
言
い
換
え
る
と
「
進
化
と
は
生
命
が

本
来
持
っ
て
い
る
、
一
つ
の
機
能
な
の
だ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

生
命
と
進
化
は
結
局
は
同
じ
類
の
も
の
で
あ
っ
て
、
人
類
と
い
う
生

命
種
の
存
在
意
義
を
進
化
に
求
め
る
と
い
う
の
は
堂
々
め
ぐ
り
の
議

論
な
の
で
あ
る
。
で
は
、
進
化
の
た
め
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
私
た

ち
は
何
の
た
め
に
地
球
上
に
存
在
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
と

も
、
私
た
ち
は
宇
宙
の
中
で
偶
然
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
特

別
な
目
的
や
使
命
な
ど
持
っ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
、
ひ
と
つ
の
仮
説
を
提
示
す
る
。
そ
れ
は
、「
人
類
の
誕

生
は
、
宇
宙
の
進
化
か
ら
必
然
的
に
生
み
出
さ
れ
た
結
果
な
の
で
は

な
い
か
」
と
い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
宇
宙
は
私
た
ち
人

間
を
誕
生
さ
せ
る
た
め
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
た
ま
た
ま
地
球
上
に
生
ま
れ
た
の
で
は
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な
く
、
宇
宙
そ
の
も
の
が
私
た
ち
を
必
要
と
し
て
い
る
か
ら
、
知
性

を
持
っ
た
人
類
を
生
み
出
し
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
。

　

た
し
か
に
常
識
か
ら
考
え
れ
ば
、「
人
類
を
生
む
た
め
に
、
宇
宙

が
作
ら
れ
た
」
と
い
う
の
は
、
暴
論
に
属
す
る
話
か
も
し
れ
な
い
。

た
と
え
ば
、
私
た
ち
の
地
球
は
太
陽
の
周
囲
を
半
径
お
よ
そ
一
億
五

〇
〇
〇
万
キ
ロ
の
円
を
描
い
て
公
転
し
て
い
る
。
こ
の
一
億
五
〇
〇

〇
万
キ
ロ
と
い
う
公
転
半
径
は
、
生
命
に
と
っ
て
絶
妙
な
距
離
で
あ

る
。
も
し
こ
れ
よ
り
短
か
け
れ
ば
、
地
球
に
届
く
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー

が
強
す
ぎ
て
、
地
球
は
灼
熱
の
星
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の
逆

に
、
半
径
が
長
け
れ
ば
、
地
球
は
冷
た
い
星
に
な
り
、
生
命
の
発
生

に
は
適
さ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。「
も
し
、
宇
宙
が
人
間
を
生
み
出
す

た
め
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
の
な
ら
、
こ
の
公
転
半
径
も
宇
宙
誕

生
の
こ
ろ
か
ら
決
ま
っ
て
い
た
も
の
な
の
か
」
…
…
こ
う
い
う
疑
問

を
抱
い
て
も
当
然
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
最
新
の
物
理
学
の
成
果
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
よ
う
な

推
定
は
け
っ
し
て
暴
論
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
「
宇
宙
は

人
間
を
生
み
出
す
た
め
に
あ
っ
た
」
と
い
う
考
え
方
を
、
現
代
物
理

学
で
は
「
宇
宙
の
人
間
原
理
」
と
呼
ぶ
。
最
初
に
こ
れ
を
提
唱
し
た

の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ロ
バ
ー
ト
・
デ
ィ
ッ
キ
ー
と
い
う
宇
宙
論
学
者

で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
「
宇
宙
の
人
間
原
理
」
は
、
あ
く
ま
で
も
仮

説
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
に
対
し
て
反
対
意
見
を
唱
え
て
い
る
人
も

い
る
。
し
か
し
、
こ
の
原
理
は
単
な
る
思
い
つ
き
で
作
ら
れ
た
ア
イ

デ
ア
で
は
な
い
。
現
代
物
理
学
の
最
新
知
見
を
も
と
に
提
唱
さ
れ
て

い
る
。

　

さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、
こ
の
原
理
が
提
唱
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
背
景
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
近
代
物
理
学
の
流
れ
に
対
す
る
大
き
な

反
省
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ア
イ
ザ
ッ
ク
・
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
来
の
物
理

学
が
「
な
ぜ
、
人
間
が
存
在
す
る
の
か
」
と
い
う
大
命
題
に
対
し

て
、
正
面
か
ら
取
り
組
ん
で
こ
な
か
っ
た
と
い
う
反
省
で
あ
る
。
有

史
以
来
、
人
間
は
「
な
ぜ
、
私
た
ち
は
生
き
て
い
る
の
か
」
と
い
う

こ
と
を
考
え
続
け
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
問
題
に
答
を
出
す
た
め

に
、
さ
ま
ざ
ま
宗
教
が
生
ま
れ
、
さ
ら
に
学
問
が
進
ん
で
い
っ
た
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
近
代
科
学
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
扱
わ
な
い

と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
発
展
し
て
き
た
学
問
で
あ
る
。
そ
の
大
き
な

転
機
と
な
っ
た
の
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
登
場
だ
っ
た
。
ニ
ュ
ー
ト
ン

は
万
有
引
力
の
法
則
を
発
見
し
た
。
彼
は
「
万
有
引
力
は
、
か
く
か

く
し
か
じ
か
の
方
程
式
で
記
述
で
き
る
」
と
は
言
っ
た
け
れ
ど
も
、

「
な
ぜ
、
万
有
引
力
は
、
そ
の
よ
う
を
方
程
式
で
記
さ
れ
る
の
か
」
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と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
不
問
に
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

今
で
こ
そ
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
当
時
と
し
て
は
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
こ
ろ
、
物
理
学
は
自
然
哲
学
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
て
い
た
く
ら

い
で
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
前
の
物
理
学
者
た
ち
は
、
Ｒ
・
デ
カ
ル
ト

（
一
五
九
六
〜
一
六
五
〇
）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
み
な
物
理
学

を
通
じ
て
宇
宙
の
存
在
原
理
や
、
神
の
存
在
に
迫
ろ
う
と
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
物
理
学
と
は
哲
学
の
一
手
段
に
す
ぎ
な
か
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
て
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
、
物
理
学
を
哲
学
か
ら
切
り
離

し
て
し
ま
っ
た
。
デ
カ
ル
ト
は
力
を
説
明
す
る
と
き
に
そ
の
原
因
を

渦
だ
と
説
い
た
。
世
に
言
う
デ
カ
ル
ト
の
渦
動
論
で
あ
る
。
た
と
え

ば
太
陽
と
地
球
の
間
に
も
力
が
働
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
何
ら
か
の

物
質
作
用
が
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
の
作
用
は
何
だ
と
い
う
と
、

宇
宙
の
空
間
に
見
え
な
い
物
質
の
渦
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
彼
は
考

え
た
。

　

と
こ
ろ
が
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
、
そ
ん
な
謎
の
物
質
に
こ
だ
わ
る
の

を
、
あ
っ
さ
り
止
め
て
し
ま
っ
た
。
彼
は
そ
の
時
点
で
分
か
ら
な
い

も
の
が
あ
れ
ば
、
謎
の
物
質
な
ど
仮
定
し
な
い
で
、
そ
の
こ
と
に
つ

い
て
は
分
か
ら
な
い
ま
ま
に
し
て
お
い
た
。
だ
か
ら
、
ニ
ュ
ー
ト
ン

の
世
界
は
数
学
的
な
の
で
あ
る
。
万
有
引
力
の
原
因
を
彼
は
考
え
な

い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
天
体
の
動
き
が
矛
盾
な
く
説
明
で
き
る
な
ら
、

そ
れ
で
い
い
の
だ
と
い
う
立
場
を
採
っ
た
。
と
こ
ろ
が
デ
カ
ル
ト

は
、
原
因
を
突
き
と
め
る
こ
と
に
懸
命
で
、
そ
の
力
が
ど
う
い
う
ふ

う
に
働
く
か
と
い
う
こ
と
に
は
無
関
心
だ
っ
た
。

　

