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凡
例

本
Ｐ
Ｄ
Ｆ
は
、
岩
波
書
店
刊
『
三
木
清
全
集
』（1966

〜68

、1986

年
）
よ
り
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下

の
よ
う
な
改
定
を
施
し
て
い
る
。

・
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
、
旧
仮
名
遣
い
は
新
仮
名
使
い
に
改
め
た
。

・
送
り
仮
名
を
一
部
現
代
的
に
改
め
た
。「
表
は
す
・
現
は
す
・
顕
は
す
・
著
は
す
・
露
は
れ
」
は
「
表
す
・
現
す
・
顕
す
・

著
す
・
露
れ
」
と
、「
明
か
」
は
「
明
ら
か
」、「
少
い
」
は
「
少
な
い
」、「
異
る
」
は
「
異
な
る
」
な
ど
多
数
に
の
ぼ
る
。

・「
帰き
ち
ゃ
く著
」
な
ど
現
代
的
に
は
「
著
」
で
は
な
く
「
着
」
が
使
わ
れ
る
ケ
ー
ス
は
「
帰
着
」
等
と
変
え
た
。「
屡
」
は
「
屡
々
」

と
し
た
。「
愈
い
よ
い
よ」「

益
ま
す
ま
す」

も
「
愈
々
」「
益
々
」
と
。

・
人
名
な
ど
カ
タ
カ
ナ
表
記
は
論
文
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
が
、
主
な
も
の
は
統
一
し
た
。
殊
に
「
ヰ
・

ヸ
・
ヷ
」
な
ど
現
代
で
は
使
わ
れ
な
い
も
の
は
す
べ
て
変
え
た
。

・
ル
ビ
は
底
本
に
あ
る
も
の
は
す
べ
て
取
り
入
れ
て
い
る
が
、
加
え
て
、
漢
字
の
読
み
と
し
て
作
成
者
が
追
加
し
た
。
そ

れ
ら
の
区
別
は
し
て
い
な
い
。

・〔
〕
は
編
者
。【
】
に
よ
る
注
記
、
お
よ
び
ペ
ー
ジ
左
端
の
脚
注
は
作
成
者
の
も
の
で
あ
る
。「
解
題
」
は
作
成
者
に
よ
る
。

・
文
献
名
が
青
字
斜
体
で
あ
る
の
は
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
文
献
中
の
ロ
ー
マ
数
字
は
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
トI, II, IV, X

で
代
用
し
て
い
る
。

・
ギ
リ
シ
ャ
文
字
はTekniaG

reek font

を
使
っ
て
い
る
。
但
しφι
は
作
成
ソ
フ
ト
と
の
相
性
が
悪
く
別
フ
ォ
ン
ト
で
あ
る
。



底
本
と
し
た
全
集
の
編
集
方
針
は
、「
原
則
と
し
て
最
終
稿
を
原
典
と
し
、
校
異

は
特
別
の
他
示
さ
な
い
。
明
確
な
誤
記
・
誤
植
以
外
は
原
形
を
保
存
す
る
。
歴
史

的
意
義
を
持
つ
初
期
著
作
は
原
形
の
ま
ま
収
録
し
、
各
種
発
表
さ
れ
た
た
ぐ
い
の

も
の
は
、
分
類
し
年
代
順
に
配
列
し
た
。」
と
あ
る
。

底
本
と
し
た
全
集
は
、
次
の
五
氏
の
編
集
よ
り
な
っ
た
も
の
で
す
。

大
内
　
兵
衛

東
畑
　
精
一

羽
仁
　
五
郎

桝
田
啓
三
郎

久
野
　
　
收
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ソ
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七

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

成
熟
し
た
方
法
を
も
っ
て
絶
え
ず
そ
の
研
究
を
指
導
し
、
統
制
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
学

問
の
本
質
的
要
素
を
な
し
て
い
る
。
天
才
的
な
直
観
に
直
接
に
身
を
委
ね
る
と
い
う
の
は
彼
の
こ
と
で
な
か
っ

た
。
彼
は
そ
の
研
究
の
出
発
に
際
し
て
、
或
い
は
時
と
し
て
そ
の
途
上
に
於
て
、
研
究
の
方
法
に
つ
い
て
つ
ね
に

反
省
し
、
こ
れ
を
述
べ
て
い
る
。
方
法
と
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
根
源
的
な
意
味
に
於
て
、「
道
に
従
っ
て
」
と
い

う
こ
と
を
意
味
す
る
。
学
問
が
、
本
来
学
問
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
道
に
従
っ
て
、
正
し
き
道
に
従

っ
て
歩
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
け
だ
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
拠
れ
ば
、
学
問
と
雖
も
、
ひ
と
つ
の
運
動
0

0

で
あ
る
。

恰あ
た
かも
大
工
が
家
を
建
て
る
と
い
う
こ
と
の
ひ
と
つ
の
運
動
で
あ
り
、
過
程
で
あ
る
如
く
、
学
問
の
認
識
も
ま
た
、

ひ
と
つ
の
、
建
築
と
い
う
「
制
作
」
の
過
程
に
対
し
て
は
ひ
と
つ
の
異
な
っ
た
特
殊
な
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
過

程
で
あ
り
、
運
動
で
あ
る
。
学
問
的
認
識
と
い
わ
る
べ
き
は
、
直
接
的
知
識
で
な
く
、
却
っ
て
過
程
的
認
識

0

0

0

0

0

で
あ

る
。
こ
れ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
意
見
で
あ
っ
た
。
学
問
の
道
は
如
何
に
通
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
。
彼
は
種
々

な
る
箇
所
に
於
て
、
学
問
が
一
般
に
、
我
々
に
と
っ
て
一
層
明
ら
か
な
も
の
、
一
層
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
か
ら
出

立
し
て
、
本
性
上
ま
た
は
絶
対
的
な
意
味
で
一
層
明
ら
か
な
も
の
、
一
層
よ
く
知
ら
れ
得
る
も
の
へ
と
進
み
到
る

べ
き
こ
と
を
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
。「
我
々
に
と
っ
て
」
と
い
う
こ
と
と
、「
本
性
上
」
或
い
は
「
絶
対
的
な
意



八

味
で
」
と
い
う
こ
と
と
は
ま
さ
に
相
反
す
る
方
向
を
意
味
す
る
。
一
は
研
究
の
道
の
出
発
点
で
あ
り
、
他
は
そ
れ

の
到
着
点
で
あ
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
明
ら
か
な
も
の
、
知
ら
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
も
二
つ
の
意
味
が
区
別

さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
、 bekannt 

と erkannt 

と
の
区
別
と
し
て
表
現
さ
れ
得

る
。 bekannt 
で
あ
る
も
の
は
い
ま
だ
な
お erkannt 

で
あ
る
の
で
は
な
い
。
前
の
意
味
で
知
ら
れ
た
も
の
を
後

の
意
味
で
知
ら
れ
た
も
の
に
ま
で
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
学
問
の
仕
事
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
私
は
少
な
く
と
も
次

の
二
つ
の
こ
と
を
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
一
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
明
ら
か
な
も
の
、
知
ら
れ
た
も
の
が
研

究
の
端
初
で
あ
る
。
何
等
か
の
仕
方
で
物
が
我
々
に
と
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
我
々
の
学

問
の
現
実
0

0

に
存
在
し
得
る
根
本
的
条
件
で
あ
る
。
こ
の
現
実
の
条
件

0

0

0

0

0

の
上
に
学
問
の
存
在
0

0

は
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い

る
。
換
言
す
れ
ば
、
我
々
が
明
ら
さ
ま
に
学
問
的
態
度
を
も
っ
て
存
在
を
知
ろ
う
と
す
る
に
先
立
っ
て
、
存
在
は

既
に
、
学
問
的
で
は
な
い
他
の
仕
方
に
於
て
、
我
々
に
熟
知
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
学
問
が
初
め
て

0

0

0

存
在
を

光
の
中
に
置
く
の
で
な
く
、
学
問
を
し
な
く
と
も
、
或
い
は
学
問
を
す
る
前
に
、
既
に
0

0

存
在
は
何
か
の
仕
方
で
見

ゆ
る
も
の
で
あ
り
、
顕
な
る
も
の
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
後
者
が
前
者
の
条
件
で
あ
る
。
存
在
が
我
々
に
と

っ
て
在
る
0

0

と
い
う
こ
と
は
、
根
源
的
に
ま
た
原
始
的
に
、
顕
に
さ
れ
て
在
る

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
を
含
ん
で
い
る
。
そ
し

て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
時
に
は
区
別
し
た
用
語
法
に
従
っ
て
言
え
ば
、 gnw

:siV 

（B
ekanntsein

）
が ejpisthvmh 



九

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

（Erkanntsein
）
の
存
在
し
得
る
条
件
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
関
係
し
て
、
二
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
術
語
的
に

使
用
し
た「
我
々
に
と
っ
て
」と
い
う
言
葉
も
、近
代
の
認
識
論
の
考
え
方
に
慣
れ
た
者
が
よ
く
誤
解
す
る
よ
う
に
、

「
主
観
的
」
と
い
う
意
味
に
解
さ
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
学
問
的
認
識
が
い
わ
ゆ
る
「
客
観
的
」
で

あ
る
に
対
し
て
、
そ
れ
の
出
立
点
と
な
る
知
識
は
主
観
的
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
一
般
に
主
観
的
及
び
客

観
的
と
い
う
表
現
を
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
中
へ
持
ち
込
む
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
人
は
斯
く
の
如
き
言
葉

を
知
ら
ず
、
従
っ
て
そ
れ
に
よ
っ
て
表
現
さ
る
べ
き
事
態
を
見
な
か
っ
た
。
グ
ノ
ー
シ
ス
も
ま
た
十
分
客
観
的
で

あ
り
得
る
、
そ
れ
は
ま
た
十
分
正
し
い
も
の
で
あ
り
得
る
。「
我
々
に
と
っ
て
」
と
い
う
こ
と
は
、
む
し
ろ
、
存

在
が
顕
に
さ
れ
て
在
る
、
従
っ
て
明
ら
か
な
も
の
、
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
仕
方
0

0

、
そ
の
特
殊
な
る

0

0

0

0

仕
方
を
表
す

に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
物
の
熟
知
を
も
っ
て
苟
い
や
し
くも

学
問
に
這
入
ろ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
要
求
さ
る
べ
き
最
初

の
、
根
本
的
な
前
提
で
あ
る
と
考
え
た
。
ひ
と
は
物
を
特
に
学
問
的
に
研
究
し
よ
う
と
す
る
前
に
先
ず
そ
の
研
究

す
べ
き
物
を
熟
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て
彼
は
年
若
き
者
が
例
え
ば
政
治
学
或
い
は
倫
理
学
を
究
め
よ
う

と
す
る
の
は
資
格
な
き
こ
と
で
あ
る
と
し
た
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
い
ま
だ
社
会
的
生
活
を
多
く
経
験
せ
ず
、
政
治
に

与
ら
ず
、
従
っ
て
彼
は
彼
の
研
究
の
対
象
に
つ
い
て
熟
知
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
学
者
と
し
て
出
発
す



一
〇

る
資
格
は
そ
の
学
問
の
対
象
と
な
る
べ
き
存
在
を
予
め
よ
く
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
与
え
ら

れ
る
。

し
か
る
に
存
在
は
種
々
な
る
仕
方
に
於
て
先
ず
知
ら
れ
て
い
る
。第
一
に
そ
れ
は
我
々
の
感
性
知
覚
を
通
し
て
、

そ
し
て
こ
の
も
の
と
結
び
つ
い
た
と
こ
ろ
の
経
験
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
。
学
問
は
そ
れ
を
端
初
と
し
て
出
発

す
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
る
に
我
々
の
感
性
的
経
験
に
与
え
ら
れ
る
も
の
は
、「
或
る
全
体
」
と
し
て
、「
渾
沌

た
る
も
の
」、「
錯
綜
し
た
も
の
」
で
あ
る
、
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
云
う
。
そ
こ
で
は
凡
て
が
込
み
合
っ
て
い
て

区
別
さ
れ
て
お
ら
ず
、
秩
序
な
く
、
聯
関
を
も
た
な
い
。
恰
も
幼
児
が
あ
ら
ゆ
る
男
の
人
を
父
と
呼
び
、
一
切
の

女
の
人
を
母
と
呼
ぶ
有
様
に
似
て
い
る
。
幼
児
は
そ
の
知
識
の
発
達
に
つ
れ
て
、
男
の
人
の
中
か
ら
彼
の
父
親

を
、
女
の
人
の
中
か
ら
彼
の
母
親
を
区
別
す
る
に
到
る
。
恰
も
そ
の
よ
う
に
、
学
問
は
与
え
ら
れ
た
る
渾
沌
た
る

全
体
の
表
象
の
分
析
の
道
を
進
む
の
で
あ
る
。「
分
析
」
と
い
う
こ
と
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
学
問
の
方
法
と
し

て
挙
げ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
彼
自
身
の
絶
え
ず
用
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
彼
に
於
て
分
析
が
本
来
の
研
究
の

方
法
で
あ
っ
た
。
分
析
す
る
こ
と
は
、与
え
ら
れ
た
も
の
が
渾
沌
た
る
全
体
（o{lon ti

）
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

限
定
し
て
ゆ
く
と
い
う
道
を
辿
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
分
析
す
る（diairei:n

）と
は
限
定
す
る（diorivzein

）

こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
る
に
我
々
に
と
っ
て
存
在
を
限
定
す
る
た
め
の
優
越
な
る
器
官
と
も
い
う
べ
き
は
ロ
ゴ



一
一

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

ス
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
の
本
質
的
な
機
能
は
存
在
を
限
定
す
る
に
あ
る
。
そ
れ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
学
問
研
究
の

端
初
と
な
る
も
の
に
第
二
の
、
し
か
も
更
に
優
れ
た
も
の
が
あ
る
と
見
做
し
た
。
ロ
ゴ
ス
は
伝
承
さ
れ
る
こ
と
が

出
来
る
。
過
去
の
人
々
の
経
験
は
彼
等
が
経
験
し
た
存
在
に
つ
い
て
の
ロ
ゴ
ス
に
於
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
か
か

る
ロ
ゴ
ス
、
即
ち
人
々
の
意
見
（uJpolhvy

eiV

）
の
う
ち
に
以
前
か
ら
の
経
験
は
限
定
さ
れ
た
姿
に
於
て
与
え
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
意
見
の
中
に
は
昔
ま
た
は
同
時
代
の
学
者
の
思
想
ば
か
り
で
な
く
、
一
般
に
謂
わ
ば
常
識
で
あ

る
と
こ
ろ
の
も
の
も
含
め
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
考
え
て
い
た
。
即
ち
そ
れ
は dovxa 

に
通
ず
る
。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
は
斯
く
の
如
き
意
見
、
従
っ
て
学
問
の
歴
史

0

0

0

0

0

に
於
て
、
彼
の
哲
学
に
と
っ
て
の
広
大
肥
沃
な
る
地
盤
を
見
出

し
た
。
我
々
が
彼
の
著
作
の
多
く
に
於
て
ギ
リ
シ
ア
思
想
の
歴
史
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
叙
述
に
出
会
い
、
か
く

し
て
今
日
そ
れ
ら
の
書
が
哲
学
史
の
資
料
の
う
ち
最
も
重
要
な
も
の
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
の

も
偶
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
よ
う
に
意
見
を
も
っ
て
哲
学
の
地
盤
と
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

見
方
は
種
々
な
る
前
提
の
上
に
於
て
可
能
で
あ
っ
た
。
第
一
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
生
来
知
る

こ
と
を
求
め
、
且
つ
こ
れ
を
喜
ぶ
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
人
間
は
謂
わ
ば
自
然
的
に
、
従
っ
て
最

も
多
く
の
場
合
、
真
理
に
対
し
て
準
備
さ
れ
て
お
り
、
真
な
る
も
の
を
捉
え
、
真
な
る
も
の
を
信
ず
る
。
そ
れ
故

に
人
間
の
歴
史
は
真
理
が
お
の
ず
か
ら
発
見
さ
れ
て
ゆ
く
歴
史
で
あ
る
と
も
言
い
得
る
。
第
二
、し
か
し
な
が
ら
、



一
二

従
来
の
人
々
は
単
に
一
面
的
な
、部
分
的
な
真
理
を
発
見
し
た
に
と
ど
ま
る
。
彼
等
の
意
見
の
間
に
矛
盾
が
あ
り
、

彼
等
が
矛
盾
に
陥
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、「
各
の
者
は
全
体
を
研
究
す
べ
き
で
あ
っ
た
に
拘
ら
ず
、
た
だ

或
る
部
分
（mevroV ti

）
を
語
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
」
の
に
も
と
づ
く
。
も
と
よ
り
彼
等
は
真
理
を
把
握
し
た
、

け
れ
ど
そ
の
真
理
は
部
分
的
真
理
で
あ
っ
た
が
故
に
、
存
在
の
一
面
の
み
を
表
す
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
故
に
、
そ

の
限
り
に
於
て
ま
た
虚
偽
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
か
く
て
第
三
に
、
哲
学
の
課
題
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

に
と
っ
て
、
種
々
な
る
意
見
に
於
け
る
真
理
の
契
機
を
綜
合
的
に
、
統
一
的
に
表
現
す
る
に
あ
る
。
か
く
て
具
体

的
な
、
全
体
的
な
真
理
を
求
め
る
こ
と
に
彼
の
努
力
は
向
け
ら
れ
て
い
た
。
私
は
い
ま
こ
れ
ら
の
命
題
を
例
示
し

