
あ
え
て
賢
く
あ
れSapere aude!
“Sapere aude ”

は
、
カ
ン
ト
（Im

m
anuel 

Kant

）
が
「
啓
蒙
と
は
何
か
」（1784

）
で

用
い
た
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
（Q

uintus H
oratius 

Flaccus

）
の
言
葉
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

イ
タ
リ
ア
北
部
の
美
し
い
都
市
パ
ヴ
ィ
ー
ア
に
、

パ
ヴ
ィ
ー
ア
高
度
教
育
研
究
大
学IU

SS-Pavia

（Istituto U
niversitario di Studi Superiori 

Pavia

）が
あ
る
。こ
の
大
学
は
、そ
の
起
源
を
9

世
紀
に
ま
で
遡
り
、20
世
紀
末
以
降
、新
た
な
世

紀
に
向
け
た
学
際
的
な
研
究
を
特
徴
と
す
る
イ

タ
リ
ア
の
高
度
教
育
研
究
機
関
の
モ
デ
ル
と
し

て
機
能
し
て
い
る
。昨
年
、こ
の
街
を
訪
問
し
た

私
は
、そ
の
機
関
の
ロ
ゴ“IU

SS-Sapere aude ”

に
出
会
っ
た
。パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
も
、“Sapere 

aude ”

と
あ
わ
せ
て
カ
ン
ト
の
こ
の
論
文
の
内
容

紹
介
が
記
さ
れ
て
い
る
。

「
あ
え
て
賢
明
で
あ
れ
！
」「
知
性
を
駆
使
す
る

よ
う
に
努
め
よ
！
」「
知
る
勇
気
を
も
て
！
」
な

ど
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。

「
啓
蒙
」
と
は
、
文
字
通
り
「
蒙
（
く
ら
さ
）」

を
「
啓
（
ひ
ら
く
）」
こ
と
、
自
ら
考
え
、
事
柄

を
顕
わ
に
す
る
こ
と
、を
意
味
す
る
。そ
れ
は
、「
当

然
の
こ
と
」
と
思
わ
れ
て
い
る
事
柄
を
改
め
て
問

い
、
そ
の
本
質
を
顕
わ
に
す
る
思
考
態
度
で
あ
る
。

21
世
紀
の
今
こ
の
言
葉
に
何
故
注
目
す
る
の
か
。

カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
語
る
。
１
）

啓
蒙
と
は
、
人
間
が
自
分
の
未
成
年
状

態
か
ら
抜
け
で
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で

こ
の
状
態
は
、
人
間
が
み
ず
か
ら
招
い
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
彼
自
身
に
そ
の
責
め
が
あ

る
。
未
成
年
と
は
、
他
人
の
指
導
が
な
け
れ

ば
、
自
分
自
身
の
悟
性
を
使
用
し
得
な
い
状

態
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
か
か
る
未
成
年
状
態

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
は
彼
自
身
に
責
め
が

あ
る
、
と
い
う
の
は
、
こ
の
状
態
に
あ
る
原

因
は
、
悟
性
が
欠
け
て
い
る
た
め
で
は
な
く

て
、
む
し
ろ
他
人
の
指
導
が
な
く
て
も
自
分

自
身
の
悟
性
を
敢
え
て
使
用
し
よ
う
と
す
る

決
意
と
勇
気
と
を
欠
く
と
こ
ろ
に
あ
る
か
ら

で
あ
る
。そ
れ
だ
か
ら
、「
敢
え
て
賢
こ
か
れ
！

（Sapere aude

）」、「
自
分
自
身
の
悟
性
を
使

用
す
る
勇
気
を
も
て
！
」̶

こ
れ
が
す
な
わ

ち
啓
蒙
の
標
語
で
あ
る
。

未
成
年
の
ま
ま
に
と
ど
ま
る
の
は
気
楽
な
だ

け
で
な
く
、
自
分
に
代
わ
っ
て
考
え
判
断
す
る
人

の
存
在
を
許
し
、
自
ら
考
え
る
必
要
が
な
く
な

る
、
と
カ
ン
ト
は
忠
告
す
る
。

高
度
情
報
化
、経
済
優
先
、
効
率
化
、
成
果
主

義
、そ
し
て
無
力
感
や
現
実
感
の
喪
失
。
こ
れ
ら

が
現
代
の
社
会
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。
あ
る
い
は
、

現
代
は「
知
識
基
盤
社
会
」
と
も
い
わ
れ
る
。こ
の

よ
う
な
時
代
に
大
学
図
書
館
に
は
何
が
期
待
さ
れ

て
い
る
の
か
。そ
れ
は
、人
が
未
成
熟
か
ら
脱
し
、「
お
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と
な
」
と
し
て
自
ら
考
え
、
物
事
の
本
質
を
見
極