で
は
、
ど
ち
ら
が
科
学
を
進
歩
さ
せ
た
か
。
言
う
ま
で
も
な
く

「
な
ぜ
」
を
問
わ
な
い
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
っ
た
。
そ
し

て
、
こ
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
方
法
を
現
代
の
私
た
ち
も
受
け
継
ぎ
、
そ

れ
に
よ
っ
て
、
近
代
物
理
学
の
発
展
を
生
み
出
し
て
き
た
の
で
あ

る
。

　

だ
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
、
物
理
学
は
ふ
た
た
び
「
な
ぜ
」
に
向
き

合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
現
代
物
理
学
に

よ
っ
て
、
宇
宙
の
仕
組
み
、
物
質
の
原
理
が
完
全
に
明
ら
か
に
な
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
だ
ま
だ
未
解
決
な
部
分
は
多
い
し
、
最
近
で

は
「
カ
オ
ス
」
と
い
う
新
分
野
も
現
れ
て
き
て
い
る
。「
し
か
し
、

そ
ろ
そ
ろ
物
理
学
も
“
な
ぜ
”
を
考
え
る
と
き
に
来
た
の
で
は
な
い

か
」
と
い
う
の
が
、「
宇
宙
の
人
間
原
理
」
が
提
唱
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
最
大
の
理
由
な
の
だ
。」

　

以
上
の
よ
う
に
「
宇
宙
の
人
間
原
理
」
と
は
、「
宇
宙
の
意
志
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が
、
知
的
生
命
の
存
在
を
可
能
に
す
る
よ
う
に
宇
宙
を
進
化
さ
せ
て

き
た
」
と
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、「
私
た
ち
の
“
命
”

は
自
分
で
作
っ
た
“
命
”
で
は
な
い
。
一
三
七
億
年
前
に
宇
宙
が
で

き
た
と
き
か
ら
準
備
さ
れ
て
い
る
無
数
の
ご
縁
に
よ
っ
て
つ
な
が
っ

て
き
た
“
命
”
で
あ
る
」
と
言
え
る
。
そ
こ
に
は
、「
宇
宙
の
意

志
」
が
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。

　

近
代
と
い
う
時
代
の
特
色
は
、
科
学
の
大
発
展
で
あ
る
。
特
に
物

理
学
や
生
物
学
の
発
展
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。
科
学
的
な

こ
と
は
、
信
ず
る
に
足
る
こ
と
で
あ
る
と
受
け
取
ら
れ
て
い
る
一
方

で
、
宗
教
を
代
表
と
す
る
非
科
学
的
な
こ
と
は
、
排
除
し
よ
う
と
し

て
き
た
。
そ
れ
故
に
科
学
は
、
反
宗
教
的
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
最

近
の
科
学
は
、
そ
の
進
展
と
共
に
宗
教
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
て
き
た
。
上
述
の
よ
う
に
、
宇
宙
物
理
学
の
最
先
端
で
、「
宇

宙
の
意
志
」
に
つ
い
て
言
及
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

Ⅵ
　
生
命
科
学
者
に
お
け
る
宇
宙
観

　

生
命
科
学
の
研
究
者
で
あ
る
村
上
和
雄
は
、
地
球
上
に
は
現
在
二

〇
〇
万
種
以
上
の
生
物
が
い
る
と
い
わ
れ
、
そ
の
遺
伝
子
の
構
造
と

原
理
は
、
す
べ
て
の
生
物
に
共
通
し
て
い
る
（
同
じ
遺
伝
子
暗
号
を

使
っ
て
い
る
）
事
実
に
感
動
し
、
こ
の
遺
伝
子
と
い
う
生
命
の
設
計

図
が
ど
う
し
て
で
き
た
か
に
つ
い
て
考
察
し
）
9
（
た
。
ヒ
ト
の
遺
伝
子
で

あ
る
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
が
解
読
さ
れ
た
と
数
年
前
に
世
界
的
ニ
ュ
ー
ス
と