よ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
い
わ
ゆ
る
「
原
因
」（aijtiva

）
に
四
つ
の
も
の
を
区
別
し
た
人
と
し
て
普
く
知
ら
れ

て
い
る
。
即
ち
、
形
相
因
（causa form

alis

）、
質
料
因
（causa m

aterialis

）、
運
動
因
（causa m

ovens

）、
目

的
因
（causa finalis

）
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
通
俗
に
は
、
こ
れ
ら
四
つ
の
原
因
そ
の
も
の
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
が
初
め
て
発
見
し
た
も
の
の
如
く
に
見
做
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
誤
で
あ
る
。
先
ず
原
因
の
究
明
を
学
問
の
研

究
の
目
的
と
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
そ
の
も
の
が
、
学
問
に
つ
い
て
の
、
い
な
根
本
的
に
は
ひ
と
が
「
知

あ
る
者
」
と
呼
ぶ
も
の
に
つ
い
て
の
、
嘗
て
よ
り
の
意
見
を
分
析
し
て
確
立
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
て
四
つ
の
原
因
に
つ
い
て
云
え
ば
、
そ
れ
ら
は
個
々
の
も

0

0

0

0

の
と
し
て
は

0

0

0

0

0

既
に
人
々
に
よ
っ
て
彼
以
前
に
見
出



一
三

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。然
し
な
が
ら
、そ
れ
ら
の
先
行
哲
学
者
た
ち
の
本
質
的
な
制
限
は
、四
つ
の
も
の
の
う
ち
、

或
い
は
一
つ
、
或
い
は
二
つ
と
い
う
風
に
、
部
分
的
に
認
識
し
た
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
全
体
と
し
て
掲
げ
る

こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
全
体
を
挙
げ
た
の
み
で
な
い
、
彼
は
そ
れ
を
統
一
的
に
把
握
す
る

概
念
を
作
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
彼
の
全
哲
学
を
貫
通
す
る
根
本
概
念
な
る
、
可
能
態
（duvnamiV

）
＝
現

実
態
（ejntelevceia

）
に
於
て
そ
れ
ら
の
も
の
は
綜
合
さ
れ
、
統
一
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
右
に
記
し
た

三
つ
の
命
題
を
顧
み
る
と
き
、
何
人
も
容
易
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
間
の
類
似
に
思
い
及
ぶ
こ
と

が
出
来
よ
う
。
二
人
の
思
想
家
の
間
の
類
似
は
単
に
こ
れ
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
我
々
は
な
お
次
の
も
の
を
そ
れ

に
聯
関
し
て
示
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
先
ず
こ
う
で
あ
る
。
各
の
意
見
は
、
そ
れ
が
存
在
の
真
理
の
各
の

契
機
を
表
現
し
て
い
る
点
で
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
何
人
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
か
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

に
と
っ
て
多
く
の
意
味
を
有
し
得
な
か
っ
た
。
一
切
の
個
性
的
な
も
の
、
人
格
的
な
も
の
は
、
実
質
的
な
も
の
、

事
象
的（sachlich

）な
も
の
の
背
後
に
消
え
隠
れ
る
べ
き
で
あ
る
。全
体
的
な
、具
体
的
な
真
理
を
求
め
る
者
に
は
、

そ
れ
の
部
分
で
あ
る
べ
き
真
理
契
機
の
発
見
者
が
誰
で
あ
る
か
は
問
題
と
な
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に

し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
後
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
或
る
意
見
を
語
っ
た
者
の
名
が
知
ら
れ
て

お
り
、
明
ら
か
に
そ
の
者
に
つ
い
て
論
ず
る
と
き
に
も
、
そ
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
彼
は
「
語
ら



一
四

れ
て
お
る
」
ま
た
は
「
ひ
と
は
言
う
」
な
ど
の
語
法
を
好
ん
で
用
い
た
。
例
え
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
彼
の
哲
学

の
諸
概
念
に
つ
い
て
そ
の
綱
要
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
の
『
メ
タ
フ
ィ
シ
カ
』
第
五
巻
を
開

け
ば
、
こ
の
こ
と
が
簡
単
に
証
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
個
人
は
個
々
の
真
理
の
単
に
伝
達
器
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
真
理
そ
の
も
の
の
立
場
か
ら
は
顧
み
ら
れ
る
を
要
し
な
い
。
次
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は

彼
に
到
る
ま
で
の
時
期
に
於
て
真
理
の
全
体
を
構
成
す
る
た
め
に
な
く
て
は
な
ら
ぬ
個
々
の
要
素
は
凡
て
、
少
な

く
と
も
殆
ど
凡
て
発
見
し
尽
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
の
も
と
に
哲
学
し
た
。
彼
は
思
想
の
歴
史
の
完
成
期
に
自

己
が
立
っ
て
い
る
も
の
と
見
做
し
た
。
か
く
て
彼
の
哲
学
の
課
題
は
歴
史
に
於
て
既
に
見
出
さ
れ
て
い
る
諸
の
部

分
的
真
理
を
綜
合
し
、
統
一
す
る
と
い
う
こ
と
に
定
め
ら
れ
る
。
彼
は
み
ず
か
ら
を
創
造
者
と
し
て
よ
り
も
む
し

ろ
完
成
者
と
し
て
自
覚
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
の
哲
学
は
ま
こ
と
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
比
喩
を
用
い
る
な

ら
ば
、
ミ
ネ
ル
バ
の
梟
で
あ
る
。
そ
れ
は
回
顧
的
と
い
う
こ
と
を
特
色
と
す
る
。
そ
こ
に
は
未
来
へ
の
展
望
が
そ

れ
自
身
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。
ギ
リ
シ
ア
の
古
典
的
世
界
は
な
る
ほ
ど
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
共
に
終
結
し

た
。
然
し
な
が
ら
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
大
王
の
遠
征
と
共
に
世
界
史
の
全
く
新
し
い
、
そ
し
て
決
し
て
無
意
義
で
は

な
く
却
っ
て
甚
だ
重
要
な
る
時
期
は
始
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。
し
か
る
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
大

王
の
師
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
大
王
の
事
業
の
世
界
史
的
意
義
を
評
価
す
る
こ
と
が
全
然
出
来
な
か
っ
た



一
五

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
方
法
の
特
性
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
た
。
私
は
更
に
進
ん
で
彼
の
哲
学
の
対
象
に
つ
い
て
語

ろ
う
。
こ
の
対
象
は
「
存
在
」
で
あ
る
。
彼
の
哲
学
は
存
在
論
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
る
に

学
問
の
対
象
で
あ
る
と
こ
ろ
の
存
在
は
、
存
在
と
し
て
、
一
般
に

0

0

0

一
定
の
存
在
の
仕
方
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
か
く
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
学
問
的
に
考
察
さ
れ
得
る
存
在
と
学
問
的
に
は
支
配
し
得
ぬ
存
在
と
を
区

別
し
た
。
附
帯
的
ま
た
は
偶
然
的
に
在
る
も
の
（to; kata; sumbebhko;V o[n

）
に
つ
い
て
は
一
般
に
学
問
が
成

立
し
得
な
い
。
そ
れ
に
関
し
て
学
問
の
可
能
な
る
存
在
は
、
大
抵
の
場
合
つ
ね
に
在
る
も
の
（to; o[n w

JV ejpi; to; 

poluv

）
及
び
永
遠
に
在
る
も
の
（to; aijei; o[n

）
で
あ
る
。
そ
れ
は
最
も
単
純
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
大

抵
の
場
合
つ
ね
に
在
る
も
の
及
び
永
遠
に
在
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
私
が
先
ず
そ
れ
を
見
な
が
ら
そ
れ
に
つ
い
て

語
り
、
か
く
し
て
そ
れ
を
ロ
ゴ
ス
に
於
て
保
存
し
、
後
に
到
っ
て
再
び
そ
の
も
の
に
向
う
と
き
に
も
そ
れ
は
元
の

ま
ま
で
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ロ
ゴ
ス
に
於
て
そ
れ
を
止
揚
し
、
保
存
す
る
こ
と
に
は
何
の
矛
盾
も
含
ま
れ
る
こ

と
が
な
い
。
ま
た
他
の
方
面
か
ら
云
え
ば
、私
が
そ
の
も
の
を
表
現
し
た
と
こ
ろ
の
ロ
ゴ
ス
が
正
し
い
か
否
か
を
、

私
は
絶
え
ず
そ
の
も
の
に
還
っ
て
い
っ
て
検
証
す
る
こ
と
が
出
来
る
、
そ
の
も
の
は
い
つ
で
も
同
じ
ま
ま
で
と
ど

ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
附
帯
的
ま
た
は
偶
然
的
に
在
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
私
が
い
ま
そ



一
六

れ
を
見
て
い
る
間
は
然そ

》
う
で
あ
る
が
、
私
が
そ
れ
か
ら
眼
を
転
じ
、
後
に
な
っ
て
更
に
そ
れ
を
振
り
返
る
と
き

そ
れ
は
も
は
や
然
う
で
な
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
私
は
自
己
に
矛
盾
す
る
こ
と
な
く

し
て
は
そ
れ
を
ロ
ゴ
ス
に
於
て
止
揚
し
、
保
存
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
か
く
て
ロ
ゴ
ス
の
仕
事
で
あ
る
学

問
は
た
だ
前
の
種
類
の
存
在
に
関
し
て
の
み
あ
り
得
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
ま
た
私
は
二
つ
の
こ

と
を
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

第
一
に
こ
こ
に
在
る
も
の
と
謂
わ
れ
た
も
の
、
例
え
ば
永
遠
に
在
る
も
の
と
謂
わ
れ
た
も
の
は
、
不
変
不
動
な

も
の
と
い
う
こ
と
と
は
等
し
く
な
く
、
却
っ
て
そ
の
正
反
対
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
存
在
の
最
も
一
般
的

な
、
最
も
根
本
的
な
る
規
定
を
運
動
に
於
て
見
た
。
在
る
も
の
と
は
、
最
も
優
越
な
意
味
で
は
、
運
動
す
る
も
の

で
あ
る
。
存
在
が
そ
れ
に
於
て
限
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
本
質
は
、
従
っ
て
、
こ
の
運
動
と
変
化
と
の
過
程
を
通
じ

て
つ
ね
に
自
己
を
維
持
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
た
だ
束
の
間
の
み
事
物
に
於
て
現
れ
る
姿
は
事
物
の
本

質
（oujsiva

）
た
る
姿
（ei\doV

）
で
は
な
い
。
事
物
の
真
の
姿
は
過
程
を
通
じ
て
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
の
姿
で
あ
る
。

過
程
（gevnesiV

）
に
於
て
存
在
が
媒
介
0

0

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
質
た
る
姿
と
然
ら
ざ
る
も
の
と
が
初

め
て
分
別
さ
れ
る
。
か
く
て
ロ
ゴ
ス
の
う
ち
優
れ
た
も
の
、
即
ち
本
質
の
ロ
ゴ
ス
（lovgoV oujsivaV

）
た
る
い
わ

ゆ
る
定
義
（oJrismovV

）
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
か
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
或
る
物
の
本
質
と
は
生
成
の



一
七

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

過
程
を
通
じ
て
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
を
連
続
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
、
そ
こ
か
ら
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
事
物

の
本
質
に
対
す
る
最
も
優
越
な
る
表
現
と
し
て to; tiv h\n ei\nai 

【
そ
れ
が
い
っ
た
い
何
で
あ
る
の
か
】
な
る
特
有
の
語

を
用
い
た
。
定
義
は
ま
さ
に
こ
の
も
の
を
規
定
す
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
生
成
の
過
程
を
通
じ
て
持
続
す

る
本
質
の
姿
を
規
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
定
義
は
事
物
の
運
動
の
う
ち
に
絶
え
ず
あ
る
姿
を
表
す
も
の
と
し
て
、
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
、
特
に ei\doV gevnouV 

を
規
定
す
る
と
考
え
ら
れ
た
。
後
の
形
式
論
理
学
は
こ
の
言
葉

を
抽
象
的
、
形
式
的
に
解
釈
し
て
、
定
義
を
も
っ
て species 

と genus proxim
us 

と
の
加
わ
っ
た
も
の
と
し
た
。

然
し
な
が
ら
我
々
は
こ
の
言
葉
の
形
作
ら
れ
た
具
体
的
な
地
盤
を
決
し
て
見
失
う
べ
き
で
な
い
の
で
あ
る
。
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
が
形
式
論
理
学
の
父
で
あ
る
と
最
も
多
く
の
場
合
に
見
做
さ
れ
、そ
し
て
例
え
ば
カ
ン
ト
の
云
っ
た
、

形
式
論
理
学
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
少
し
も
進
歩
し
な
か
っ
た
、と
い
う
こ
と
が
屡
々
信
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
は
、

全
く
の
見
当
違
い
で
あ
る
。
一
般
に
ギ
リ
シ
ア
人
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
ま
た
形
式
論

理
学
を
知
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
も
の
は
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
時
代
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
的
中
世
へ
か
け
て
の
産
物
で

あ
る
。
い
わ
ゆ
る
形
而
上
学
と
い
わ
ゆ
る
論
理
学
と
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
凡
て
の
哲
学
者
に
於
て
、
従
っ
て
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
に
於
て
も
ま
た
、
分
つ
べ
か
ら
ざ
る
、
一
箇
の
統
一
を
な
し
て
い
た
。

第
二
に
在
る
も
の
と
は
運
動
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
と
よ
り
附
帯
的
ま
た
は
偶
然
的
に
在
る
も



一
八

の
に
つ
い
て
も
言
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
す
で
に
運
動
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
こ
の
も
の
と
雖
も
勿
論
何
等

か
の
原
因
を
も
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
在
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
学
問
は
な
に
よ
り
も
原
因
に
つ

い
て
の
研
究
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
か
か
る
種
類
の
存
在
に
関
し
て
学
問
が
成
立
し
得
な
い
の
は
、
そ
こ

で
は
原
因
が
無
限
定
的

0

0

0

0

（ajovriston

）
で
あ
る
こ
と
に
ひ
と
え
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
こ
う
で
あ
る
。

或
る
島
に
達
す
る
こ
と
を
目
差
し
て
出
発
し
た
船
が
そ
の
島
に
到
着
す
る
と
い
う
過
程
は
つ
ね
に
限
定
さ
れ
た

0

0

0

0

0

過
程
で
あ
る
。
な
ぜ
か
な
ら
ば
、
そ
の
島
へ
到
着
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
過
程
の
達
す
べ
き
終
末
（tevloV

）

と
し
て
最
初
か
ら
船
頭
の
頭
の
中
に
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
テ
ロ
ス
が
全
体
の
過
程
の
う
ち
に
絶
え
ず
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
こ
の
過
程
は
限
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
他
の
場
合
に
、
即
ち
偶
然
的
に
或
る
船
が
同
じ
島
に
着
い

た
と
せ
よ
。
こ
の
場
合
に
は
そ
こ
に
到
着
す
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
船
の
船
頭
の
頭
の
中
に
テ
ロ
ス
と
し
て
な
か

っ
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
の
テ
ロ
ス
が
原
因
と
な
っ
て
そ
の
島
に
到
着
し
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し

こ
の
場
合
と
雖
も
原
因
は
あ
る
。
例
え
ば
暴
風
雨
に
途
中
で
遇
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
。
或
い
は
途
中
で
海

賊
に
遇
っ
た
た
め
で
あ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
原
因
は
あ
る
に
は
あ
る
が
、
無
限
定
的
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
無
限
定
的
な
存
在
は
本
来
の
意
味
に
於
て
在
る
と
い
う
こ
と
も
出
来
ぬ
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
附
帯
的
ま

た
は
偶
然
的
に
在
る
も
の
は
非
有
に
近
き
或
る
も
の
（ejgguvV ti tou: mh; o[ntoV

）
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
そ
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

れ
の
み
で
な
い
、
彼
は
更
に
進
ん
で
、
こ
の
種
の
存
在
に
は
生
成
と
消
滅
（gevnesiV kai; φqorav

）
が
属
し
な
い

と
云
っ
て
い
る
。
け
だ
し
彼
の
用
い
る
「
生
成
と
消
滅
」
な
る
言
葉
に
は
も
と
も
と
そ
れ
が
限
定
さ
れ
た
原
因
に

よ
っ
て
過
程
す
る
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
も
ま
た
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

つ
い
で
に
次
の
こ
と
を
附
け
加
え
て
お
こ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
の
取
扱
う
存
在
の
異
な
る
に
つ
れ
て
学

問
の
「
正
確
さ
」
も
一
様
で
な
い
と
考
え
た
。
例
え
ば
自
然
の
存
在
に
関
す
る
学
問
の
有
す
る
も
の
と
同
じ
意
味

に
於
て
、
ま
た
は
同
じ
程
度
に
於
て
、
人
間
の
実
践
の
領
域
に
つ
い
て
の
研
究
に
対
し
て
正
確
さ
を
要
求
す
る
こ

と
は
出
来
な
い
。
か
く
の
如
き
も
の
を
要
求
す
る
こ
と
は
却
っ
て
不
正
確
を
要
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

人
間
の
実
践
的
存
在
は
、
そ
の
本
来
の
、
そ
の
根
本
的
な
る
規
定
に
於
て
、
こ
の
よ
う
な
正
確
さ
を
容
れ
な
い
も

の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
学
問
の
仕
事
は
存
在
を
し
て
自
己
を
語
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
拷
問
し
て

自
己
の
在
ら
ぬ
も
の
、
そ
し
て
た
だ
我
々
の
求
め
る
も
の
を
告
げ
る
よ
う
に
余
儀
な
く
せ
し
め
る
に
あ
る
の
で

は
な
い
。
ロ
ゴ
ス
の
本
来
の
機
能
は
存
在
を
存
在
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