め「
知
る
」機
会
を
提
供
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、「
お
と
な
」
に
な
る
た
め
の
図
書
館
で
あ
り
、

「
知
性
を
駆
使
す
る
よ
う
に
努
め
る
」
人
々
と
と

も
に
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

お
と
な
の
図
書
館

お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
図
書
館
は
、
平
成

20
年
に
「
お
と
な
の
図
書
館
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を

開
始
し
た
。
こ
と
の
発
端
は
、
利
用
学
生
か
ら
寄

せ
ら
れ
た
意
見
に
あ
る
。

図
書
館
備
え
付
け
の
意
見
箱
に
、
キ
ャ
リ
ア
カ

フ
ェで
の
話
し
声
が
う
る
さ
い
、と
い
う
投
書
が
あ
っ

た
。
キ
ャ
リ
ア
カ
フ
ェ
は
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
強
化

を
意
図
し
た
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
図
書
館
が
連
携

し
て
設
け
た
館
内
の
ス
ペー
ス
で
、
こ
こ
で
は
飲
み

物
を
手
に
、
学
生
同
士
が
、
教
員
と
学
生
と
が
語

り
合
え
る
。
そ
し
て
週一回
は
、
先
輩
が
キ
ャ
リ
ア・

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
待
機
し
て
い
て
学
生
の
相

談
に
応
じ
て
い
る
。
図
書
館
を
入
る
と
右
手
に
は

ロ
ビ
ー
が
、
正
面
に
は
こ
の
カ
フ
ェ
が
あ
る
。
当
然
、

会
話
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
て
、
時
に
は
学

生
企
画
の
研
究
発
表
会
が
行
わ
れ
た
り
も
す
る
。

二
階
建
て
の
小
さ
な
図
書
館
な
が
ら
、
一
階
は

比
較
的
自
由
で
開
放
的
な
空
間
で
、
二
階
で
は

静
寂
を
保
て
る
よ
う
に
し
、
最
も
奥
に
大
学
院

生
専
用
の
ス
ペ
ー

ス
を
設
け
て
あ
る
。

キ
ャ
リ
ア
カ

フ
ェ
で
の
、
話
し

声
が
う
る
さ
い
、

と
い
う
投
書
に
図

書
館
と
し
て
ど
う

対
応
す
る
か
、
職

員
が
考
え
、
工
夫

し
た
結
果
が「
お
と
な
の
図
書
館
」キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
で
あ
る
。「
お
と
な
」
と
し
て
振
る
舞
え
る

学
生
で
あ
る
こ
と
を
図
書
館
は
期
待
し
て
い
る
、

と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
こ
の
よ
う
な
形
で
発
し

た
の
で
あ
る
。

大
学
図
書
館
は
、
利
用
者
が
お
と
な
で
あ
る
こ

と
を
前
提
と
し
て
い
る
。そ
れ
は
、マ
ナ
ー
だ
け
で
は

な
い
。
大
学
生
は
主
体
性
と
自
立
性
を
備
え
て
い
る

は
ず
で
あ
り
、
大
学
図
書
館
は
、
よ
り
学
術
的
に

成
熟
す
る
た
め
の
環
境
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

知
識
基
盤
社
会
を
担
う
大
学
図
書
館

「
お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
図
書
館
は
、

時
間
と
空
間
を
超
え
る
知
的
交
流
の
場
で
あ

り
、
次
世
代
の
知
を
創
造
し
発
信
す
る
学
術

情
報
基
盤
と
し
て
機
能
す
る
。」

平
成
17
年
に
図
書
館
職
員
が
時
間
を
か
け
て

議
論
し
作
成
し
た
こ
の
図
書
館
の
理
念
は
、
図

書
館
が
人
と
人
と
の
、
あ
る
い
は
過
去
の
知
と
現

在
の
知
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
新
た
な
知
が
創
造
さ
れ
る
こ
と
を
期
待