な
っ
た
。
米
粒
一
個
ぐ
ら
い
の
重
さ
の
中
に
三
〇
億
と
も
い
わ
れ
る

万
巻
の
書
を
超
え
る
生
命
情
報
が
書
き
込
ま
れ
て
い
て
、
人
と
し
て

生
き
ら
れ
る
よ
う
に
Ｄ
Ｎ
Ａ
各
々
が
調
和
を
保
ち
つ
つ
働
い
て
い

る
。
体
重
一
㎏
当
り
一
兆
個
と
い
わ
れ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
そ
れ
ぞ
れ
は
、
人

の
身
体
の
ど
の
部
分
に
も
成
れ
る
け
れ
ど
も
、
爪
は
爪
、
血
管
は
血

管
、
足
は
足
、
目
玉
は
目
玉
と
い
う
ふ
う
に
、
あ
る
特
定
の
部
分
を

形
成
し
て
身
体
全
体
を
成
り
立
た
せ
る
よ
う
に
必
要
な
情
報
ス
イ
ッ

チ
は
オ
ン
、
不
用
な
の
は
オ
フ
と
、
見
事
な
調
和
を
保
っ
て
一
個
の

生
命
体
と
し
て
の
活
動
全
体
を
支
え
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
は
生
命
科

学
に
よ
っ
て
解
明
で
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
一
体
誰
が
、

い
つ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
Ｄ
Ｎ
Ａ
た
ら
し
め
る
生
命
情
報

を
秩
序
を
も
っ
て
書
き
込
ん
だ
の
か
と
い
う
肝
心
の
一
点
は
、
ま
る

で
わ
か
ら
な
い
。
す
ご
い
力
と
そ
の
す
ば
ら
し
い
働
き
と
し
か
言
い

よ
う
が
な
い
。
人
の
計
量
的
思
考
を
遥
か
に
跳
び
超
え
た
働
き
が
あ

る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
そ
の
結
果
、
人
間
を
超
え
た
何
か
大
き
な
存

在
を
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
こ
の
人
間
を
超
え
た
大
き
な
存
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在
と
は
た
ら
き
の
こ
と
を
、「
サ
ム
シ
ン
グ
・
グ
レ
ー
ト
（
偉
大
な

る
何
者
か
）」
と
呼
ん
で
い
る
。
サ
ム
シ
ン
グ
・
グ
レ
ー
ト
は
、
親

の
親
、
そ
の
親
の
親
と
さ
か
の
ぼ
っ
た
は
て
の
「
い
の
ち
の
親
」
の

よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
サ
ム
シ
ン
グ
・
グ
レ
ー
ト
と
は
、

『
大
い
な
る
も
の
』
で
あ
る
。

　

解
剖
学
の
研
究
者
で
あ
る
三
木
成
夫
は
、「
い
の
ち
」
に
は
二
つ

の
意
味
が
あ
る
と
述
べ
て
い
）
10
（
る
。
第
一
の
意
味
は
、「
個
体
の
生
存

期
間
」
と
い
う
意
味
で
「
見
え
る
い
の
ち
」
で
あ
る
。
第
二
の
意
味

は
、「
生
物
を
連
続
さ
せ
て
い
く
も
と
に
な
る
力
」
で
、「
見
え
な
い

い
の
ち
」
で
あ
る
。
お
よ
そ
現
代
ま
で
三
〇
億
年
の
連
続
で
、
親
か

ら
子
へ
、
子
か
ら
孫
へ
、
孫
か
ら
曾
孫
へ
と
波
状
に
伝
わ
っ
て
ゆ

く
。
三
木
は
こ
れ
を
「
い
の
ち
の
波
」
と
呼
ん
で
い
る
。
私
た
ち
個

人
は
、
一
つ
の
波
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
「
い
の
ち

の
波
」
を
も
た
ら
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
は
、『
大
い
な
る
も
の
』
と

し
て
の
「
見
え
な
い
い
の
ち
」
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

生
命
科
学
者
の
柳
澤
桂
子
は
、
そ
の
著
書
「
生
き
て
死
ぬ
智
慧
」

の
中
で
、
私
た
ち
生
命
体
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
）
11
（
る
。