か
ら
0

0

示
す
（ajpo φaivnesqai

）
に
あ
る
。
学
問
は
最

も
一
般
的
に
云
え
ば
存
在
を
顕
に
す
る
方
法
（dhlw

vsiV
）
で
あ
る
。
そ
の
種
々
な
る
方
法
、
殊
に
後
に
到
っ
て

演
繹
的
及
び
帰
納
的
方
法
と
し
て
形
式
化
さ
れ
る
に
到
っ
た
と
こ
ろ
の
、 ajpovdeixiV 

と ejpagw
ghv 

な
る
も
の
も
、

要
す
る
に
存
在
を
顕
に
す
る
仕
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
哲
学
（φiloso φiva

）
は
ロ
ゴ
ス
と
存
在
と
の
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本
質
的
な
、
正
し
き
関
係
に
於
て
の
み
成
立
す
る
。
こ
の
点
か
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
哲
学
に
似
て
非
な
る
も
の

と
し
て
他
の
二
つ
の
も
の
を
区
別
し
た
。 dialektikhv 

と so φistikhv 

と
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
は

哲
学
と
同
じ
よ
う
に
ま
さ
に
「
存
在
」
を
対
象
と
し
、
存
在
に
つ
い
て
の
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
デ
ィ

ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
に
あ
っ
て
は
存
在
に
対
し
て
本
質
的
な
、
正
し
き
関
係
が
欠
け
て
い
る
。
そ
れ
は
哲
学
が
既
に

把
握
し
認
識
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
そ
れ
を
把
握
し
認
識
し
よ
う
と
「
試
み
る
」
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は

存
在
そ
の
も
の
の
周
り
を
た
だ
ぐ
る
ぐ
る
と
廻
っ
て
い
る
ば
か
り
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
は
ロ
ゴ
ス
の
う
ち
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
の
み
で
あ
っ
て
、
存
在
と
の
間
に
真
実
の
関
係
を
定
め
得
な
い
。
従
っ
て
そ
こ
で
は
ロ
ゴ
ス
は
存
在
を

含
ま
ぬ
単
な
る
ロ
ゴ
ス
に
終
る
。
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
は
哲
学
に
比
し
て
そ
の
「
能
力
」
に
於
て
異
な
っ
て
い

る
。
し
か
る
に
ソ
ピ
ス
テ
ィ
ケ
ー
は
そ
の
「
生
の
意
向
」
に
於
て
哲
学
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
そ
れ
は
純
粋
な
観
想

と
理
論
の
た
め
で
は
な
く
却
っ
て
実
際
的
な
、主
と
し
て
功
利
的
な
目
的
の
た
め
に
知
識
を
求
め
る
と
い
う
点
で
、

そ
し
て
こ
の
目
的
の
た
め
に
は
ロ
ゴ
ス
の
有
す
る
力
を
利
用
し
て
真
理
で
は
な
く
却
っ
て
虚
偽
を
さ
え
ま
こ
と
し

や
か
に
語
り
得
る
熟
練
を
求
め
よ
う
と
す
る
点
に
於
て
、
哲
学
的
な
る
生
の
目
的
と
は
も
と
も
と
異
な
っ
た
目
的

を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ソ
ピ
ス
テ
ィ
ケ
ー
は
単
に
「
見
せ
か
け
の
」
知
識
に
過
ぎ
な
い
。

学
問
の
方
法
と
対
象
と
が
こ
の
よ
う
に
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
後
に
、
我
々
は
な
お
進
ん
で
学
問
そ
の
も
の
が



二
一

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
一
層
具
体
的
に
研
究
し
よ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
学
問
は
人
間
の
生
の
ひ
と

つ
の
、
し
か
も
そ
の
最
も
優
越
な
る
存
在
の
仕
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
根
本
的
に
は
人
間
の
生
の
本
質
的
な
規
定
が

ロ
ゴ
ス
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
生
は
如
何
な
る
過
程
を
経
て
学
問
的
な
る
生
に

ま
で
高
ま
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

我
々
は
生
の
概
念
の
も
と
に
何
等
か
神
秘
的
な
も
の
、
形
而
上
学
的
な
る
も
の
を
考
え
る
こ
と
を
や
め
ね
ば
な

ら
ぬ
。
生
と
は
存
在
の
特
殊
な
る
、
そ
し
て
優
越
な
る
存
在
の
仕
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
は
生
あ
る
も
の
の
い
わ
ゆ
る
原
理
（ajrch; tw

:n zw
v/w
n

）
と
し
て
「
精
神
」
を
考
え
た
。
従
っ
て
我
々
は
ま

た
精
神
の
概
念
の
も
と
に
何
等
か
神
秘
的
な
も
の
、
形
而
上
学
的
な
も
の
を
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
は
精
神
を
三
つ
の
「
部
分
」
即
ち
機
能
に
大
別
し
て
い
る
。
一
、
営
養
の
精
神
（y

uch; qreptikhv

）、
二
、

知
覚
の
精
神
（y

uch; aijsqhtikhv

）、
三
、
思
惟
の
精
神
（y

uch; nohtikhv

）
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

既
に
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
精
神
の
概
念
の
も
と
に
何
等
心
理
学
的
な
も
の
、
ま
た
何
等

意
識
的
な
る
も
の
を
根
源
的
に
は
考
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
近
代
的
な
意
味
に
於
け
る
心
理
学
に
つ
い
て

は
何
事
も
知
ら
な
か
っ
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
営
養
の
精
神
と
呼
ん
だ
と
こ
ろ
の
営
養
、
増
大
、
縮
小
の
如
き

現
象
の
本
質
に
関
す
る
研
究
は
、
今
日
の
学
問
的
意
識
に
と
っ
て
は
、
な
に
よ
り
も
生
物
学
乃
至
は
生
理
学
に
属



二
二

し
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
の
精
神
論
に
於
て
生
物
学
や
生
理
学
を
企
て
よ
う
と
し
な
か
っ
た
と
同
じ
よ

う
に
ま
た
心
理
学
を
論
究
し
て
い
る
の
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
精
神
あ
る
も
の
と
精
神
な
き
も
の
と

は
生
活
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
と
云
っ
て
い
る
。
生
活
と
い
う
こ
と
は
た
だ
精
神
あ
る
も
の
に
の
み
属
す
る
。
営

養
は
明
ら
か
に
生
活
と
い
わ
れ
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
精
神
論
は
か
く
て
ま
さ
し
く
生
の

存
在
論
（O

ntologie des Lebens

）
で
あ
り
、
そ
し
て
か
か
る
も
の
と
し
て
特
に
人
間
学
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
も
ま
た
最
も
卓
越
し
た
生
の
哲
学
者
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。

営
養
は
あ
ら
ゆ
る
生
あ
る
存
在
に
共
通
で
あ
り
、
従
っ
て
精
神
の
う
ち
最
初
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ

て
凡
て
の
も
の
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
属
す
る
。
植
物
も
こ
れ
を
も
っ
て
い
る
。
我
々
は
植
物
は
生
き
て
い
る

と
云
い
、
こ
れ
を
土
や
水
の
如
き
も
の
か
ら
区
別
す
る
。
こ
こ
に
営
養
と
は
単
に
養
分
を
摂
取
す
る
こ
と
ば
か
り

で
な
く
、
生
長
す
る
こ
と
、
繁
殖
す
る
こ
と
な
ど
を
含
め
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
植
物
に
は
知
覚

の
精
神
は
属
し
な
い
。
動
物
に
し
て
初
め
て
知
覚
す
る
。
動
物
は
単
に
知
覚
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
言
う
ま

で
も
な
く
営
養
の
精
神
を
も
っ
て
い
る
、
い
な
営
養
を
基
礎
と
し
て
そ
の
上
に
於
て
の
み
動
物
に
は
知
覚
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
の
で
あ
る
。
知
覚
の
機
能
の
う
ち
触
覚
は
凡
て
の
動
物
に
と
っ
て
共
通
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の

知
覚
は
こ
れ
と
異
な
る
。
人
間
に
の
み
属
す
る
の
は
思
惟
で
あ
る
。
も
と
よ
り
人
間
に
と
っ
て
も
営
養
と
感
性
知
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

覚
の
基
礎
が
あ
っ
て
初
め
て
思
惟
が
可
能
と
な
る
。
思
惟
は
感
性
知
覚
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
し

て
こ
の
も
の
を
通
じ
て
ま
た
営
養
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
般
的
に
云
っ
て
、
低
次

の
精
神
は
高
次
の
精
神
の
基
礎
と
な
り
、
後
者
は
前
者
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
の
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
見
方
で
あ
る
。
精
神
は
か
く
の
如
く
三
つ
の
段
階
に
分
た
れ
、
そ
れ
に
応
じ
て
生
の
発
展
が
あ
る
。
私
は
い

ま
こ
こ
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
け
る
生
の
存
在
論
ま
た
は
「
精
神
の
現
象
学
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
つ
い
て

詳
細
に
叙
述
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
の
最
も
興
味
あ
る
研
究
は
こ
れ
を
他
の
機
会
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
最
も

簡
単
な
概
観
に
満
足
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

感
性
知
覚
の
中
か
ら
先
ず
「
記
憶
」
が
生
ず
る
。
記
憶
は
い
わ
ゆ
る
想
像
（φantasiva

）
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

こ
こ
に
想
像
と
い
わ
れ
た
の
は
、
存
在
を
感
性
的
に
目
の
前
に
も
た
な
く
し
て
し
か
も
そ
れ
を
心
の
中
で
現
在
的

に
所
有
す
る
は
た
ら
き
で
あ
る
。
我
々
は
い
ま
見
て
い
な
く
と
も
昨
日
或
る
集
会
で
出
逢
っ
た
人
の
像
を
ま
の
あ

た
り
思
い
浮
べ
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
が
一
般
に
想
像
の
作
用
で
あ
っ
て
、記
憶
は
そ
の
主
な
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
我
々
は
想
像
の
概
念
の
も
と
に
、
今
日
例
え
ば
芸
術
家
の
制
作
の
根
源
を
想
像
で
あ
る
と
い
う
場
合
の

如
く
、
何
等
か
創
造
的
な
も
の
を
理
解
す
べ
き
で
な
い
。
芸
術
的
制
作
は
ギ
リ
シ
ア
人
に
よ
っ
て
凡
て
模
倣
で
あ

る
と
見
做
さ
れ
て
い
た
。
お
よ
そ
精
神
活
動
に
何
か
創
造
的
作
用
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
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的
体
験
の
地
盤
の
上
に
於
て
初
め
て
十
分
な
意
味
に
於
て
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
人
間
に
と
っ
て

は
記
憶
か
ら
「
経
験
」
が
生
れ
て
来
る
。
そ
し
て
更
に
こ
の
経
験
に
よ
っ
て
我
々
は
「
学
問
」
を
獲
得
す
る
に
到

る
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
経
験
的
知
識
と
学
問
的
知
識
と
の
間
の
本
質
的
な
る
相
違
を
、
前
者
が
個
々

の
も
の
に
つ
い
て
の
知
識
で
あ
る
に
反
し
て
後
者
が
普
遍
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
知
識
で
あ
る
と
こ
ろ
に
定
め
て

い
る
。
学
問
の
ロ
ゴ
ス
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
我
々
は
こ
れ
と
意
見
（dovxa

）
と
の
差
異
に
触
れ
て

お
こ
う
。
ド
ク
サ
は
む
し
ろ
経
験
的
知
識
に
属
す
る
。
学
問
の
最
も
根
本
的
な
規
定
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ

れ
ば
、
探
求
（zhvthsiV

）
に
あ
る
。
既
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
学
問
に
於
け
る
問
の
意
味
を
力
説
し
た
よ
う
に
、
討

ね
追
う
こ
と
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
学
問
は
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
意
見
と
い
わ
れ
る
も
の
は
信
仰
（pivstiV

）
を

伴
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
問
わ
れ
、
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て
そ
の
ま
ま
受
け
取
ら
れ
、
受
け
容
れ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
学
問
は
探
求
と
し
て
運
動
で
あ
る
が
、
ド
ク
サ
に
は
む
し
ろ
安
定
が
、
静
止
が
属
す
る
。
こ
の
こ

と
と
関
係
し
て
ド
ク
サ
が
単
な
る
定
言
（φavsiV
）、
否
定
に
対
立
す
る
こ
と
な
き
肯
定
で
あ
る
に
反
し
て
、
学
問

の
ロ
ゴ
ス
に
は
い
わ
ゆ
る
肯
定
（katav φasiV

）
と
否
定
（ajpov φasiV

）
と
の
対
立
が
含
ま
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な

ら
、
そ
れ
は
謂
わ
ば
問
に
対
す
る
答
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
必
ず
、
然
り
、
否
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
斯
く
の
如
く
肯
定
で
あ
り
ま
た
否
定
で
あ
る
と
こ
ろ
の
ロ
ゴ
ス
を
特
に ajpov φansiV 
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

と
呼
ん
で
い
る
。
今
日
「
判
断
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。
即
ち
、
学
問
的
認
識
は
判
断
で
あ
る
、
そ
し

て
判
断
の
本
質
は
肯
定
否
定
に
あ
る
、
と
い
う
近
代
認
識
論
の
通
有
観
念
は
、
こ
れ
を
或
る
意
味
で
我
々
は
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
見
出
す
の
で
あ
る
。
本
質
的
な
る
差
異
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
あ
っ
て
は
な
お
生
々
と
具

体
的
な
姿
に
於
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
の
考
え
が
、
今
は
著
し
く
形
式
的
に
な
り
、
抽
象
的
に
な
っ
て
い
る
と
こ

ろ
に
あ
る
。
さ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
肯
定
と
否
定
、
ま
た
は
分
離
と
綜
合
と
の
あ
る
と
こ
ろ
に
初

め
て
ロ
ゴ
ス
は
真
理
及
び
虚
偽
（ajlhqevV ; y

eu:doV

）
と
し
て
性
質
づ
け
ら
れ
る
。
単
な
る
定
言
に
は
本
来
の
意

味
に
於
て
真
と
偽
と
の
区
別
が
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
は
た
だ
正
（ojrqovthV

）
と
云
わ
る
べ
き
で
あ
る
。

ロ
ゴ
ス
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
先
ず
音
で
あ
る
。
否
、
そ
れ
は
単
な
る
音
（y

ov φoV

）
で

は
な
い
、
例
え
ば
こ
の
本
を
打
っ
て
発
す
る
音
の
如
き
も
の
で
な
い
。
ロ
ゴ
ス
は
特
に
声
音
（φw

nhv

）
で
あ
る
。

し
か
も
そ
の
優
越
な
る
も
の
、
即
ち
物
を
示
し
意
味
す
る
声
音
（φw

nh; shmantikhv

）
で
あ
る
、
そ
こ
に
は 

A
rtikulation 

【
分
節
化
】
が
な
に
よ
り
も
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
、
例
え
ば
「
馬
」
と
い
う
が
如
き
名
も
ま

た
意
味
す
る
声
音
で
あ
る
。し
か
し
こ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
優
越
な
意
味
で
な
お
ロ
ゴ
ス
で
は
な
い
。

単
に
馬
と
い
う
だ
け
で
は
い
ま
だ
「
無
限
定
的
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。「
馬
は
嘶
く
」
と
い
わ
れ
た
と
き
初
め

て
馬
の
名
は
限
定
さ
れ
て
、
こ
こ
に
ロ
ゴ
ス
が
生
ず
る
。
そ
こ
に
い
わ
ゆ
る
判
断
が
出
て
来
る
、
こ
の
と
き
い
わ
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ゆ
る
綜
合
と
分
離
と
が
行
わ
れ
、
肯
定
さ
れ
或
い
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
こ
に
ま
た
初
め
て
真
と
偽
と

が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
本
質
的
な
る
ロ
ゴ
ス
は lovgoV ajpo φantikovV 

で
あ
っ
て
、
即
ち
限
定
が

ゆ
き
わ
た
り
、
こ
の
よ
う
に
限
定
が
ゆ
き
わ
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
来
「
物
を
顕
に
す
る
ロ
ゴ
ス
」
で
あ
る
。

さ
て
学
問
（ejpisthvmh

）
は so φiva 

を
そ
の
最
高
の
可
能
性
ま
た
は
テ
ロ
ス
と
す
る
。
ソ
ピ
ア
の
能
力
は 

nou:V 

で
あ
る
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
直
観
的
思
惟
で
あ
っ
て
、
事
物
の
永
遠
な
る
本
質
を
直
観
的
に
思
惟
す
る
能

力
で
あ
る
。
そ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
ヌ
ー
ス
は
感
性
知
覚
と
同
様
で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
。
恰
も
眼
が
色

を
明
ら
か
に
見
る
如
く
、
ヌ
ー
ス
は
物
の
本
質
を
直
接
に
見
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
感
性
知
覚
が
、
そ
の
固
有

な
る
対
象
を
知
覚
す
る
限
り
、
―
―
例
え
ば
視
覚
が
色
を
見
て
い
る
限
り
、
―
―
誤
つ
こ
と
が
な
く
、
感
性
知
覚

は
い
つ
で
も
真
で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
。
丁
度
そ
の
よ
う
に
ヌ
ー
ス
は
ま
た
つ
ね
に
真
理
を
と
ら
え
る
。
そ
こ
に

は
従
っ
て
虚
偽
が
対
立
し
な
い
。
ソ
ピ
ア
な
ら
ぬ
学
問
の
能
力
は
特
に  diavnoia

で
あ
る
。
こ
れ
は
直
観
的
で

な
く
し
て
却
っ
て
比
量
的
な
思
惟
で
あ
り
、
カ
ン
ト
の
区
別
を
適
用
す
れ
ば
、
ヌ
ー
ス
が
理
性
（Vernunft

）、
む

し
ろ
「
直
観
的
悟
性
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
デ
ィ
ア
ノ
イ
ア
は
本
来
の
悟
性
（Verstand