し
、
図
書
館
を
そ
の
よ
う
に
機
能
さ
せ
よ
う
と
い

う
職
員
の
決
意
表
明
で
あ
る
。

イ
ン
ド
の
図
書
館
学
者
ラ
ン
ガ
ナ
タ
ン（Shiyali 

Ranganathan

）
は
、「
図
書
館
は
成
長
す
る
有

機
体
で
あ
る
」
と
、
図
書
館
そ
の
も
の
の
有
機
的

成
長
を
表
現
し
た
。
こ
れ
に
加
え
て
、
今
と
く
に

大
学
図
書
館
に
は
、
利
用
者
で
あ
る
学
生
を
教
育

し
知
的
成
長
を
促
す
積
極
的
な
役
割
が
課
せ
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
知
識
基
盤
社
会

を
担
う
大
学
の
役
割
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。

平
成
27
年
か
ら
32
年
頃
ま
で
を
想
定
し
て
高

等
教
育
の
グ
ラ
ン
ド
ザ
イ
ン
を
描
い
た
中
央
教

育
審
議
会
の
答
申「
我
が
国
の
高
等
教
育
の
将

来
像
」（
平
成
17
年
1
月
）で
は
、21
世
紀
を「
知

識
基
盤
社
会
」の
時
代
と
捉
え
、今
後
の
高
等
教

育
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
答
申
に
は
、大
学
が
社
会
の
変
化
に
対
応
し
、

教
育
と
研
究
の
質
を
向
上
さ
せ
、
国
際
競
争
力

を
高
め
る
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
、
大
学
の
公
共

的
役
割
と
社
会
的
責
任
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、「
学
術
情
報
基
盤
の
今
後
の
あ
り
方
に

つ
い
て
（
報
告
）」（
文
部
科
学
省 

科
学
技
術
・

学
術
審
議
会
学
術
分
科
会 

研
究
環
境
基
盤
部
会 

学
術
情
報
基
盤
作
業
部
会 

平
成
18
年
3
月
）
に

は
、「
大
学
図
書
館
の
基
本
的
役
割
」
が
次
の
二

点
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。（
同
報
告
書
ｐ
．
67
）

☆ 

高
等
教
育
と
学
術
研
究
活
動
を
支
え
る
重

要
な
学
術
情
報
基
盤
で
あ
り
、大
学
に
と
っ

て
必
要
不
可
欠
な
機
能
を
も
つ
中
核
施
設

☆ 

電
子
情
報
と
紙
媒
体
を
有
機
的
に
結
び
つ

け
る
新
た
な
意
味
で
の
「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
・

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
の
実
現

図
書
館
は
大
学
の
中
核
と
し
て
、大
学
と
協
働

し
て
教
育
と
研
究
を
担
う
。と
く
に
現
在
、資
料
の

電
子
化
が
急
激
に
進
み
、こ
の
事
態
に
対
応
す
る
た

め
に
も
図
書
館
機
能
は
多
様
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

「
答
申
」は
、「
知
識
基
盤
社
会
」を「
知
識
が
社

会
・
経
済
の
発
展
を
駆
動
す
る
基
本
的
な
要
素

と
な
る
社
会
」
と
説
明
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

知
識
基
盤
社
会
を
担
う
学
生
に
対
し
て
、
知
識

の
実
質
的
な
獲
得
を
促
し
、
そ
の
成
果
を
以
っ
て

社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
が
大
学
に
期
待

さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
学
生
の
知
識
獲
得
に
大

き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
図
書
館
は
、
い
っ
そ

う
大
学
の
中
核
と
し
て
の
意
義
を
高
め
て
い
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
知
識
の
基
盤
を
な
す
学
術
情
報

が
、
高
度
な
Ｉ
Ｔ
化
に
よ
っ
て
急
速
に
図
書
館
の

多
様
化
を
強
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
図
書
館
の
ハ

イ
ブ
リ
ッ
ド
化
が
求
め
ら
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

知
的
媒
体
が
多
様
化
す
る
状
況
の
中
で
の
「
ハ

イ
ブ
リ
ッ
ド
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
と
し
て
図
書
館

に
は
何
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
。

ま
ず
は
、
電
子
情
報
へ
の
対
応
、
あ
る
い
は
情

報
化
社
会
へ
の
対
応
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
は
、

従
来
か
ら
の
図
書
館
の
役
割
で
あ
る
学
生
の
学

習
支
援
、
教
育
支
援
の
多
様
化
を
考
慮
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
。