「
私
た
ち
は
、
原
子
か
ら
で
き
て
い
ま
す
。
原
子
は
動
き
回
っ
て
い

る
た
め
に
、
こ
の
物
質
の
世
界
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の

宇
宙
を
原
子
の
レ
ベ
ル
で
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
私
の
い
る
と
こ
ろ

は
、
少
し
原
子
の
密
度
が
高
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
あ
な
た
の
い
る

と
こ
ろ
も
高
い
で
し
ょ
う
。
戸
棚
の
と
こ
ろ
も
原
子
が
密
に
存
在
す

る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
、
宇
宙
を
一
元
的
に
見
た
と
き
の
景
色
で

す
。
一
面
の
原
子
の
飛
び
交
っ
て
い
る
空
間
の
中
に
、
と
こ
ろ
ど
こ

ろ
原
子
が
密
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
だ
け
で
す
。
あ
な
た
も
あ

り
ま
せ
ん
。
私
も
あ
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
そ
こ
に
存
在
す

る
の
で
す
。
物
も
原
子
の
濃
淡
で
し
か
あ
り
え
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
れ

に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
一
元
的
な
世
界
こ
そ
が
真
理

で
、
私
た
ち
は
錯
覚
を
起
こ
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
宇
宙

の
真
実
に
目
覚
め
た
人
は
、
物
事
に
執
着
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
く

な
り
、
何
事
も
淡
々
と
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。」

　

こ
れ
は
、
般
若
心
経
の
空
の
世
界
の
体
験
的
説
明
で
あ
る
。
宇
宙

は
空
で
あ
り
、
宇
宙
は
一
続
き
で
あ
る
。
そ
し
て
宇
宙
は
粒
子
の
濃

淡
で
で
き
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、「
私
も
生
命
科
学
の
な
か
に
「
神
」
を
見
ま
す
が
、
私

は
、
そ
れ
を
い
わ
ゆ
る
一
神
教
の
神
で
は
な
く
、
広
大
な
宇
宙
だ
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
点
は
、
生
命
科
学
者
の
な
か
に
も
、
そ
こ
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ま
で
思
っ
て
い
る
人
は
少
な
い
と
思
い
ま
す
し
、
ま
し
て
、
科
学
の

分
析
的
な
部
分
だ
け
を
教
え
ら
れ
て
こ
ら
れ
た
方
に
す
ぐ
信
じ
な
さ

い
と
い
う
の
は
無
理
な
注
文
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。」
と
述
べ
て
い
る
。

　

柳
澤
は
、
現
代
科
学
の
動
向
と
し
て
、
科
学
が
宗
教
と
の
統
合
に

向
か
う
方
向
、
す
な
わ
ち
科
学
は
「
全
体
性
」
あ
る
い
は
「
一
元
的

な
世
界
」
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、『
大
い
な
る
も
の
』

の
呼
び
名
と
し
て
「
宇
宙
」
と
言
っ
て
い
る
。

Ⅶ
　
仏
教
と
現
代
物
理
学
の
接
点

　

科
学
的
思
考
方
法
の
特
徴
は
、
対
象
物
を
観
察
・
分
析
し
、
実
験

的
考
察
を
含
め
て
調
べ
る
。
研
究
の
進
め
方
は
、
私
の
主
観
と
は
分

離
し
た
向
こ
う
側
に
、
客
観
的
に
研
究
対
象
と
し
て
の
物
・
自
然
・

宇
宙
が
あ
る
と
の
仮
定
に
立
っ
て
研
究
を
進
め
る
。
そ
し
て
、
対
象

物
を
要
素
に
分
け
、
そ
の
要
素
の
集
合
体
と
し
て
対
象
物
を
捉
え
る

「
要
素
還
元
主
義
」
に
従
っ
て
研
究
を
進
め
る
。
そ
こ
で
は
、
伝
統

や
権
威
の
中
に
あ
っ
た
迷
信
的
な
考
え
や
、
ま
た
個
人
の
勝
手
な
思

い
込
み
を
避
け
て
、
で
き
る
だ
け
誰
で
も
同
じ
手
続
き
で
実
験
す
れ

ば
同
じ
結
果
が
得
ら
れ
る
と
い
う
再
現
性
の
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
つ
ま
り
理
性
的
・
客
観
的
・
科
学
的
と
い
わ
れ
る
研
究
の
姿
勢