）
で
あ
る
。
後
者
に

於
て
は
分
離
と
結
合
が
行
わ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
に
応
じ
て
真
理
と
虚
偽
と
の
対
立
が
必
然
的
に
属
す
る
。
こ
の
よ

う
に
し
て
、
ロ
ゴ
ス
に
関
係
す
る
限
り
、
最
も
広
い
意
味
で
の
真
理
の
概
念
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
三
つ
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
を
我
々
は
知
る
。
一
つ
は
ヌ
ー
ス
に
関
係
す
る
も
の
、
虚
偽
と
の
対
立
を
許
さ
ぬ
絶
対

的
真
理
、
次
に
は
学
問
に
関
す
る
も
の
、
そ
こ
で
は
虚
偽
と
い
つ
で
も
対
立
す
る
真
理
、
第
三
に
は
虚
偽
と
の
対

立
を
容
れ
ぬ
真
理
、
即
ち
ド
グ
サ
に
関
係
す
る
正
で
あ
る
。
そ
し
て
特
に
人
間
的
と
い
わ
る
べ
き
は
何
よ
り
も
比

量
的
思
惟
と
し
て
の
デ
ィ
ア
ノ
イ
ア
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
反
し
て
ヌ
ー
ス
は
む
し
ろ
何
か
神
的
な
も
の
、
人
間
の

存
在
の
最
高
の
可
能
性
で
あ
る
。
人
間
精
神
に
つ
い
て
云
え
ば
、
そ
れ
は
直
観
的
確
実
性
を
有
す
る
感
性
知
覚
か

ら
出
発
し
て
、
直
観
的
な
る
絶
対
的
な
る
真
理
の
知
識
た
る
ソ
ピ
ア
に
ま
で
発
展
す
る
。
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神

の
現
象
学
に
あ
っ
て
は
、
人
間
精
神
は
か
の
感
性
的
確
実
性
（sinnliche G

ew
issheit

）
を
端
初
と
し
て
絶
対
的

知
識
た
る
哲
学
（Philo-sophie

）
に
ま
で
発
展
す
る
。
尤も
っ
とも
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
如
く
観
念
論
者

で
あ
る
の
で
は
な
い
。
他
の
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
場
合
に
於
て
と
同
様
に
我
々
は
彼
の
哲
学
を
観
念
論
ま
た
は
唯
物

論
の
尺
度
を
も
っ
て
測
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
知
覚
を
営
養
の
精
神
の
基
礎
の
上
に
お
い
て
い

る
。
精
神
と
は
生
あ
る
も
の
の
原
理
で
あ
る
。
人
間
の
存
在
も
ま
た
物
質
的
な
も
の
、即
ち
肉
体
を
も
っ
て
い
る
。

し
か
る
に
そ
の
中
に
精
神
が
実
現
し
得
る
た
め
に
は
、
物
質
的
な
も
の
は
特
殊
な
構
造
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
有
機
的
な
も
の（ojrganikovn

）で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。有
機
的
な
も
の
は
可
能
的（dunavmei

）

に
は
生
を
も
ち
、
従
っ
て
ま
た
可
能
的
に
は
精
神
を
も
っ
て
い
る
。
精
神
は
有
機
的
な
る
物
質
ま
た
は
肉
体
の
現
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実
態
（ejntelevceia

）
で
あ
る
。
精
神
と
肉
体
と
の
関
係
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
最
も
普
遍
的
な
る
概
念

を
用
い
れ
ば
、
形
相
（ei\doV

）
と
質
料
（u{lh

）
と
の
関
係
、
或
い
は
、
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
と
デ
ュ
ナ
ミ
ス
と
の

関
係
を
な
す
。
し
か
る
に
こ
の
関
係
は
実
質
的
に
は

0

0

0

0

0

相
対
的
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
次
序
に
あ
っ
て
形
相
で
あ
る
も

の
も
他
の
次
序
に
於
て
は
質
料
で
あ
る
。
い
ま
ひ
と
つ
の
彫
像
を
と
っ
て
見
よ
。
或
る
一
人
の
男
の
彫
刻
に
於
て

は
、
そ
の
男
の
姿
は
そ
れ
の
形
相
で
あ
り
、
そ
の
姿
の
刻
ま
れ
て
い
る
大
理
石
は
そ
れ
の
質
料
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
こ
の
彫
像
に
あ
る
男
と
更
に
他
の
人
々
の
像
と
を
合
せ
て
ひ
と
つ
の
群
像
を
彫
刻
す
る
場
合
に
は
、
こ

の
群
像
の
全
体
の
姿
に
対
し
て
は
か
の
男
の
姿
は
単
に
そ
れ
の
質
料
で
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な

ら
ば
、
低
き
よ
り
高
き
に
発
展
す
る
人
間
精
神
に
於
て
、
質
料
的
な
も
の
は
、
高
く
昇
れ
ば
昇
る
ほ
ど
、
形
相
的

な
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
発
展
の
最
高
の
可
能
性
に
あ
っ
て
は
も
は
や
質
料
的
な
も
の
な
き
、
そ
れ
故
に
謂

わ
ば
も
は
や
物
質
性
な
き
、
純
粋
な
る
形
相
と
し
て
の
精
神
を
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
。
ヌ
ー
ス
と
は
か
く
の
如
き

意
味
に
於
て
、
そ
し
て
か
く
の
如
き
意
味
に
於
て
の
み
、
純
粋
な
る
精
神
で
あ
る
。
普
通
に
は
精
神
と
物
質
も
し

く
は
肉
体
と
い
う
二
元
的
な
も
の
か
ら
成
る
と
せ
ら
れ
て
い
る
人
間
の
全
体
の
存
在
を
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
統

一
的
な
る
、
連
続
的
な
る
原
理
に
よ
っ
て
ま
さ
に
か
く
の
如
く
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。
人
間
の
肉
体
は
可
能
態
に

於
け
る
精
神
で
あ
る
、
そ
し
て
人
間
の
精
神
は
現
実
態
に
於
け
る
肉
体
で
あ
る
、
し
か
も
可
能
態
か
ら
現
実
態
へ
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
発
展
は
ひ
と
つ
の
連
続
的
な
る
、
統
一
的
な
る
過
程
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
人
間
解
釈
は
躓

く
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
事
実
と
し
て
人
間
が
死
ぬ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
を
唯
物
論
的
に
解
釈
す
る
よ

う
に
我
々
を
余
儀
な
く
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
の
人
間
解
釈
に
於
て
、
殆
ど
天
才
的
な
る

単
純
さ
を
も
っ
て
、
個
人
の
死
を
問
題
と
し
て
い
な
い
。
な
る
ほ
ど
人
間
は
死
ぬ
る
、
し
か
し
彼
は
自
己
と
同
じ

く
人
間
の
姿
を
し
た
他
の
人
間
を
生
む
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
人
間
が
人
間
を
生
む
と
い
う
過
程
が
連
続
的

に
行
わ
れ
て
い
る
限
り
、
個
々
の
人
間
が
如
何
ほ
ど
死
な
う
と
も
、
そ
こ
に
は
つ
ね
に
人
間
な
る
も
の
の
形
相
は

現
在
的
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
満
足
を
感
じ
る
。
形
相
の
連
続
的
な
る
現
在
と
い
う
こ
と

は
神
的
な
も
の
、
永
遠
な
も
の
の
本
質
に
属
す
る
。
そ
れ
故
に
人
間
が
人
間
を
作
る
過
程
の
う
ち
に
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
は
、「
永
遠
な
る
も
の
及
び
神
的
な
る
も
の
に
与
ろ
う
と
す
る
た
め
の
」（i{na tou: ajei; kai; tou: qeivou 

metevcw
sin

）
人
間
の
テ
ロ
ス
的
な
る
活
動
を
見
る
。
個
人
の

0

0

0

運
命
が
、
個
人
の
死0

が
問
題
と
な
る
や
否
や
、
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
人
間
学
は
破
綻
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
人
々
は
そ
の
と
き
全
く
新
し
い
人
間
解
釈
の
仕
方
を

要
求
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
こ
に
ギ
リ
シ
ア
的
な
る
存
在
論
は
退
い
て
、
宗
教
的
な
る
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な

る
人
間
学
の
生
れ
て
来
る
根
拠
の
ひ
と
つ
は
横
た
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
と
き
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
あ
っ
て
は
精
神
及
び
物
質
と
し
て
二
元
的
に
根
源
的
に
対
立
し
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の



三
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が
今
は
二
元
的
な
る
乖
離
を
な
す
に
到
り
、
か
く
し
て
人
間
解
釈
に
於
け
る
宗
教
的
な
観
念
論
が
本
来
の
意
味
に

於
て
生
れ
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
立
し
て
ま
た
唯
物
論
的
人
生
観
乃
至
世
界
観
も
現
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
我
々
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
人
間
解
釈
が
一
定
の
方
向
を
と
っ
て
い
る
の
を
知
る
こ
と
が
出

来
た
。
し
か
る
に
最
も
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
方
向
に
於
け
る
人
間
の
存
在
の
解
釈
を
可
能
な
ら
し
め
る
諸

根
本
概
念
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
あ
っ
て
も
と
も
と
自
然
の
存
在
の
研
究
の
中
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
故
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
研
究
に
際
し
て
は
か
の
『
フ
ュ
ジ
カ
』
が
何
よ
り
も
基
礎
的
な

意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
今
日
少
な
く
し
か
読
ま
れ
ず
、
そ
し
て
更
に
少
な
く

し
か
研
究
さ
れ
て
い
な
い
こ
の
書
物
こ
そ
は
、
ま
さ
し
く
、
彼
の
全
哲
学
に
於
け
る
最
も
基
礎
的
な
も
の
を
含
ん

で
い
る
。
従
っ
て
ひ
と
は
、
よ
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
彼
の
哲
学
の
全
体
を
神
学
化
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ

を
自
然
学
化
す
る
方
が
一
層
適
切
に
彼
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。「
自
然
と
は
運
動
の
原
理
で
あ
る
」、
と
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
云
う
。
そ
し
て
運
動
の
概
念
こ
そ
は
、
恰
も
、
彼
の
思
想
の
あ
ら
ゆ
る
糸
が
そ
こ
に
集
る
中
心

で
あ
る
。
運
動
と
は
何
で
あ
る
か
。
可
能
な
る
も
の
の
現
実
化
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
、
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
は
説
明
す
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
の
全
哲
学
の
基
礎
に
属
す
る
諸
概
念
は
、『
フ
ュ
ジ
カ
』
の
中
で
最
も
具
体
的

に
且
つ
根
源
的
に
取
扱
わ
れ
、
そ
し
て
解
明
さ
れ
て
い
る
。
彼
以
前
の
い
わ
ゆ
る
自
然
哲
学
者
に
於
け
る
と
は
全
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

く
異
な
っ
た
意
味
に
於
て
、
ま
た
全
く
異
な
っ
た
仕
方
に
於
て
で
は
あ
る
が
、
自
然
の
最
も
特
殊
な
る
把
握
の
う

ち
か
ら
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
諸
基
礎
概
念
は
由
来
し
て
い
る
と
信
ぜ
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
概
念
は
そ
こ
に
於

て
具
体
的
な
地
盤
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
の
詳
細
な
叙
述
は
、
多
く
の
場
合

に
行
わ
れ
て
い
る
の
と
は
逆
に
、
ま
さ
に
自
然
哲
学
か
ら
出
発
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
興
味
多
き
領
域
へ
踏
み

入
る
に
先
立
っ
て
、
私
は
ひ
と
ま
ず
筆
を
擱
こ
う
。
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
「
形
而
上
学
」

序

本
書
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
学
に
就
い
て
の
さ
さ
や
か
な
叙
述
で
あ
る
。
形
而
上
学
の
名
に
よ
っ
て
伝

わ
る
彼
の
著
作
が
後
世
に
与
え
た
影
響
に
は
際
限
り
な
く
広
く
且
つ
深
い
も
の
が
あ
る
が
、
し
か
も
こ
の
著
作
は

す
で
に
文
献
学
的
に
種
々
の
問
題
を
有
し
、
更
に
そ
の
思
想
内
容
の
解
釈
に
至
っ
て
は
多
く
の
困
難
を
含
み
、
学
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

者
た
ち
の
間
に
様
々
な
説
が
行
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
簡
単
な
叙
述
に
於
て
す
ら
、
私
は
そ
れ
ら
の
諸
説
を

考
量
し
つ
つ
若
干
私
見
を
述
べ
る
こ
と
を
避
け
得
な
か
っ
た
。
私
の
意
図
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
学
的
思

想
を
能
う
限
り
体
系
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
存
し
た
。
自
己
の
微
力
の
た
め
に
、
ま
た
短
時
日
の
間
に
執
筆
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
事
情
に
あ
っ
た
た
め
に
、
こ
の
意
図
を
如
何
ほ
ど
実
現
し
得
た
か
疑
わ
し
く
、
思
わ
ぬ
誤
を
犯
し
て
い

る
こ
と
も
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
不
備
の
点
は
後
の
機
会
に
改
め
た
い
。
参
考
し
た
諸
学
者
の
研
究
並
び
に
原
典

に
於
け
る
典
拠
の
指
示
は
本
書
の
性
質
上
省
略
し
た
。
凡す
べ

て
他
日
補
お
う
と
思
う
。

一
九
三
五
年
五
月
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第
一
章　

学
の
規
定

一

「
凡
て
の
人
間
は
生
れ
な
が
ら
に
し
て
知
る
こ
と
を
欲
す
る
。」
こ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
学
開
巻
の

有
名
な
句
で
あ
る
。
知
ろ
う
と
す
る
欲
求
は
人
間
に
生
具
し
、
知
る
こ
と
は
人
間
に
と
っ
て
悦
び
で
あ
る
、
と
彼

は
指
摘
す
る
。
そ
の
兆
し
に
、
我
々
は
す
で
に
感
性
的
に
知
覚
す
る
こ
と
に
、
実
際
上
の
有
用
性
を
離
れ
て
、
そ

れ
自
身
と
し
て
悦
び
を
感
じ
る
。
と
り
わ
け
視
る
こ
と
の
悦
び
は
大
き
い
。
視
覚
は
他
の
感
覚
よ
り
も
よ
く
知
ら

し
め
、
多
く
の
区
別
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
こ
で
我
々
は
視
覚
を
凡
て
の
感
性
知
覚
の
う
ち
最
も
勝
れ
た
も
の
と

認
め
て
い
る
。
純
な
る
知
識
に
対
す
る
欲
求
は
人
間
の
本
性
に
属
し
、
人
間
に
と
っ
て
知
識
よ
り
も
純
な
る
悦
び

を
与
え
る
も
の
は
な
い
。

勿
論
、
感
性
知
覚
は
人
間
に
の
み
固
有
の
も
の
で
な
く
、
動
物
も
具
え
て
い
る
。
或
る
動
物
に
あ
っ
て
は
な
お

知
覚
か
ら
記
憶
が
生
ず
る
。
記
憶
力
を
有
す
る
動
物
は
こ
れ
を
有
し
な
い
動
物
に
比
し
て
一
層
知
的
で
、
怜
悧
で
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

あ
る
。
そ
し
て
記
憶
の
能
力
に
加
え
て
聴
覚
を
有
す
る
動
物
は
物
を
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
聴
く
こ
と
は

知
る
こ
と
の
重
要
な
源
泉
で
あ
る
。
動
物
は
経
験
と
い
う
も
の
を
僅
か
し
か
有
し
な
い
。
人
間
に
於
て
は
記
憶
か

ら
経
験
が
生
ず
る
、
同
じ
物
に
就
い
て
の
多
く
の
記
憶
か
ら
一
個
の
経
験
が
形
成
さ
れ
る
。
然
し
人
間
の
場
合
知

識
は
単
に
経
験
に
留
ま
ら
な
い
で
、
経
験
か
ら
学
に
達
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
学
は
知
識
の
系
譜
学
的
叙
述
を
も
っ
て
始
め
ら
れ
た
。
い
ま
学
と
技

術
と
の
区
別
を
姑
く
措
く
な
ら
ば
、
知
識
は
知
覚
、
記
憶
、
経
験
、
学
と
い
う
、
お
よ
そ
四
つ
の
段
階
を
経
て
発

展
す
る
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
段
階
は
、
そ
の
よ
り
低
い
段
階
が
よ
り
高
い
段
階
の
地
盤
と
な
り
、
そ
の
よ

り
高
い
段
階
は
よ
り
低
い
段
階
を
基
礎
と
す
る
と
い
う
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
記
憶
は
知
覚
か
ら
0

0

生
じ
、
経
験
は

記
憶
か
ら
0

0

生
ず
る
。
学
は
経
験
を
通
じ
て

0

0

0

達
せ
ら
れ
る
。
知
覚
や
記
憶
は
、
ま
た
僅
か
な
が
ら
も
経
験
は
、
動
物

も
有
す
る
に
反
し
、
学
は
人
間
に
の
み
属
し
て
い
る
。
然
る
に
学
が
人
間
に
と
っ
て
可
能
で
あ
る
の
は
、
人
間
は

他
の
動
物
と
異
な
り
ロ
ゴ
ス
（
言
語
、ま
た
思
惟
）
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
「
ロ
ゴ
ス
を
有
す
る
動
物
」

（zw
:/on lovgon e[con

）
と
定
義
さ
れ
る
。
人
間
的
の
名
に
値
す
る
一
切
は
ロ
ゴ
ス
的
で
あ
る
が
、
学
は
そ
の
第
一

の
も
の
で
あ
る
。

凡
て
生
あ
る
も
の
は
精
神
を
原
理
と
す
る
。
精
神
は
生
命
を
有
し
運
動
す
る
も
の
の
本
来
の
存
在
性
を
形
作
っ
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て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
精
神
論
は
単
な
る
心
理
学
で
な
く
、ま
さ
に
生
の
存
在
論
で
あ
っ
た
。
精
神
は
種
々