第
一
の
点
で
あ
る
電
子
情
報
に
関
し
て
多
く

論
じ
ら
れ
る
の
は
、
電
子
図
書
館
や
電
子
ジ
ャ
ー

ナ
ル
の
問
題
で
あ
る
。

電
子
ジ
ャ
ー
ナ
ル
に
つ
い
て
は
、
財
源
の
確

保
だ
け
で
な
く
、
研
究
者
が
研
究
成
果
を
い
か

に
発
信
す
る
か
、
ま
た
研
究
業
績
が
何
に
よ
っ

て
評
価
さ
れ
る
か
と
い
う
点
に
、
こ
の
問
題
を

論
じ
る
際
の
困
難
さ
が
あ
る
。

ま
た
、
資
料
の
電
子
化
は
効
率
性
や
利
便
性
の

点
で
魅
力
的
で
あ
る
。
反
面
、
電
子
情
報
の
恒
久

性
が
疑
問
視
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。こ
れ
は
テ
ク
ニ

カ
ル
な
問
題
と
し
て
将
来
的
に
は
解
決
可
能
で
あ

る
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
、
資
料
の
特
性
に

応
じ
た
対
応
に
よ
って
解
決
で
き
る
部
分
も
あ
る
。

そ
し
て
第
二
に
は
、
大
学
で
の
教
育
内
容
が
、

学
問
そ
の
も
の
の
あ
り
方
や
情
報
化
に
よ
っ
て
変

様
し
つ
つ
あ
る
こ
と
か
ら
、
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

に
注
目
し
、
学
生
の
キ
ャ
リ
ア
を
視
野
に
入
れ
た

能
動
的
な
図
書
館
へ
の
転
換
が
期
待
さ
れ
る
。

大
学
図
書
館
は
、
授
業
に
関
連
す
る
図
書
、

研
究
に
必
要
な
資
料
を
備
え
、利
用
者
の
便
宜
を

図
る
よ
う
に
努
め
て
き
た
。
専
門
分
化
が
先
鋭

化
す
る
一
方
で
、現
実
に
は
専
門
領
域
を
横
断
す

る
問
題
が
生
じ
、そ
れ
へ
の
対
応
が
必
要
と
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
学
問
の
形
態
も
変
化
し

学
際
性
が
進
む
。
将
来
社
会
で
活
動
す
る
学
生
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を
利
用
者
と
し
て
擁
す
る
図
書
館
は
、
社
会
の

こ
う
し
た
変
化
に
も
敏
感
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
も
、
知
的
交
流
の
場
で
あ
る
図
書
館
は
、

学
生
に
と
っ
て
必
要
な
資
料
を
入
手
す
る
だ
け
の

場
で
は
な
く
、
分
野
の
異
な
っ
た
人
や
資
料
と
出

会
え
る
場
で
も
あ
り
、
利
用
者
は
、
期
せ
ず
し
て
、

別
の
視
点
や
別
の
尺
度
を
発
見
す
る
か
も
し
れ

な
い
。
図
書
館
は
知
的
領
域
を
拡
大
す
る
チ
ャ

ン
ス
を
提
供
で
き
る
場
に
も
な
る
。
未
知
の
世
界
、

未
知
の
領
域
に
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
知

的
に
成
長
す
る
。
異
な
る
価
値
、
異
な
る
判
断

に
触
れ
る
こ
と
で
思
考
に
広
さ
と
深
さ
が
生
ま
れ

る
。
そ
れ
は
、
既
存
の
秩
序
や
体
系
を
あ
え
て
問

い
、
自
ら
考
え
判
断
す
る
能
力
を
育
む
に
違
い
な

い
。
こ
う
し
て
未
成
熟
を
脱
し
、
自
ら
主
体
的
に

考
え
る
こ
と
は
哲
学
的
態
度
の
基
本
で
も
あ
る
。

知
識
基
盤
社
会
に
お
け
る
哲
学
的
思
考

“Sapere aude! ”

と
語
り
か
け
た
カ
ン
ト
哲

学
の
特
徴
の
一
つ
は
、
科
学
的
知
の
位
置
づ
け

と
限
界
の
設
定
に
あ
る
。

科
学
は
実
証
性
と
論
理
整
合
性
を
確
保
す
る

こ
と
で
合
理
性
が
あ
る
と
み
な
さ
れ
、一般
的
に
受

け
入
れ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
、
実
証
的

に
検
証
で
き
る
こ
と
だ
け
を
「
真
」
と
み
な
す
わ

け
で
は
な
い
。
人
は
、
自
由
や
神
や
永
遠
に
つ
い
て

論
じ
も
す
る
。
ま
た
、
同
一律
や
排
中
律
や
矛
盾

律
を
論
理
的
に
「
恒
真
」
と
認
め
な
が
ら
も
、
弁

証
法
的
な
思
惟
を
展
開
し
、
あ
る
い
は
「
空
」
を

論
じ
る
。
そ
れ
は
、
人
が
「
理
性
」
を
も
ち
「
生

き
る
」
存
在
で
あ
る
こ
と
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
私
た
ち
の
思
考
は
対
象
の
多
様
性
に
即