で
あ
る
。

　

ニ
ュ
ー
ト
ン
以
来
の
こ
の
科
学
的
な
研
究
の
姿
勢
が
確
立
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
科
学
文
明
は
飛
躍
的
な
進
歩
を
し
、
人
類
に
恩
恵
を

与
え
た
と
同
時
に
、
人
類
と
地
球
環
境
に
多
大
な
悪
影
響
を
も
残
し

て
来
て
い
る
。
例
え
ば
、
核
分
裂
反
応
や
核
融
合
反
応
に
よ
り
莫
大

な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
出
る
こ
と
が
わ
か
る
と
、
そ
れ
が
原
子
爆
弾
や
水

素
爆
弾
と
い
う
核
兵
器
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
自
然
・
地
球
環
境
を

人
間
に
都
合
の
よ
い
よ
う
に
開
発
し
、
地
球
資
源
を
産
業
活
動
や
人

間
生
活
に
使
い
、
地
球
環
境
を
破
壊
し
て
い
る
。
こ
の
ま
ま
で
行
く

と
人
類
も
地
球
環
境
も
確
実
に
破
滅
の
方
向
に
向
か
う
。
こ
れ
は
、

科
学
の
「
要
素
還
元
主
義
」
の
中
で
要
素
＝
物
質
と
し
た
「
物
質
還

元
主
義
」
と
言
わ
れ
る
思
考
部
分
で
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
「
物
」
に

還
元
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
人
間
あ
る
い
は
そ
の

集
団
の
役
に
立
た
せ
る
た
め
だ
け
に
利
用
し
た
結
果
で
あ
る
。
近
代

科
学
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
二
元
論
で
あ
り
、
す
べ
て
を
分
析
（
バ

ラ
バ
ラ
に
し
て
見
る
）
し
、
物
質
に
還
元
し
て
捉
え
る
見
方
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
「
物
質
還
元
主
義
的
な
科
学
主
義
」
に
問
題
が
あ
る

と
言
え
る
。
現
代
は
公
的
な
教
育
の
場
に
お
い
て
も
、
科
学
的
教
養

と
し
て
「
物
質
還
元
主
義
的
な
科
学
主
義
」
を
前
提
に
し
て
人
間
形
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成
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
未
来
に
対
し
て
、
大
き
な
問
題
を
残
す

で
あ
ろ
う
。
極
言
す
れ
ば
「
物
質
還
元
主
義
的
な
科
学
主
義
」
に
よ

る
人
間
形
成
は
、
人
類
を
滅
亡
へ
と
追
い
や
る
思
考
で
あ
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
仏
教
の
柱
に
一
元
論
が
あ
り
、
こ
れ
は
近
代
科
学

の
根
底
に
あ
る
二
元
論
と
対
立
す
る
概
念
で
あ
る
。
物
と
心
、
自
然

と
人
間
な
ど
を
分
け
て
取
り
扱
う
の
が
二
元
論
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を

不
可
分
な
も
の
と
み
な
す
の
が
一
元
論
で
あ
る
。
現
代
科
学
に
お
い

て
、
客
観
的
事
実
の
存
在
を
否
定
し
た
量
子
論
は
、
自
然
と
観
測
者

を
分
け
て
考
え
る
二
元
論
的
な
世
界
観
を
退
け
、
観
測
対
象
で
あ
る

自
然
と
観
測
す
る
者
を
一
つ
の
セ
ッ
ト
で
考
え
る
一
元
論
的
な
自
然

観
を
示
す
。

　

従
っ
て
、
仏
教
は
、
人
間
の
心
を
対
象
と
し
、
科
学
は
物
質
を
対

象
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仏
教
と
現
代
物
理
学
は
ど
ち
ら

も
一
元
論
的
な
見
方
を
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、「
心
と
物
質
を
含
め