の
形
態
に
於
て
現
れ
、
そ
れ
に
応
じ
て
生
の
段
階
的
な
発
展
が
見
ら
れ
る
。
植
物
も
生
き
た
も
の
と
し
て
既
に
精

神
を
原
理
と
し
て
い
る
。
こ
の
精
神
は
「
営
養
の
精
神
」
と
呼
ば
れ
る
。
植
物
は
養
分
を
摂
取
し
、
生
長
し
、
繁

殖
す
る
。
然
し
植
物
は
知
覚
を
有
せ
ず
、
植
物
に
は
「
知
覚
的
精
神
」
は
属
し
な
い
。
動
物
に
し
て
初
め
て
知
覚

す
る
。
動
物
的
生
は
云
う
ま
で
も
な
く
営
養
の
精
神
を
含
み
、
そ
の
上
に
知
覚
す
る
の
で
あ
る
。
然
し
動
物
は
ロ

ゴ
ス
を
有
し
な
い
。
語
る
こ
と
、
考
え
る
こ
と
は
人
間
の
固
有
な
存
在
性
を
形
作
る
精
神
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た

運
動
で
あ
る
。
植
物
的
生
が
営
養
の
精
神
に
よ
っ
て
、
動
物
的
生
が
知
覚
的
精
神
に
よ
っ
て
性
格
付
け
ら
れ
る
に

対
し
て
、
人
間
的
生
の
特
質
は
「
思
惟
的
精
神
」
で
あ
る
。
も
と
よ
り
人
間
的
生
は
営
養
及
び
感
性
知
覚
を
含
ん

で
い
る
。
思
惟
は
感
性
知
覚
を
土
台
と
し
、且
つ
こ
の
も
の
を
通
じ
て
ま
た
営
養
を
土
台
と
し
て
い
る
。
一
般
に
、

高
次
の
精
神
は
低
次
の
精
神
な
し
に
は
存
し
得
ず
、
高
次
の
生
は
低
次
の
生
の
凡
て
を
含
ん
で
そ
の
上
に
発
展
す

る
。
か
く
の
如
く
段
階
的
発
展
的
に
見
ら
れ
た
生
の
存
在
論
も
し
く
は
精
神
の

0

0

0

現
象
学

0

0

0

に
於
て
、
そ
の
最
高
の
段

階
を
現
す
も
の
は
学
、
特
に
哲
学
で
あ
る
。
学
と
生
と
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
あ
っ
て
根
本
的
な
聯
関
に
於
て
捉

え
ら
れ
て
い
る
。
学
は
ロ
ゴ
ス
を
本
質
的
規
定
と
す
る
人
間
的
生
の
ひ
と
つ
の
、
し
か
も
そ
の
最
も
勝
れ
た
在
り

方
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
学
に
於
て
我
々
が
先
ず
出
会
う
の
は
学
の
規
定
で
あ
る
。
彼
は
学
を
就
な
か
ん
ず
く中
経
験
と

区
別
し
つ
つ
そ
の
特
質
を
論
じ
て
い
る
。
一
、
経
験
が
個
々
の
も
の
に
就
い
て
の
知
識
で
あ
る
に
反
し
て
、
学
は

普
遍
的
な
も
の
に
関
す
る
知
識
で
あ
る
。
二
、
経
験
は
単
に
斯
く
あ
る
（to; o{ti

）
と
い
う
こ
と
を
知
ら
せ
る
に

過
ぎ
な
い
が
、
学
は
何
故
に
然
か
あ
る
か
（to; diovti

）
と
い
う
こ
と
を
示
す
。
つ
ま
り
学
は
原
因
に
就
い
て
の

知
識
で
あ
る
。
三
、
学
は
教
え
得
る
も
の
、
従
っ
て
ま
た
学
び
得
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
学
は
方
法
的
な
知
識
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
四
、
学
は
実
用
の
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
学
は
本
来
そ
れ
自
身
の
た
め
に
求
め
ら
れ
る
知

識
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
学
は
、
実
際
生
活
の
必
要
が
既
に
満
さ
れ
て
閑
暇
の
あ
る
と
こ
ろ
で
生
れ
る
。
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
は
歴
史
的
注
釈
を
加
え
て
、
エ
ジ
プ
ト
に
於
て
最
初
に
数
学
が
現
れ
た
の
は
、
か
し
こ
で
は
僧
侶
の
階
級

が
閑
暇
を
有
し
た
た
め
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
彼
は
、
人
間
は
昔
も
今
も
驚
異
（qaumavzein

）
に
よ
っ

て
哲
学
す
る
こ
と
を
始
め
た
と
云
っ
て
い
る
。
驚
異
は
実
際
生
活
の
快
楽
や
必
要
と
は
関
わ
り
の
な
い
純
粋
に
知

的
な
パ
ト
ス
で
あ
る
。

然
し
学
の
こ
の
よ
う
な
規
定
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
抽
象
的
に
立
て
た
も
の
で
な
く
、
彼
が
初
め
て
設
け
た

も
の
で
も
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
寧
ろ
彼
の
つ
ね
に
用
い
た
方
法
に
従
っ
て
、
如
何
な
る
人
間
が
「
智
者
」

と
称
せ
ら
れ
て
い
る
か
に
就
い
て
ギ
リ
シ
ア
人
の
諸
意
見
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
に
関
す
る
か
よ
う
な



三
八

規
定
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
智
者
は
ギ
リ
シ
ア
人
の
人
間
理
想
を
、
人
間
の
理
想
的
な
タ
イ
プ
―
―
中
世
に
於

け
る
聖
者
の
理
想
と
比
較
せ
よ
―
―
を
現
し
た
。
従
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
学
の
理

念
は
、
い
わ
ば
も
と
ギ
リ
シ
ア
人
の
生
活
そ
の
も
の
の
中
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
。
人
類
思
想
の
歴
史
に
と
っ

て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
ギ
リ
シ
ア
人
の
諸
業
績
の
う
ち
、
か
か
る
学
の
理
念
の
発
見
は
、
ロ
ゴ
ス
を
有
す
る
動

物
と
い
う
人
間
定
義
の
発
見
と
共
に
、
特
に
影
響
深
き
も
の
で
あ
る
。
智
者
と
い
う
語
は
日
常
比
較
級
に
於
て
用

い
ら
れ
る
。
手
仕
事
を
す
る
大
工
よ
り
も
設
計
を
す
る
棟
梁
が
よ
り
智
者
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。
然
ら
ば
最

も
勝
れ
た
意
味
に
於
て
智
者
と
考
え
ら
れ
る
の
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
物
を
個
別
的
に
知
っ
て
い
る
と
い

う
の
で
な
く
て
凡
て
を
知
っ
て
い
る
者
が
智
者
で
あ
る
。
ま
た
我
々
に
と
っ
て
知
る
に
困
難
な
も
の
、
容
易
に
近

づ
き
得
な
い
も
の
を
知
っ
て
い
る
者
が
智
者
と
呼
ば
れ
る
。
更
に
智
者
は
物
の
根
源
に
ま
で
達
し
て
い
る
者
で
あ

る
。
彼
は
物
を
根
源
的
に
知
っ
て
い
る
故
に
よ
り
よ
く
教
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
智
者
の
有
す
べ
き
智
慧
は
こ
の

よ
う
に
し
て
普
遍
的
な
も
の
、
究
極
的
な
も
の
に
関
す
る
知
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
知
識
は
あ
ら
ゆ
る
他

の
知
識
の
上
に
位
し
、
他
の
目
的
の
た
め
で
な
く
そ
れ
自
身
の
た
め
に
求
め
ら
れ
る
。
真
に
智
慧
の
名
に
値
す
る

の
は
第
一
原
理
と
第
一
原
因
に
就
い
て
の
知
識
で
あ
る
。
か
よ
う
な
「
智
慧
」
は
最
高
の
学
た
る
哲
学
に
属
し
て

い
る
。
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ギ
リ
シ
ア
的
な
学
の
理
念
に
於
け
る
最
も
特
性
的
な
も
の
は
、
学
が
純
粋
に
観
想
的
本
質
の
も
の
と
考
え
ら
れ

た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
学
が
実
用
と
没
交
渉
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
明
白
で
あ
る
。

学
は
本
来
そ
れ
に
よ
っ
て
物
を
作
り
或
は
名
誉
を
得
る
と
い
う
が
如
く
自
己
の
外
に
目
的
を
有
す
る
も
の
で
な

く
、そ
れ
自
身
が
目
的
で
あ
る
。
学
の
目
的
は
テ
オ
リ
ア
（qew

riva 

観
想
）
に
存
す
る
。
テ
オ
リ
ア
と
い
う
語
は
、

今
日
単
に
「
理
論
」
を
意
味
す
る
が
、
も
と
「
観
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
し
か
も
特
に
宗
教
的
意
義
の
も
の

で
あ
っ
た
。
テ
オ
リ
ア
は
ギ
リ
シ
ア
的
敬
虔

0

0

0

0

0

0

0

の
固
有
な
も
の
で
あ
る
。
学
と
し
て
の
テ
オ
リ
ア
の
意
味
も
ギ
リ
シ

ア
的
敬
虔
の
背
景
を
離
れ
て
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
学
の
本
質
が
観
想
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
れ
が
生
と
無
関
係
で
あ
る
こ
と
を
意
味
せ
ず
、
却
っ
て
観
想
こ
そ
人
間
的
生
の
最
高
の
形
態
で
あ
る
。
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
は
人
間
の
生
活
を
、
享
楽
的
生
活
（bivoV ajpolaustikovV

）、
政
治
的
生
活
（bivoV politikovV

）、
観

想
的
生
活
（bivoV qew

rhtikovV

）
の
三
つ
の
段
階
に
区
別
し
た
。
学
と
観
想
は
人
間
生
活
の
一
形
態
と
し
て
、
享

楽
的
生
活
は
固
よ
り
実
践
的
生
活
の
上
に
位
し
、
最
高
の
段
階
を
占
め
て
い
る
。
多
く
の
人
々
は
感
性
的
な
快
楽

や
物
質
的
な
富
を
求
め
て
生
活
す
る
。
よ
り
勝
れ
た
人
々
は
政
治
的
実
践
的
生
活
に
於
け
る
名
誉
の
う
ち
に
幸
福

を
見
出
す
。
自
己
の
名
誉
は
他
人
に
依
存
す
る
が
、
社
会
的
行
為
に
於
け
る
徳
は
思
慮
あ
る
人
々
か
ら
尊
敬
さ
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
然
し
こ
れ
と
て
も
外
的
事
情
に
依
存
す
る
に
反
し
て
、
観
想
的
生
活
は
そ
の
幸
福
の
源
泉
を
自
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己
自
身
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
学
の
本
質
が
観
想
に
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
非
実
践
的
で
あ

る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
テ
オ
リ
ア
こ
そ
生
の
最
高
の
活
動
、
実
践
の
最
高
の
実
現
と
考
え
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
自
己
目
的
的
な
（aujtotelei:V

）
観
想
は
、
政
治
学
第
七
巻
第
三
章
に
よ
れ
は
、
単
に
「
ひ
と

つ
の
行
為
」（pra:xivV tiV

）
で
あ
る
の
み
で
な
く
、「
最
も
勝
れ
た
意
味
に
於
て
」（kurivw

V

）
行
為
す
る
と
云
わ

れ
る
も
の
は
「
思
惟
の
棟
梁
た
ち
」（oiJ dianoivaV ajrcitevktoneV

）
で
あ
る
。
学
が
生
の
価
値
を
有
し
な
い
と

い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
そ
し
て
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
は
幸
福
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
否

定
す
る
こ
と
は
事
実
に
矛
盾
す
る
と
い
う
の
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
一
般
的
見
解
で
あ
っ
た
。
観
想
は
生
の
最
高

の
活
動
と
し
て
ま
た
最
高
の
幸
福
を
意
味
し
て
い
る
。
就
中
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
十
巻
は
観
想
的
生
活
の
浄
福

に
就
い
て
美
し
い
言
葉
を
も
っ
て
語
っ
て
い
る
。「
叡
智
の
活
動
は
、
観
想
的
な
も
の
と
し
て
、
厳
粛
性
に
於
て

勝
れ
る
と
共
に
、
自
己
以
外
の
如
何
な
る
目
的
を
も
追
い
求
め
ず
、
固
有
の
快
楽
を
有
し
（
こ
の
快
楽
が
同
時
に

そ
の
活
動
を
増
大
さ
せ
る
）、
そ
し
て
そ
の
活
動
に
は
、
人
間
に
可
能
な
る
限
り
の
自
足
、
閑
暇
、
不
倦
怠
、
及

び
そ
の
他
す
べ
て
幸
福
な
る
者
に
属
す
る
も
の
が
、
属
す
る
と
思
わ
れ
る
。
か
く
て
こ
の
活
動
は
、
そ
れ
が
全
生

涯
の
間
続
く
場
合
、
人
間
の
完
全
な
幸
福
で
あ
る
で
あ
ろ
う
、
な
ぜ
な
ら
そ
こ
で
は
幸
福
に
属
す
る
如
何
な
る
も

の
も
不
完
全
で
は
な
い
か
ら
。」
か
く
の
如
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
純
粋
な
思
惟
と
観
想
と
を
称
え
た
。
観
想
は
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ま
さ
に
人
間
の
完
全
な
幸
福
を
意
味
し
、
生
の
価
値
の
最
高
の
実
現
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
思
想
が
特
殊
な
ギ
リ
シ
ア
的
敬
虔
を
背
景
と
す
る
こ
と
は
既
に
触
れ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
社
会
学

的
に
は
、
奴
隷
制
度
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
ギ
リ
シ
ア
の
有
閑
階
級
生
活
の
観
念
的
表
現
と
見
ら
れ
得
る
で

あ
ろ
う
。「
高
貴
な
閑
暇
」（scolh; ejleuqevrioV

）
と
い
う
思
想
は
ギ
リ
シ
ア
特
有
の
も
の
で
あ
る
。
本
書
に
於

け
る
我
々
の
問
題
は
、
か
く
の
如
き
思
想
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
特
定
の
存
在
論
、
し
か
も
生
の
概
念
並
び

に
善
の
概
念
の
解
釈
を
も
自
己
の
も
と
に
従
え
る
包
括
的
な
存
在
論
と
密
接
に
関
聯
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
、か
く
の
如
き
存
在
論
が
そ
の
根
本
的
な
規
定
に
於
て
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。

二

学
は
真
理
の
認
識
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で ajlhvqeia
（
真
理
）
と
い
う
語
は
も
と
、
存
在
が
蔽
わ
れ
ず
に
あ
る
こ

と
、
隠
さ
れ
ず
に
あ
る
こ
と
、
顕
に
さ
れ
て
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
屡
々
そ
の
動
詞
形 

ajlhqeuvein 

を
用
い
て
い
る
が
、
存
在
を
蔽
わ
れ
て
あ
る
こ
と
か
ら
顕
に
す
る
こ
と
、
存
在
を
開
示
す
る

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
の

謂
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
人
は
こ
の
よ
う
に
真
理
を
否
定
的
に
、
隠
さ
れ
ず0

に
あ
る
こ
と
と
し
て
現
し
た
。
そ
れ
は

屡
々
隠
さ
れ
て
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
見
得
る
も
の
の
み
が
盲
で
あ
る
こ
と
が
出
来
、
語
り
得
る
も
の
の
み
が
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沈
黙
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
、
不
完
全
性
は
完
全
性
の
欠
乏
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に aj-lhvqeia 

（
真

理
）
と
い
う
語
は aj- privativum

（
欠
乏
を
意
味
す
る
ア
ル
フ
ァ
）
に
よ
っ
て
現
さ
れ
た
。
こ
の
特
殊
な
表
現
は

存
在
の
開
示
が
一
定
の
仕
方
に
よ
っ
て
初
め
て
獲
得
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
人
間
の
ロ
ゴ
ス
的
な
活
動
は
も
と
よ
り
単
に
固
有
の
意
味
に
於

け
る
学
に
限
ら
れ
て
い
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
六
巻
の
中
で
、
肯
定
的
に
或
は
否
定

的
に
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
を
開
示
す
る
も
の
は
、
数
に
於
て
五
つ
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
技
術
（tevcnh

）、

学
（ejpisthvmh

）、
実
践
知
（φrovnhsiV

）、
智
慧
（so φiva

）、
叡
智
（nou:V

）
が
そ
れ
で
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も 

ajlhqeuvein

（
存
在
を
開
示
す
る
こ
と
）
の
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
あ
る
。

ロ
ゴ
ス
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ロ
ゴ
ス
は
思
惟
を
意
味
す
る
が
、ま
た
差
当
り
言
語
を
意
味
す
る
。

か
か
る
も
の
と
し
て
そ
れ
は
音
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
単
な
る
音
、
石
と
石
と
を
打
っ
て
発
す
る

音
の
如
き
も
の
で
な
い
。
ロ
ゴ
ス
は
声
音
、
即
ち
生
あ
る
も
の
が
自
己
の
内
部
か
ら
発
す
る
も
の
で
あ
る
。
声
音

は
生
あ
る
も
の
に
の
み
属
し
、
生
あ
る
も
の
の
本
来
の
存
在
性
を
形
作
る
精
神
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し