し
て
作
用
す
る
可
能
性
を
常
に
秘
め
て
い
る
の
で

あ
り
、
科
学
的
対
象
に
は
科
学
的
な
思
惟
が
、
行

為
に
関
す
る
事
柄
に
は
実
践
的
な
思
惟
が
、
超
越

的
な
問
題
に
対
し
て
は
、
超
越
的
な
思
惟
が
作
用

す
る
。
し
た
が
っ
て
、
哲
学
は
議
論
の
前
提
そ
の
も

の
か
ら
問
い
を
始
め
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
科
学

的
思
考
や
科
学
的
知
識
を
絶
対
的
な
も
の
と
は
み

な
さ
な
い
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、一人
ひ
と
り
が
そ
れ

ぞ
れ
が
新
た
に
問
う
こ
と
で
も
あ
る
。

ド
イ
ツ
の
実
存
の
哲
学
者
で
あ
る
カ
ー
ル
・
ヤ

ス
パ
ー
ス
（Karl Jaspers

）
は
哲
学
の
特
色
を

次
の
よ
う
に
語
る
。
２
）

哲
学
的
思
惟
に
は
、科
学
の
よ
う
に
進
歩
の

過
程
と
い
う
性
格
が
あ
り
ま
せ
ん
。
確
か
に
、

私
た
ち
は
ギ
リ
シ
ャ
時
代
の
医
者
で
あ
っ
た
ヒ

ポ
ク
ラ
テ
ス
よ
り
も
は
る
か
に
進
歩
し
て
い

ま
す
。し
か
し
プ
ラ
ト
ン
よ
り
進
歩
し
て
い
る

と
は
い
え
な
い
の
で
す
。
私
た
ち
は
、
プ
ラ
ト

ン
に
利
用
で
き
た
科
学
的
認
識
の
材
料
に
関

し
て
だ
け
な
ら
彼
よ
り
進
歩
し
て
い
る
と
い

え
ま
す
。し
か
し
、哲
学
す
る
こ
と
、そ
の
も
の

に
関
し
て
は
、私
た
ち
は
、も
う
一
度
彼
の
水

準
に
達
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
で
し
ょ
う
。

近
代
以
降
、
科
学
は
人
類
に
物
質
的
な
豊
か

さ
を
も
た
ら
し
た
。
私
た
ち
は
物
の
豊
か
さ
を

求
め
、
自
然
を
解
明
す
る
科
学
は
技
術
を
進
歩

さ
せ
て
、
そ
の
欲
求
を
充
た
し
て
き
た
。
そ
し
て
、

進
歩
と
発
展
を
求
め
て
来
た
現
代
の
私
た
ち
は
、

い
つ
の
間
に
か
、
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
る
こ
と
を

忘
れ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
便
利
さ
や

効
率
化
を
是
と
し
、
常
に
変
化
を
求
め
る
日
常

の
中
で
、
変
わ
ら
な
い
も
の
、
も
の
の
本
質
を
見

失
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
改
め
て
、
豊
か
さ
と

は
何
か
、
進
歩
と
は
何
か
、
そ
し
て
人
間
存
在
と

は
何
か
が
問
わ
れ
る
べ
き
時
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

知
識
が
社
会
を
駆
動
す
る
と
い
う
「
知
識
基

盤
社
会
」
を
形
成
し
て
い
る
知
は
、
蓄
積
さ
れ
た

古
典
的
な
知
か
ら
近
代
科
学
の
知
、
そ
し
て
情

報
化
時
代
の
知
に
い
た
る
ま
で
多
様
で
あ
る
。
こ

の
知
の
展
開
過
程
で
は
幾
度
か
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転

換
が
な
さ
れ
た
。ト
ー
マ
ス・ク
ー
ン（Thom

as S. 
Kuhn

）
は
、「
科
学
革
命
の
構
造
」（1962

）
で

次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
３
）

新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
導
か
れ
て
、
科
学

者
は
新
し
い
装
置
を
採
用
し
、
新
し
い
土
地

を
発
見
す
る
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
革

命
に
よ
っ
て
科
学
者
た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
の

装
置
で
今
ま
で
見
慣
れ
て
き
た
場
所
を
見
な

が
ら
、
新
し
い
全
く
違
っ
た
も
の
を
見
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
今
日
、
高
度
な
情
報
化
が
大
量
の
情
報