た
大
き
な
対
象
」、
そ
れ
は
仏
教
的
に
い
う
と
「
尽
十
方
世
界
」
と

な
り
、
科
学
的
に
言
う
と
「
宇
宙
」
に
な
る
が
、
そ
こ
の
現
象
は
、

「
一
元
論
的
な
宇
宙
観
」
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

Ⅷ
　
ま 

と 

め

　

科
学
者
ア
イ
ザ
ッ
ク
・
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
、「
万
有
引
力
の
法
則
」

と
い
う
科
学
的
真
理
を
発
見
し
、
宗
教
者
釈
尊
は
、「
縁
起
の
法
」

と
い
う
宗
教
的
真
理
を
発
見
し
た
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
真
理
も
、

ニ
ュ
ー
ト
ン
や
釈
尊
の
出
生
に
関
係
な
く
永
遠
の
過
去
か
ら
未
来
ま

で
、
宇
宙
に
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
貫
き
働
い
て
き
て
い
る
。

仏
教
と
現
代
科
学
は
、
そ
の
宇
宙
を
「
一
元
論
的
な
宇
宙
観
」
で
捉

え
て
い
る
。

　

科
学
者
の
中
に
は
、
科
学
で
宗
教
を
証
明
で
き
る
と
か
、
宗
教
者

の
中
に
は
、
宗
教
が
科
学
的
現
象
を
予
言
し
て
い
た
、
と
か
唱
え
る

人
が
た
く
さ
ん
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
誤
り
で
科
学
と
宗
教
と
は

別
の
次
元
に
属
す
る
分
野
で
あ
る
。
た
だ
し
、
情
動
の
部
分
、
感
じ

る
部
分
と
い
う
点
で
は
、
大
い
に
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
い
ず
れ
も
、
真
理
を
求
め
る
純
粋
な
願
望
と
い
う
点
で
は
同

じ
で
あ
る
。

　

旧
約
聖
書
の
冒
頭
、
創
世
記
の
書
き
出
し
の
部
分
に
は
、「
ま

ず
、
光
が
あ
っ
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
一
節
が
あ
る
。
そ
れ
は
前
述

の
『
正
法
眼
蔵
』
の
「
尽
十
方
世
界
是
一
顆
明
珠
」
と
も
対
応
し
、
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さ
ら
に
「
ビ
ッ
グ
バ
ン
」
に
よ
る
宇
宙
創
生
の
事
実
と
不
思
議
に
対

応
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
人
間
の
存
在
し
て
い
る
こ
と
の

中
に
実
は
宇
宙
誕
生
以
来
一
三
七
億
年
の
歴
史
が
込
め
ら
れ
て
い
る

の
だ
か
ら
、
人
間
の
心
の
奥
底
（
唯
識
で
は
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
い

う
）
に
そ
の
情
報
も
入
っ
て
い
て
、
科
学
的
知
識
が
な
く
て
も
、
深

い
瞑
想
を
行
な
う
こ
と
で
、
そ
の
こ
と
を
直
観
的
に
掴
む
こ
と
が
で

き
る
偉
大
な
宗
教
家
が
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

宇
宙
意
志
と
は
、『
大
い
な
る
も
の
』
の
意
志
と
考
え
ら
れ
る
。

仏
教
で
は
、「
如
来
の
本
願
」
と
言
え
る
。
宇
宙
は
そ
の
意
志
を
ま

ず
物
質
と
し
て
表
現
し
、
次
に
物
質
は
そ
の
意
志
を
生
命
体
と
し
て

表
現
し
、
生
命
体
の
中
の
人
間
は
そ
の
意
志
を
精
神
（
こ
こ
ろ
）
と

し
て
表
現
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宇
宙
意
志
は
、

光
か
ら
物
質
（
前
生
命
的
生
命
）
そ
し
て
生
命
へ
と
生
滅
し
な
が

ら
、
生
ま
れ
変
わ
り
死
に
変
わ
り
、
最
終
的
に
人
間
と
し
て
現
わ
れ

て
来
て
い
る
。
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