か
も
ロ
ゴ
ス
は
物
を
示
し
意
味
す
る
声
音
（φw

nh; shmantikhv

）
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
生
理
的
な
も
の
で
な

く
て
、
有
意
味
の
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
例
え
ば
「
馬
」
と
い
う
が
如
き
名
も
意
味
す
る
声
音
で
あ
る
。
け
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れ
ど
も
こ
れ
は
な
お
本
来
の
ロ
ゴ
ス
で
な
い
。
馬
と
云
う
の
み
で
は
十
分
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
馬
は
嘶い
な
なく
」
と
か
、「
馬
は
語
ら
ず
」
と
か
と
云
う
と
き
初
め
て
、
馬
の
名
は
限
定
さ
れ
て
本
来
の
ロ
ゴ
ス
が

生
ず
る
。
そ
こ
に
判
断
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
出
て
来
る
、
そ
の
と
き
結
合
と
分
離
が
行
わ
れ
、
肯
定
或
は
否
定
が

現
れ
、
そ
こ
に
ま
た
初
め
て
真
と
偽
と
の
区
別
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
が
固
有
の
意
味
に
於
け
る
ロ
ゴ
ス
で
あ
っ

て
、lovgoV ajpo φantikovV 
で
あ
る
、
即
ち
限
定
し
、
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
を
開
示
す
る
ロ
ゴ
ス
で
あ

る
。
ロ
ゴ
ス
の
機
能
は ajpo φaivnesqai 

に
、
存
在
を
顕
に
す
る
こ
と
に
、
語
ら
れ
た
も
の
を
そ
の
も
の
自
身
か

ら
示
す
こ
と
に
存
し
、
か
か
る
も
の
と
し
て
ロ
ゴ
ス
は ajpov φansiV

（
い
わ
ゆ
る
命
題
）
と
呼
ば
れ
る
。
か
よ
う

に
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
技
術
、
学
、
実
践
知
、
智
慧
、
叡
智
は
肯
定
的
に
或
は
否
定
的
に
語
る
こ
と
に
よ
っ

て ajlhqeuvein

（
存
在
を
開
示
す
る
こ
と
）
に
関
わ
る
と
云
っ
た
と
き
、
そ
の
意
味
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

ら
は
い
ず
れ
も
ロ
ゴ
ス
に
関
係
し
、
ロ
ゴ
ス
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
活
動
は
ロ
ゴ
ス
的
或
は
「
ロ
ゴ
ス

を
も
っ
て
」（meta; logou

）
で
あ
り
、或
は
か
か
る
活
動
の
最
高
の
可
能
性
と
し
て
の
ヌ
ー
ス
（nou:V

）
で
あ
る
。

ヌ
ー
ス
（
叡
智
）
は
そ
れ
自
身
最
高
の
活
動
形
式
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
他
の
諸
活
動
形
式
も
、
智
慧
や
学
は
固

よ
り
、
技
術
や
実
践
知
も
、
凡
て ajlhqeuvein 

に
、
従
っ
て
究
極
は
認
識
に
仕
え
る
も
の
と
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
凡
て
ヌ
ー
ス
に
、
こ
の
も
の
を
最
後
の
、
最
も
本
来
的
な
テ
ロ
ス
（
目
的
）
と
し
て
、
定
位
を
と
っ
て
い
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る
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
な
、
そ
れ
故
に
ロ
ゴ
ス
的
な
―
―
な
ぜ
な
ら
人
間
の
本
質
規
定
は
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
―
―
活

動
は
、
い
わ
ば
ヌ
ー
ス
に
牽
引
さ
れ
、
ヌ
ー
ス
に
向
っ
て
上
昇
す
る
内
的
傾
向
性
を
有
し
、
そ
の
尖
端
に
於
て
ヌ

ー
ス
に
接
し
て
い
る
。

右
の
五
つ
の
活
動
形
式
の
う
ち
先
ず
技
術
は
、
部
分
的
に
は
動
物
に
も
属
し
得
る
経
験
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
技

術
に
は
経
験
に
よ
り
も
一
層
多
く
の
知
識
と
理
解
が
属
し
、技
術
家
は
経
験
家
よ
り
も
智
慧
が
あ
る
と
云
わ
れ
る
。

そ
の
理
由
は
、
経
験
家
は
単
に
然
か
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
に
過
ぎ
ぬ
に
反
し
、
技
術
家
は
何
故
に
然

か
あ
る
か
、即
ち
原
因
の
知
識
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
技
術
の
か
か
わ
る
の
は
も
と
制
作
（poivhsiV

）
で
あ
る
。

然
し
そ
れ
は
、
一
の
目
的
に
対
す
る
手
段
を
明
ら
か
に
す
る
のマ
マ

堪
能
と
い
う
形
式
的
な
意
味
に
於
て
、
そ
こ
か
ら

ま
た
時
と
し
て
生
に
処
し
、
生
を
形
成
す
る
手
段
の
場
合
へ
移
し
て
理
解
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
技
術
と
実
践
知
と

は
同
じ
で
な
い
。
前
者
は
後
者
に
対
し
て
す
で
に
い
わ
ば
形
式
的
で
あ
る
。
プ
ロ
ネ
シ
ス
（
実
践
知
）
は
処
生
に

於
け
る
善
と
の
内
容
的
結
合
を
含
む
か
ら
で
あ
る
。
テ
ク
ネ
（
技
術
）
が
制
作
（
ポ
イ
エ
シ
ス
）
に
関
係
す
る
に

対
し
て
、
プ
ロ
ネ
シ
ス
は
実
践
（
プ
ラ
ク
シ
ス
）
に
関
係
し
、
且
つ
後
者
は
「
人
間
に
と
っ
て
善
な
る
も
の
と
悪

な
る
も
の
」
と
の
見
地
の
も
と
に
立
っ
て
い
る
。
制
作
と
実
践
と
は
原
理
の
在
り
方
を
異
に
す
る
。
制
作
的
活
動

に
あ
っ
て
は
目
的
は
こ
の
活
動
そ
の
も
の
で
な
く
て
他
の
も
の
、
即
ち
ま
さ
に
制
作
さ
れ
る
作
品
で
あ
る
。
実
践



四
五

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

も
し
く
は
行
為
に
あ
っ
て
は
そ
う
で
な
く
、
こ
の
場
合
に
は
正
し
く
或
は
善
く
行
為
す
る
こ
と
（eujpraxiva

）
そ

の
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
然
し
技
術
も
実
践
知
も
共
に
「
他
の
よ
う
に
で
も
あ
り
得
る
も
の
」（to; ejndecovmenon 

a[llw
V e[cein

）を
対
象
と
す
る
点
に
於
て
は
同
じ
で
あ
る
。
制
作
と
実
践
と
は
他
の
よ
う
に
で
も
あ
り
得
る
も
の
、

即
ち
変
ず
る
も
の
に
関
し
て
の
み
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。

技
術
並
び
に
実
践
知
の
対
象
が
「
他
の
よ
う
に
で
も
あ
り
得
る
も
の
」
で
あ
る
に
反
し
て
、学
と
智
慧
と
は
「
他

の
よ
う
に
は
あ
り
得
な
い
も
の
」（to; mh; ejndecovmenon a[llw

V e[cein

）
に
向
う
。
学
の
対
象
は
他
の
よ
う
に
は

あ
り
得
な
い
も
の
、
従
っ
て
必
然
的
な
も
の
、
恒
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
既
に
そ
こ
に
あ
る
も
の
で
あ
っ

て
、
我
々
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
も
の
で
な
い
。
然
し
学
は
、
単
な
る
学
と
し
て
は
、
恒
に
あ
る
も
の
を
い
わ

ば
全
的
に
取
扱
う
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
が
論
証
に
と
っ
て
近
づ
き
得
る
も
の
で
あ
る
限
り
に
於
て
、
一
層
正

確
に
云
え
ば
、
そ
れ
が
論
証
の
う
ち
に
現
象
す
る
形
態
に
於
て
、
取
扱
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
そ
れ
か
ら

推
論
が
行
わ
れ
、
結
論
が
導
か
れ
る
根
拠
乃
至
原
理
は
、
そ
れ
自
身
も
は
や
論
証
し
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
従
っ

て
単
な
る
学
に
と
っ
て
は
近
づ
き
得
な
い
も
の
で
あ
る
。「
蓋
し
学
は
普
遍
的
な
も
の
及
び
必
然
的
な
も
の
の
把

握
で
あ
り
、
そ
し
て
論
証
し
得
る
も
の
に
と
っ
て
及
び
あ
ら
ゆ
る
学
に
と
っ
て
（
な
ぜ
な
ら
学
は
概
念
的 meta; 

lovgou 

で
あ
る
）
原
理
が
存
す
る
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
知
ら
れ
る
も
の
の
原
理
自
身
は
も
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は
や
学
に
よ
っ
て
も
、
技
術
に
よ
っ
て
も
、
実
践
知
に
よ
っ
て
も
達
せ
ら
れ
得
な
い
。
蓋
し
一
方
学
に
於
て
知
ら

れ
る
も
の
は
論
証
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
他
方
技
術
や
実
践
知
は
他
の
よ
う
に
で
も
あ
り
得
る
も
の

に
関
す
る
の
で
あ
る
か
ら
。」
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
云
っ
て
い
る
。
論
証
の
根
拠
と
な
る
原
理
、
即
ち
第
一
原

理
は
恒
に
あ
る
も
の
、
他
の
よ
う
に
で
は
あ
り
得
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
技
術
や
実
践
知
の
対
象
と
は
性
質
を
異

に
す
る
の
み
で
な
く
、
そ
れ
は
ま
た
論
証
的
知
識
と
し
て
の
学
に
と
っ
て
も
そ
の
前
提
乃
至
予
想
で
あ
っ
て
、
こ

の
よ
う
な
学
自
身
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
か
く
の
如
き
原
理
、
論
証
の
根
拠
で
あ
っ
て
そ
れ
自
身
は
論
証
さ
れ

得
な
い
原
理
の
知
見
を
も
た
ら
す
の
は
ヌ
ー
ス
で
あ
る
。
た
だ
ヌ
ー
ス
に
と
っ
て
の
み
原
理
は
近
づ
き
得
る
も

の
で
あ
る
。
ヌ
ー
ス
は
直
観
的
思
惟
で
あ
る
。「
ヌ
ー
ス
の
作
用
は
感
性
知
覚
の
如
き
も
の
で
あ
る
」（ejsti to; 

noei:n w
{sper to; aijsqavnesqai

）
と
精
神
論
の
中
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。
ヌ
ー
ス
の
叡
智
的
な
も
の
に
対
す
る

関
係
は
、
感
性
知
覚
が
感
覚
的
な
も
の
に
対
す
る
関
係
と
同
じ
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
ヌ
ー
ス
は
叡
智
的
な

も
の
を
直
接
的
に
受
け
容
れ
、
諸
原
理
を
現
在
的
に
持
つ

0

0

0

0

0

0

と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
直
観
的
な
ヌ
ー
ス
に
対
し
て

比
量
的
思
惟
は diavnoia 

と
呼
ば
れ
る
。
技
術
や
実
践
知
、
ま
た
学
は
か
か
る
デ
ィ
ア
ノ
イ
ア
に
属
し
て
い
る
。

最
後
に
智
慧
（
ソ
ピ
ア
）
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
れ
を nou:V kai; 

ejpisthvmh

（
叡
智
且
つ
学
、
ヌ
ー
ス
と
結
び
付
い
た
学
）
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。「
か
く
て
智
慧
が
諸
学
の
う
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ち
最
も
厳
密
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
智
者
は
単
に
原
理
か
ら
従
っ
て
来
る
も
の
を
知
る
の
み
で

な
く
、
ま
た
原
理
そ
の
も
の
に
就
い
て
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
智
慧
は
叡
智
且
つ
学
で
あ
り
、
い
わ

ば
頭
と
し
て
他
の
上
に
立
ち
、
最
も
尊
い
も
の
を
捉
え
る
学
で
あ
る
。」
そ
こ
で
分
る
よ
う
に
、
ソ
ピ
ア
（
智
慧
）

に
は
根
本
に
於
て
独
立
の
能
力
が
属
す
る
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
そ
れ
は
、
単
に
論
証
的
な
学
に
対
し
て
高
次
の
学

を
謂
う
に
過
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
か
よ
う
な
論
証
の
原
理
乃
至
根
拠
を
直
観
的
に
認
識
す
る
ヌ
ー
ス
と
結

び
付
い
た
学
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
智
慧
は
完
全
な
、
本
来
的
な
意
味
に
於
け
る
学
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
、
根
拠
へ
の
知
見
を
有
し
な
い
者
は
た
だ
非
本
来
的
な
意
味
に
於
て
し
か
学
を
有
す
る

者
で
な
い
と
云
っ
て
い
る
。
智
慧
は
「
原
因
及
び
原
理
に
就
い
て
の
学
」
と
も
規
定
さ
れ
る
。
い
ま
形
而
上
学
が

学
と
し
て
か
く
の
如
き
智
慧
で
あ
る
べ
き
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
智
慧
に
は
独
立
の
能
力
が
属
す
る
の
で
な
く
、

却
っ
て
こ
の
概
念
は
学
の
生
形
態

0

0

0

を
現
す
も
の
と
し
て
特
殊
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
即
ち
そ
れ
は
観
想
的
生
活

の
規
定
に
結
び
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
方
に
は
技
術
と
実
践
知
と
が
、
他
方
に
は
学
と
叡
智
と
が
あ
る
。
そ
し
て
形
式
的
に

は
、
技
術
及
び
実
践
知
は
広
い
意
味
で
の
実
践
的
態
度
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
理
論
的
態
度
を
形
作
る
学
及

び
叡
智
に
対
立
す
る
。
同
時
に
形
式
的
に
見
れ
ば
、
前
の
二
者
は
他
の
よ
う
に
で
も
あ
り
得
る
も
の
を
対
象
と
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し
、
後
の
二
者
は
恒
に
あ
る
も
の
を
取
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
象
の
上
で
区
別
さ
れ
る
。
技
術
と
実
践
知
、
学

と
叡
智
に
於
て
精
神
の
一
貫
し
た
機
能
は ajlhqeuvein

（
存
在
開
示
）
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
前
の
二
者
に
あ
っ
て

は
、
存
在
開
示
は
制
作
及
び
行
為
の
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
の
個
々
の
目
的
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し

後
の
二
者
即
ち
理
論
的
態
度
は
、
認
識
活
動
自
身
の
う
ち
に
そ
の
目
的
を
有
し
、
そ
の
活
動
自
身
の
外
に
如
何
な

る
結
果
、
ま
た
如
何
な
る
行
動
を
も
目
的
乃
至
限
界
と
し
て
有
し
な
い
。
そ
れ
は
対
象
の
理
論
的
所
有
及
び
観

照
の
う
ち
に
満
足
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
尤も
っ
とも

、
技
術
や
実
践
知
も
デ
ィ
ア
ノ
イ
ア
（
比
量
的
思
惟
）
の
活
動

で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
に
も
真
な
る
ロ
ゴ
ス
（lovgoV ajlhqhvV

）
が
含
ま
れ
る
限
り
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
こ
と
も
広

い
意
味
で
は
学
に
属
す
る
と
見
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
学
を
理
論
的
学
、
実
践
的

学
及
び
制
作
的
学
の
三
種
に
区
分
し
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。
彼
は
比
量
的
思
惟
（diavnoia

）
に
「
認
識
的
機
能
」

（ejpisthmonikovn

）
と
「
分
別
的
機
能
」（logistikovn

）
と
の
区
別
を
認
め
た
。
前
者
は
恒
に
あ
る
も
の
に
向
い

（
従
っ
て
理
論
的
学
に
関
係
し
）、
後
者
は
他
の
よ
う
に
で
も
あ
り
得
る
も
の
に
向
い
（
従
っ
て
技
術
並
び
に
実
践

知
に
関
係
し
）、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
対
象
を
対
象
の
性
質
に
適
合
し
た
仕
方
で
開
示
す
る
。
た
だ
そ
の
知
識
は
、
そ

の
対
象
が
一
方
は
恒
に
あ
る
も
の
、
他
方
は
他
の
よ
う
に
で
も
あ
り
得
る
も
の
と
異
な
る
に
従
っ
て
、
同
一
の
厳

密
性
（ajkrivbeia

）
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
論
証
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
却
っ
て
教
養
な
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き
こ
と
（ajpaideusiva

）
即
ち
方
法
に
就
い
て
の
無
知
を
示
す
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
於
て
対
象
の
性
質

に
相
応
す
る
厳
密
性
を
要
求
す
る
こ
と
が
教
養
あ
る
こ
と
即
ち
方
法
に
於
け
る
堪
能
を
証
し
す
る
、
と
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
は
考
え
た
。
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
知
識
に
同
一
の
厳
密
性
を
要
求
す
る
こ
と
は
却
っ
て
不
厳
密
で
あ
る
こ
と

を
意
味
す
る
と
も
云
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。固
よ
り
厳
密
性
に
於
て
勝
れ
た
学
は
学
と
し
て
勝
れ
た
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
理
論
的
学
は
制
作
的
学
や
実
践
的
学
よ
り
も
勝
れ
て
い
る
。
か
か
る
優
越
性
は
対
象
の
性
質
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
て
い
る
。
自
然
の
永
続
的
な
秩
序
、
就
な
か
ん
ず
く中

天
体
は
、
恒
に
あ
る

0

0

0

0

も
の
0

0

と
し
て
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
学
に
は

対
象
の
こ
の
性
質
の
故
に
勝
れ
た
位
置
が
与
え
ら
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
に
於
て
自
然
0

0

の
概
念
が
、
ま

た
理
論
的
学
と
さ
れ
る
自
然
学

0

0

0

が
全
く
特
殊
な
、
基
礎
的
な
意
義
を
有
す
る
の
も
、
そ
の
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