を
一
瞬
に
し
て
伝
達
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
電
子

的
伝
達
手
段
の
質
的
多
様
化
が
社
会
構
造
に
変

革
を
も
た
ら
し
つ
つ
あ
る
。
私
た
ち
は
居
な
が
ら
に

し
て
遠
隔
地
の
情
報
を
入
手
で
き
、
時
間
を
超
え

て
共
通
の
膨
大
な
情
報
に
瞬
時
に
触
れ
る
こ
と
も

で
き
る
。
こ
の
事
態
は
確
か
に
私
た
ち
の
生
活
を

便
利
で
豊
か
に
し
た
。
し
か
し
同
時
に
、
時
間
と

空
間
と
い
う
基
本
的
な
制
約
を
超
え
た
別
の
世
界
、

つ
ま
り
サ
イ
バー
空
間
と
い
う
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
世

界
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
そ
し
て
、
人

間
が
現
実
に
生
き
る
空
間
と
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
空

間
と
を
混
同
さ
せ
る
ほ
ど
に
技
術
は
進
歩
し
て
き

て
い
る
。
あ
る
い
は
、

私
た
ち
は
質
を
異
に

す
る
二
つ
の
空
間
を

手
に
入
れ
た
と
も
い

え
る
。
こ
の
事
態
が

新
た
な
思
考
の
枠
組

み
を
提
起
し
、
パ
ラ

ダ
イ
ム
の
転
換
を
も

た
ら
す
の
か
は
と
も

か
く
、
私
た
ち
は
こ
れ
ま
で
経
験
の
な
い
新
た
な
知

の
形
式
を
獲
得
し
た
と
い
え
る
。

と
は
い
え
、
知
を
駆
使
す
る
私
た
ち
一
人
ひ
と

り
が
身
体
的
存
在
と
し
て
有
限
な
時
を
生
き
る

こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
し
か
も
一
人
ひ
と
り
が

固
有
の
歴
史
を
刻
み
、
代
替
不
可
能
な
存
在
と

し
て
生
き
て
い
る
。
そ
う
し
た
個
々
人
が
そ
れ
ぞ

れ
に
自
ら
を
問
い
、
本
質
を
問
い
、
判
断
す
る
こ

と
が
哲
学
的
態
度
で
あ
る
。

そ
し
て
今
日
の
大
学
は
知
識
基
盤
社
会
の
担

い
手
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
に
相
応
し
た
機

能
を
自
覚
的
に
果
た
す
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
大
学
で
の
教
育
は
、
社
会
的
要
請
に
対

す
る
即
時
の
対
応
が
重
視
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、

教
育
内
容
と
教
育
体
制
は
可
変
的
で
あ
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
流
動
化
を
高
め
つ
つ
あ
る
。
こ
の
状

況
に
あ
っ
て
、
伝
統
的
で
歴
史
的
な
知
を
収
集

し
、
蓄
積
し
、
提
供
で
き
る
図
書
館
は
、
大
学

の
中
で
唯
一
悠
久
の
時
を
生
き
文
化
を
蓄
積
で
き

る
場
と
し
て
、
そ
の
重
要
さ
を
増
し
て
い
る
。
な

ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
こ
そ
普
遍
性
の
あ
る
知
の
維
持

と
生
成
が
な
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。

大
学
図
書
館
は
未
来
を
担
う
人
々
の
知
的
交

流
の
場
で
あ
り
、
一
人
ひ
と
り
が
、
他
者
の
判
断

に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
能
力
を
発
揮

し
て
努
め
て
知
を
求
め
、
考
え
、
新
た
な
知
を
創

造
し
発
信
す
る
学
術
情
報
基
盤
を
象
徴
す
る
場

と
し
て
、
そ
の
役
割
を
発
揮
し
続
け
る
こ
と
が
21

世
紀
の
今
ま
さ
に
期
待
さ
れ
て
い
る
。

（
副
学
長
・
附
属
図
書
館
長
）
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