恒
に
あ
る
も
の
は
精
神
に
よ
っ
て
絶
え
ず
現
在
的
に

0

0

0

0

所
有
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
恒
に
あ
る
も
の
は
「
凡

て
の
も
の
の
う
ち
本
性
上
最
も
顕
な
も
の
」（th:/ φuvsei φanerw

vtata pavntw
n

）
で
あ
る
。
ヌ
ー
ス
は
か
か
る

対
象
を
現
在
的
に
所
有
す
る
も
の
と
し
て
優
越
な
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
容
易
に
聯
想
さ
れ
る
神
の
概
念
に
就
い

て
は
後
に
至
っ
て
論
究
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。学
が
そ
れ
自
身
の
た
め
に
求
め
ら
れ
る
知
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
認
識
を
無
差
別
な
ら
し
め
る
こ
と
で
な
く
、
却
っ
て
認
識
の
対
象
の
性
質

0

0

0

0

0

、
そ
れ
の
所
有
の
仕
方

0

0

0

0

0

に
全
く
特

殊
な
重
要
性
が
属
せ
し
め
ら
れ
、
そ
れ
に
応
じ
て
学
の
位
階
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
決
定
的
な
見
地
は
テ
オ
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リ
ア
で
あ
る
。
恒
に
あ
る
も
の
は
絶
え
ず
現
在
的
な

0

0

0

0

も
の
で
あ
り
、
か
く
の
ご
と
き
本
性
上
最
も
顕
な
る
も
の
を

現
在
的
に

0

0

0

0

所
有
す
る
こ
と
に
於
て
学
的
観
想
は
「
最
高
の
限
界
」（kavllistoV o{roV

）
に
達
す
る
の
で
あ
る
。

政
治
学
第
一
巻
第
二
章
に
云
わ
れ
て
い
る
、「
動
物
の
う
ち
人
間
の
み
が
ロ
ゴ
ス
を
有
す
る
。
し
か
る
に
ロ
ゴ

ス
は
益
あ
る
も
の
と
害
あ
る
も
の
、
そ
こ
で
ま
た
正
し
い
も
の
と
正
し
く
な
い
も
の
と
を
顕
に
す
る
（dhlou:n

）

こ
と
に
関
わ
っ
て
い
る
。
善
と
悪
、
正
と
不
正
及
び
そ
の
他
か
よ
う
な
こ
と
に
対
す
る
感
覚
を
有
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
他
の
動
物
に
対
し
て
人
間
に
固
有
な
こ
と
で
あ
る
。」
動
物
の
発
す
る
声
は
単
に
苦
と
快
と
の
記
号
に
過

ぎ
な
い
が
、
人
間
に
固
有
な
言
語
に
は
善
悪
、
正
邪
等
の
識
別
が
あ
る
。
か
か
る
言
語
を
も
っ
て
の
活
動
が
「
人

間
的
な
活
動
」（ejnevrgeiai ajnqrw

pikaiv

）、
詳
し
く
云
え
ば
、
特
に
人
間
的
な

0

0

0

0

0

0

活
動
で
あ
り
、
社
会
に
於
て
実

現
さ
れ
る
。
実
践
知
に
従
っ
て
の
活
動
は
こ
の
よ
う
に
固
有
的
に
人
間
的
な
活
動
で
あ
る
。
し
か
る
に
智
慧
に
従

っ
て
の
活
動
は
そ
れ
と
異
な
り
、
い
わ
ば
神
的
な
活
動
で
あ
る
。
こ
の
も
の
も
固
よ
り
人
間
的
な
、
徳
（
有
能
性
）

に
従
っ
て
の
活
動
一
般
の
地
盤
か
ら
生
長
す
る
の
で
あ
る
が
、「
最
も
悦
楽
に
充
ち
た
も
の
」（hJdivsth

）
と
し
て

そ
の
中
か
ら
擢
ん
で
て
い
る
。
こ
の
生
活
は
人
間
と
し
て
の
人
間
に
属
す
る
生
活
よ
り
も
高
い
。
ひ
と
は
た
だ
人

間
で
あ
る
限
り
に
於
て
こ
の
生
活
を
生
き
る
の
で
な
く
、
彼
の
う
ち
に
「
或
る
神
的
な
も
の
」（qei:ovn ti

）
が
属

す
る
限
り
に
於
て
そ
れ
を
生
き
る
の
で
あ
る
。
ヌ
ー
ス
は
人
間
に
比
し
て
神
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
従
っ
て
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

の
生
活
は
ま
た
人
間
的
な
生
活
に
比
し
て
神
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
の
中
で
は
云
わ
れ
て
い

る
。
然
る
に
か
く
の
如
き
観
想
と
幸
福
、
従
っ
て
善
と
の
結
合
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
存
在
論
を
基
礎
と
し

て
行
わ
れ
た
。
我
々
は
や
が
て
そ
の
間
の
特
色
あ
る
存
在
論
的
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
。



五
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第
二
章　

方
法

一

成
熟
せ
る
方
法
に
よ
っ
て
そ
の
研
究
を
指
導
し
て
行
く
と
い
う
こ
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
学
の
本
質
的
な

要
素
を
な
し
て
い
る
。
天
才
的
な
直
観
に
直
接
に
身
を
委
ね
る
と
い
う
の
は
彼
の
こ
と
で
な
か
っ
た
。
彼
は
そ
の

研
究
の
出
発
に
際
し
或
は
そ
の
途
上
に
於
て
、
方
法
に
就
い
て
つ
ね
に
反
省
を
与
え
て
い
る
。
方
法
と
い
う
語
は

ギ
リ
シ
ア
語
で
は
「
道
」（mevqodoV < metav + oJdovV

）
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
学
は
道
に
従
っ
て
歩
ま

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
蓋
し
学
は
そ
の
存
在
に
於
て
ま
た
一
個
の
運
動
で
あ
る
。
家
を
建
て
る
こ
と
が
ひ
と
つ
の
運

動
、
ひ
と
つ
の
過
程
で
あ
る
よ
う
に
、
学
は
、
固
よ
り
建
築
と
い
う
制
作
の
過
程
と
は
異
な
る
に
せ
よ
、
ひ
と
つ

の
過
程
で
あ
り
、
運
動
で
あ
る
。
学
は
過
程
的
な
、
方
法
的
な
知
識
で
あ
る
。
学
の
道
は
何
処
か
ら
始
ま
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
の
主
要
諸
著
作
の
種
々
な
る
箇
所
に
於
て
、お
よ
そ
学
は
我
々
に
よ
り
明
ら
か
な
も
の
、

我
々
に
よ
り
よ
く
知
ら
れ
る
も
の
か
ら
出
立
し
て
、
本
性
上
よ
り
明
ら
か
な
も
の
、
本
性
上
よ
り
よ
く
知
ら
れ
る
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

も
の
に
至
る
べ
き
こ
と
を
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
。
我
々
に
よ
り
よ
く
知
ら
れ
る
も
の
或
は
「
我
々
に
と
っ
て
よ

り
先
な
る
も
の
」（provteron pro;V hJma:V

）
と
「
本
性
上
よ
り
先
な
る
も
の
」（provteron th:/ φuvsei

）、
本
性
上

よ
り
よ
く
知
ら
れ
る
も
の
と
は
同
じ
で
な
い
、
反
対
に
、
我
々
に
と
っ
て
よ
り
先
な
る
も
の
は
本
性
上
は
よ
り
後

な
る
も
の
で
あ
り
、
本
性
上
よ
り
よ
く
知
ら
れ
る
も
の
は
我
々
に
と
っ
て
は
よ
り
知
り
難
い
も
の
で
あ
る
。
我
々

に
と
っ
て
の
先
後
と
本
性
上
の
先
後
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
い
ま
本
性
上
よ
り
先
な
る
も
の
と
は
何
を
謂

う
か
は
、
多
く
の
論
議
を
要
せ
ず
し
て
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
原
理
及
び
原
因
が
そ
れ
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は

語
義
篇
と
云
わ
れ
る
形
而
上
学
第
五
巻
の
中
で
、
原
理
と
い
う
語
の
種
々
の
意
味
を
分
析
し
、
そ
れ
ら
に
共
通
な

意
味
は
「
第
一
の
も
の
」（to; prw

:ton
）
と
い
う
こ
と
、
そ0

れ
か
ら

0

0

0

物
が
在
り
0

0

、
も
し
く
は
成
り
0

0

、
も
し
く
は
知0

ら
れ
る

0

0

0

と
こ
ろ
の
最
初
の
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。な
お
凡
て
の
原
因
は
原
理
と
見
ら
れ
得
る
。

学
は
か
か
る
最
初
の
も
の
、
本
性
上
先
な
る
も
の
を
捉
え
、
か
か
る
原
理
か
ら
の
認
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然

し
原
理
は
我
々
に
と
っ
て
よ
り
近
づ
き
難
い
も
の
、
知
る
に
よ
り
困
難
な
も
の
で
あ
る
故
に
、
学
の
出
発
点
と
し

て
取
ら
れ
る
の
は
我
々
に
と
っ
て
よ
り
先
な
る
も
の
、
我
々
に
よ
り
よ
く
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
自
然
学
の
首

章
に
於
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、知
識
は
も
と
原
理
或
は
原
因
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

自
然
学
に
あ
っ
て
も
先
ず
原
理
に
関
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
い
、「
と
こ
ろ
で
そ
の
道
は
我
々
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に
よ
り
よ
く
知
ら
れ
そ
し
て
よ
り
明
ら
か
な
る
も
の
か
ら
本
性
上
よ
り
明
ら
か
な
そ
し
て
よ
り
よ
く
知
ら
れ
る
も

の
に
至
る
の
が
自
然
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
か
く
て
学
は
、
我
々
に
よ
り
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
か
ら
出
立
し

て
原
理
へ
の

0

0

0

0

過
程
で
あ
り
、更
に
か
か
る
原
理
か
ら
の

0

0

0

0

0

認
識
の
過
程
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
学
は
二
つ
の
道
、

下
か
ら
の
道
と
上
か
ら
の
道
と
を
含
む
運
動
で
あ
る
。
し
か
も
我
々
に
と
っ
て
よ
り
先
な
る
道
は
下
か
ら
の
道
で

あ
っ
て
、
学
は
つ
ね
に
先
ず
こ
の
道
を
踏
む
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

学
が
開
始
さ
れ
る
に
当
っ
て
は
、
我
々
は
対
象
に
就
い
て
既
に
何
か
知
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
け

れ
ど
も
そ
れ
が
知
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
に
云
え
ば
、
そ
れ
が bekannt 

で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
然
る
に bekannt 
で
あ
っ
て
も
未
だ erkannt 

で
あ
る
と
は
云
い
得
な
い
。
前
の
意
味
で
知
ら
れ
た

も
の
を
後
の
意
味
で
知
ら
れ
た
も
の
に
ま
で
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
学
の
仕
事
で
あ
る
。
し
か
も
物
が
既
に
或
る
仕

方
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
学
的
研
究
の
可
能
と
な
る
条
件
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
研
究
の
端
緒

で
あ
る
。
我
々
が
あ
か
ら
さ
ま
に
学
的
態
度
を
も
っ
て
存
在
に
近
づ
こ
う
と
す
る
に
先
立
っ
て
、
存
在
は
既
に
、

学
的
に
で
は
な
い
に
し
て
も
、
我
々
に
知
ら
れ
て
い
る
。
存
在
は
学
以
前
に
既
に
或
る
仕
方
で
見
ゆ
る
も
の
と
な

っ
て
お
り
、
顕
に
さ
れ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
存
在
が
我
々
に
と
っ
て
在
る
と
い
う
こ
と
は
、
根
源
的
に
ま
た
原

始
的
に
、
顕
に
さ
れ
て
在
る
と
い
う
こ
と
を
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
時
に
区
別
し
た
用
語
法
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

に
従
っ
て
云
え
ば
、gnw

:siV 

が ejpisthvmh 

の
可
能
と
な
る
前
提
で
あ
る
。
こ
れ
と
関
聯
し
て
、
彼
が
術
語
的
に

使
用
し
た
「
我
々
に
と
っ
て
」
と
い
う
こ
と
も
、
近
代
的
な
考
え
方
に
慣
ら
さ
れ
た
者
が
誤
解
す
る
か
も
知
れ
な

い
よ
う
に
、
決
し
て
単
に
主
観
的
に
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
も
そ
れ
が
単
に
主
観
的
な
こ

と
に
過
ぎ
ぬ
な
ら
ば
、
そ
れ
が
客
観
的
認
識
で
あ
る
べ
き
学
の
必
然
的
な
出
発
点
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
理
由
も
な

い
で
あ
ろ
う
。
我
々
に
と
っ
て
と
い
う
こ
と
は
、
寧
ろ
存
在
が
顕
に
さ
れ
て
あ
る
、
従
っ
て
明
ら
か
な
も
の
、
知

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
仕
方
、
そ
の
特
殊
な
仕
方
を
表
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
物

の
熟
知
を
も
っ
て
学
の
道
に
就
こ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
要
求
さ
る
べ
き
最
初
の
、
根
本
的
な
条
件
で
あ
る
と
考

え
た
。
ひ
と
は
物
を
あ
か
ら
さ
ま
に
学
的
に
研
究
す
る
に
先
立
っ
て
、
先
ず
そ
の
物
を
熟
知
し
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
そ
れ
だ
か
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
年
少
者
が
政
治
学
或
は
倫
理
学
を
究
め
よ
う
と
す
る
の
は
資
格
な
き
こ

と
で
あ
る
と
し
た
。
な
ぜ
な
ら
彼
等
は
未
だ
社
会
生
活
を
多
く
経
験
せ
ず
、
政
治
に
与
ら
ず
、
従
っ
て
研
究
の
対

象
に
就
い
て
熟
知
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
学
者
と
し
て
出
発
す
る
資
格
は
そ
の
学
の
取
扱
う
存
在
を
予

め
よ
く
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
分
析
論
後
書
は
「
凡
て
知
性
的
な
教
え
と
学
び
と
は
既
存
の
知
識
か

ら
（ejk prou&parcouvshV gnw

vsew
V

）
生
ず
る
」
と
い
う
句
を
も
っ
て
始
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
ま

こ
と
に
広
い
意
味
に
於
て
そ
う
な
の
で
あ
る
。
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然
ら
ば
我
々
に
と
っ
て
よ
り
先
な
る
も
の
、
我
々
に
よ
り
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
と
は
如
何
な
る
性
質
の
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
か
ら
本
性
上
よ
り
先
な
る
も
の
、
本
性
上
よ
り
よ
く
知
ら
れ
る
も
の
に
進
む
と
い
う
こ
と
は
何
を

意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
分
析
論
後
書
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
、「
よ
り
先
及
び
よ
り
よ
く
知
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
は
二
重
の
意
味
で
あ
る
、
蓋
し
本
性
上
よ
り
先
な
る
も
の
、
そ
し
て
よ
り
よ
く
知
ら
れ
る
も
の
と
、

我
々
に
と
っ
て
よ
り
先
な
る
も
の
、
そ
し
て
我
々
に
よ
り
よ
く
知
ら
れ
る
も
の
と
は
同
じ
で
な
い
。
我
々
に
と
っ

て
よ
り
先
な
る
も
の
、
そ
し
て
よ
り
よ
く
知
ら
れ
る
も
の
は
感
性
知
覚
に
よ
り
近
き
も
の
で
あ
り
、
端
的
に
よ
り

先
な
る
も
の
、
そ
し
て
よ
り
よ
く
知
ら
れ
る
も
の
は
よ
り
遠
き
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
最
も
普
遍
的
な
も
の
は

最
も
遠
く
、
個
別
的
な
も
の
は
最
も
近
い
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
相
互
に
対
立
し
て
い
る
。」
こ
こ
に
「
端
的
に
」

（aJplw
:V

）と
い
う
の
は「
我
々
に
と
っ
て
」と
い
う
に
対
し
、「
本
性
上
」と
い
う
の
と
同
じ
で
あ
る
。
存
在
は
我
々

に
と
っ
て
何
よ
り
も
先
に
感
性
知
覚
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
感
性
知
覚
は
差
当
り
個
別
的
な
も
の
を
内
容

と
し
て
い
る
。
学
は
こ
の
よ
う
な
個
別
的
な
も
の
か
ら
発
足
し
て
普
遍
的
な
も
の
を
求
め
て
進
む
の
で
あ
る
。
個

別
的
な
も
の
か
ら
普
遍
的
な
も
の
を
導
き
出
す
方
法
は
帰
納
法

0

0

0

と
呼
ば
れ
る
。
そ
こ
で
我
々
に
よ
り
よ
く
知
ら
れ

た
も
の
か
ら
本
性
上
よ
り
よ
く
知
ら
れ
る
も
の
に
至
る
道
は
帰
納
法
の
方
法
的
要
求
と
一
致
し
て
い
る
。
帰
納
法

の
地
盤
は
経
験
で
あ
っ
て
、
経
験
は
感
性
知
覚
と
結
び
付
い
て
い
る
。
経
験
の
尊
重
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
学
の



五
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

重
要
な
特
色
で
あ
る
。
学
は
単
に
概
念
的
抽
象
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
却
っ
て
「
現
象
を
救
う
」（sw

vzein ta; 

φainovmena
）
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
現
象
と
い
う
の
は
単
な
る
仮
象
の
こ
と
で
な
い
。
現
象
と
い
う
語
の

根
源
的
な
意
味
は
、
自
己
を
現
し
て
い
る
も
の
、
自
己
み
ず
か
ら
を
示
し
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ひ

と
は
現
象
を
捉
え
ね
ば
な
ら
ぬ
（lhptevon ta; φainovmena

）、
ひ
と
は
先
ず
自
己
み
ず
か
ら
を
示
し
て
い
る
も

の
を
そ
の
も
の
と
し
て
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
現
象
は
救
わ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
に
云
え
ば
、
保
存

さ
れ
、
止
揚
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
経
験
的
に
乃
至
帰
納
的
に
研
究
を
進

め
る
こ
と
、
現
象
に
即
し
て
自
然
的
に
考
察
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
重
ん
じ
た
。
我
々
に
と
っ
て
よ
り
よ
く
知
ら
れ
た
も
の

か
ら
出
発
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
学
の
経
験
的
基
礎
に
対
す
る
要
求
、
物
そ
の
も
の
へ
向
う
現
象
学
的
要
求
と
結

び
付
い
て
い
る
。

然
る
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
学
の
方
法
を
論
じ
た
一
つ
の
重
要
な
箇
所
と
し
て
初
め
に
挙
げ
た
自
然
学
の
首
章

は
、
右
の
分
析
論
の
叙
述
と
外
見
的
に
も
内
容
的
に
も
一
致
し
な
い
も
の
を
含
む
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
箇
所

に
於
て
も
、
既
に
記
し
た
通
り
、
学
の
道
は
我
々
に
よ
り
よ
く
知
ら
れ
そ
し
て
よ
り
明
ら
か
な
も
の
か
ら
本
性
上

よ
り
明
ら
か
な
そ
し
て
よ
り
よ
く
知
ら
れ
る
も
の
に
至
る
と
云
わ
れ
て
い
る
が
、
然
し
そ
れ
に
つ
い
で
次
の
如
き

注
目
す
べ
き
文
章
が
見
出
さ
れ
る
。「
と
こ
ろ
で
我
々
に
と
っ
て
最
初
に
明
ら
か
で
明
白
な
も
の
は
寧
ろ
混
沌
た



五
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る
も
の
で
あ
る
、
後
に
至
っ
て
こ
の
も
の
か
ら
要
素
や
原
理
が
分
析
に
よ
っ
て
我
々
に
知
ら
れ
る
も
の
と
な
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
故
に
普
遍
的
な
も
の
か
ら
個
別
的
な
も
の
に
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
全
体
は
感
性

知
覚
に
よ
っ
て
よ
り
よ
く
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
普
遍
的
な
も
の
は
或
る
全
体
で
あ
る
、
蓋
し
普
遍
的
な
も

の
は
部
分
と
し
て
多
く
の
も
の
を
包
含
し
て
い
る
。」
即
ち
、
我
々
に
と
っ
て
先
な
る
も
の
か
ら
本
性
上
先
な
る

も
の
へ
の
道
は
、
分
析
論
の
か
の
箇
所
に
従
え
ば
、
個
別
的
な
も
の
か
ら
普
遍
的
な
も
の
へ
至
る
と
考
え
ら
れ
る

に
反
し
、
こ
こ
で
は
普
遍
的
な
も
の
か
ら
個
別
的
な
も
の
に
進
む
と
云
わ
れ
る
。
前
の
場
合
が
帰
納
法
に
相
応
す

る
と
す
れ
ば
、
後
の
場
合
は
演
繹
法
に
相
応
す
る
の
で
も
あ
ろ
う
か
。
然
し
こ
れ
は
そ
う
で
な
く
、
ま
た
そ
う
で

あ
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
な
る
ほ
ど
演
繹
法
は
普
遍
的
な
原
理
か
ら
出
発
す
る
論
証
で
あ
る
が
、
然
し
そ
れ
は
本
性

上
よ
り
先
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
箇
所
で
謂
わ
れ
て
い
る
が
如
き
我
々
に
と
っ
て
よ
り
先
な
る
も
の
で
は
な

い
。
こ
の
箇
所
で kaqovlou

（
普
遍
）
と
い
う
語
が
或
る
全
く
特
殊
な
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
文
章
の

前
後
の
関
係
か
ら
明
瞭
で
あ
る
。
そ
れ
は
分
析
論
の
中
で
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
な kata; pantovV

（
一
切
に
就

い
て
）
且
つ kaq= auJtov

（
自
体
に
於
け
る
）
と
い
う
意
味
で
の kaqovlou

（
普
遍
）
で
は
な
い
。
そ
れ
は
論
理

的
普
遍
で
な
く
、
却
っ
て
感
性
的
普
遍
で
あ
る
。
そ
れ
は
感
性
的
に
与
え
ら
れ
た
「
或
る
全
体
」
で
あ
り
、
未
だ

限
定
さ
れ
て
お
ら
ぬ
「
混
沌
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
経
験
に
与
え
ら
れ
た
全
体
の
混
沌
た
る
表
象
で
あ
っ
て
、
そ
れ



五
九

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

を
個
々
の
要
素
に
分
析
し
、
限
定
す
る
こ
と
が
学
の
方
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の

は
特
に
分
析
的
方
法

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
ま
た
定
義
的
方
法
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
も
し
普
遍
が
単
に
感
性
的

な
も
の
で
あ
り
、
か
く
て
も
し
分
析
論
に
於
け
る
と
同
じ
よ
う
に
感
性
的
な
も
の
か
ら
出
発
す
る
の
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
か
し
こ
で
は
帰
納
的
方
法
が
説
か
れ
て
い
る
に
反
し
、
こ
こ
で
は
寧
ろ
分
析
的
方
法
が
説
か
れ
て
い
る
と

い
う
の
は
、
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
か
し
こ
で
は
感
性
知
覚
に
与
え
ら
れ
る
も
の
が
個
別
的
な
も
の
と
し
て
規
定
さ

れ
、
こ
こ
で
は
混
沌
た
る
全
体
と
云
わ
れ
る
の
は
如
何
な
る
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
も
我
々
に
と

っ
て
先
な
る
も
の
が
経
験
0

0

的0

な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
何
等
か
感
性
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
わ
れ
な
い
に

し
て
も
、
そ
れ
は
単
純
に
感
性
知
覚
の
対
象
と
い
う
の
で
な
く
、
何
等
か
既
に
論
理
的
な
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
か
。
こ
こ
で
特
に
分
析
的
方
法
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
我
々
に
そ
の
よ
う
に
考
え
る
動
機
を
与
え
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
自
然
学
の
こ
の
箇
所
に
於
て
、
学
は
普
遍
的
な
も
の
か
ら
個
別
的
な
も
の
へ
進
ま
ね
ば
な

ら
ぬ
と
述
べ
た
後
、
例
示
し
て
云
っ
て
い
る
。「
そ
れ
は
或
る
意
味
で
名
辞
の
定
義
に
対
す
る
の
と
同
じ
関
係
に

あ
る
。
例
え
ば
円
と
い
う
名
辞
は
或
る
全
体
を
無
限
定
に
現
し
て
い
る
、
然
る
に
そ
の
定
義
は
そ
れ
を
個
々
の
も

の
に
分
析
す
る
。
ま
た
子
供
た
ち
は
最
初
凡
て
の
男
を
父
と
呼
び
、
凡
て
の
女
を
母
と
呼
ぶ
が
、
然
し
後
に
は
そ
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れ
ら
の
各
々
の
人
を
区
別
す
る
。」
こ
の
例
か
ら
察
知
さ
れ
得
る
如
く
、
我
々
に
よ
り
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
と
し

て
学
の
出
発
点
と
な
る
べ
き
所
謂
普
遍
、
混
沌
た
る
全
体
は
、
単
に
感
性
的
な
全
体
で
な
く
、
名
辞
と
い
う
よ
う

な
或
る
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
、
無
限
定
な
普
遍
概
念
を
指
し
て
い
る
。
そ
れ
は
既
に
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
で
あ
る
が
、

未
だ
十
分
に
限
定
さ
れ
て
お
ら
ぬ
普
遍
概
念
で
あ
り
、
こ
れ
を
分
析
し
、
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
固
有
な
る

ロ
ゴ
ス
」（oijkei:oV lovgoV

）
を
見
出
す
こ
と
が
学
の
仕
事
で
あ
る
。
学
の
出
発
点
に
於
て
既
に
或
る
ロ
ゴ
ス
的

な
も
の
、
そ
の
学
の
対
象
に
就
い
て
の
日
常
的
な
諸
意
見
、
以
前
の
学
者
た
ち
の
諸
見
解
等
の
も
の
が
与
え
ら
れ

て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
我
々
に
と
っ
て
よ
り
先
な
る
も
の
と
し
て
或
る
感
性
的
な
仕
方
で
、
即
ち
経
験
的
に
与

え
ら
れ
て
い
る
。
学
の
出
発
点
は
こ
こ
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
実
際
に
、
自
然
学
第
一
巻
の
第
二
章
以

下
に
於
て
我
々
が
出
会
う
の
は
、
自
然
学
的
原
理
に
関
す
る
先
行
哲
学
者
た
ち
の
諸
説
の
叙
述
で
あ
り
、
そ
の
批

判
的
分
析
的
研
究
で
あ
る
。
か
よ
う
な
こ
と
は
自
然
学
の
場
合
に
限
ら
れ
て
な
い
。
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
の
初
め

の
数
章
は
学
の
方
法
の
理
解
の
た
め
に
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
彼
は
、
学
は
我
々
に
よ
り
よ
く
知
ら
れ
る
も
の

か
ら
出
発
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
方
法
と
し
て
は
定
義
的
方
法
が
説
か
れ
、
且
つ
実
行
さ
れ
て
い

る
。
出
発
点
は
多
く
の
人
々
が
一
致
し
て
善
と
認
め
て
い
る
幸
福
と
い
う
普
遍
概
念
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
に
意
味

さ
れ
て
い
る
快
楽
、
財
産
、
名
誉
等
の
諸
内
容
を
分
析
し
、
検
討
し
、
善
及
び
幸
福
の
定
義
と
限
定
に
達
す
る
こ
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
か
く
の
如
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
彼
の
哲
学
の
概
念
規
定
の
地
盤
を
、
支
配
的
な
諸
意

見
、
以
前
の
哲
学
者
た
ち
の
諸
見
解
、
特
に
言
語
的
表
現
、
言
葉
の
諸
意
味
の
う
ち
に
求
め
る
こ
と
を
つ
ね
と
し

た
。
形
而
上
学
第
五
巻
は
「
語
義
篇
」（peri; tw

:n posacw
:V

）
と
云
わ
れ
る
如
く
、
哲
学
の
諸
根
本
概
念
に
就

い
て
そ
れ
ら
が
語
ら
れ
る
種
々
な
る
意
味
の
分
析
的
研
究
に
捧
げ
ら
れ
て
い
る
。
形
而
上
学
第
一
巻
も
そ
の
大
部

分
が
先
行
哲
学
者
た
ち
の
学
説
の
叙
述
、
そ
の
分
析
批
判
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。
彼
等
は
、
こ
の
巻
の
最
後
の
章

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
四
種
の
原
因
を
既
に
研
究
し
た
け
れ
ど
も
、
然
し
そ
れ
は
た
だ
「
不
分
明
に
」

（ajmudrw
:V

）
で
あ
る
。「
蓋
し
第
一
哲
学
は
そ
の
初
め
に
あ
っ
て
子
供
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
、
凡
て
に
就
い
て

か
た
こ
と
を
云
っ
た
。」
こ
の
一
句
は
、
解
釈
上
学
者
た
ち
の
疑
義
を
生
じ
た
自
然
学
第
一
巻
第
一
章
の
か
の
箇

所
と
比
喩
も
同
じ
で
あ
っ
て
、
我
々
の
右
の
解
釈
の
正
し
さ
を
傍
証
す
る
に
足
る
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
そ
の
よ
う

な
分
析
的
研
究
の
仕
方
は
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
を
地
盤
と
す
る
故
に
、
自
然
的
考
察
と
は
云
い
難
い
。
そ
れ
は
寧
ろ

ロ
ゴ
ス
的
に
考
察
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
学
的
研
究
の
態
度
に
二
つ
の
も
の
を
、「
自
然
的
考
察
」（φusikw

:V skopei:n

）
と
「
概

念
的
考
察
」（logikw

:V skopei:n

）
と
を
区
別
し
た
。
我
々
に
と
っ
て
よ
り
先
な
る
も
の
か
ら
本
性
上
よ
り
先
な

る
も
の
に
至
る
方
法
一
般
に
関
し
て
、自
然
的
に
考
察
す
る
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
か
に
就
い
て
は
既
に
述
べ
た
。



六
二

そ
れ
は
先
ず
現
象
を
考
察
し
、
然
る
後
に
そ
の
原
因
に
及
ぶ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
実
が
何
故
に
そ
う
か
（to; 

diovti
）
を
知
ろ
う
と
す
る
者
は
先
ず
事
実
が
ど
う
あ
る
か
（to; o{ti

）
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
自
然
的
考
察
に
対

す
る
概
念
的
考
察
が
論
理
的
な
研
究
の
意
味
を
有
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
分
析
的
乃
至
定
義
的
方
法

に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
け
れ
ど
も
こ
の
場
合 logikw
:V 

と
い
う
の
は
単
に
い
わ
ゆ
る
論
理
的
の
意
味
の
み
で
は

な
い
。
も
し
も
そ
れ
が
た
だ
論
理
的
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
の
分
析
的
な
乃
至

定
義
的
な
研
究
の
仕
方
に
於
て
、
我
々
に
よ
り
よ
く
知
ら
れ
る
も
の
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
彼
の
方
法
の
一
般
的

要
請
に
背
き
、
そ
し
て
こ
の
要
請
の
う
ち
に
広
義
に
於
て
含
ま
れ
る
帰
納
的
な
、
経
験
的
な
態
度
を
棄
て
た
と
い

う
こ
と
に
も
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に logikw

:V 

と
い
う
語
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
多
く

の
場
合 ejx ejndovxw

n 

と
い
う
意
味
に
用
い
ら
れ
た
。
即
ち
そ
れ
は dovxa

（
意
見
）
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
も

の
に
基
づ
き
、そ
れ
か
ら
論
究
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。物
は
、あ
か
ら
さ
ま
に
学
的
に
語
ら
れ
る
に
先
立
っ
て
、

す
で
に
日
常
生
活
に
於
て
語
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
我
々
が
研
究
す
る
以
前
に
、
既
に
従
来
の
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ

て
語
ら
れ
て
い
る
。
か
く
て
種
々
の
ド
ク
サ
（
意
見
）
が
存
し
、
概
念
は
多
義
的
で
あ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
そ

の
諸
意
味
は
相
互
に
必
ず
し
も
一
致
せ
ず
、
却
っ
て
屡
々
撞
着
す
る
。
同
じ
物
が
異
な
っ
て
語
ら
れ
、
異
な
る
物

が
同
じ
に
語
ら
れ
て
い
る
。
我
々
の
前
に
見
出
さ
れ
る
の
は
或
る
混
沌
た
る
全
体
で
あ
る
。
学
が logikw

:V 

に
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

考
察
を
進
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
我
々
に
と
っ
て
社
会
的
歴
史
的

0

0

0

0

0

0

に
、
従
っ
て
ま
た
そ
の
限
り
経
験

的
に
与
え
ら
れ
た
種
々
な
る
ロ
ゴ
ス
を
地
盤
と
し
て
、
帰
納
的
に
、
そ
し
て
そ
の
上
に
概
念
的
論
理
的
な
分
析
及

び
定
義
の
方
法
に
よ
っ
て
研
究
し
て
行
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
帰
納
法
と
普
遍
的
定
義

と
の
二
つ
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
帰
す
べ
き
功
績
と
し
て
挙
げ
た
が
、
そ
の
意
味
で
彼
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
方
法
を
継
承

し
た
も
の
と
見
ら
れ
得
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
帰
納
法
を
発
見
し
た
と
云
わ
れ
る
場
合
、
そ
れ
が
近
代
の
自
然
科
学

的
論
理
学
に
謂
う
帰
納
法
の
如
き
も
の
を
意
味
す
る
の
で
な
い
の
は
明
瞭
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
プ
ラ
ト
ン
が

凡
て
の
物
に
就
い
て
何
よ
り
も
そ
の
概
念
は
何
か
と
問
う
た
如
く
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
対
象
の
概
念
に
関
す
る

研
究
か
ら
始
め
る
こ
と
を
好
ん
だ
。
更
に
前
者
が
日
常
生
活
か
ら
の
例
や
一
般
に
認
め
ら
れ
る
意
見
、
用
語
の
考

察
か
ら
出
発
し
た
よ
う
に
、
彼
も
先
行
哲
学
者
た
ち
の
見
解
や
言
葉
の
日
常
的
な
意
味
の
考
察
に
学
的
研
究
の
足

場
を
お
い
た
。
彼
の
方
法
の
特
色
が
自
然
的
考
察
に
存
す
る
こ
と
は
否
ま
れ
な
い
に
し
て
も
、
彼
は
決
し
て
概
念

的
考
察
を
見
棄
て
た
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
を
発
展
さ
せ
、
方
法
論
的
自
覚
の
上
に
立
っ
て
遂
行
し
た
の
で
あ

る
。
自
然
的
考
察
と
概
念
的
考
察
と
は
矛
盾
す
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
両
者
は
相
覆
い
、
相
補
う
べ
き
も
の
で

あ
る
。
概
念
的
考
察
が
空
虚
に
終
ら
ず
、
真
に
分
析
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
の
概
念
が
物
そ
の
も
の
に
於
て
示

さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
自
然
的
考
察
の
基
礎
を
欠
き
得
な
い
。
概
念
的
考
察
も
社
会
的
歴
史
的
に
与
え
ら
れ
た
ロ
ゴ
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ス
を
地
盤
と
す
る
限
り
、
帰
納
的
な
経
験
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
も
我
々
に
と
っ
て
よ
り
先
な
る
も

の
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
学
の
方
法
一
般
が
守
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二

然
る
に
こ
の
よ
う
に
社
会
的
歴
史
的
に
与
え
ら
れ
た
言
葉
、
意
見
、
学
説
を
尊
重
す
る
と
い
う
方
法
論
的
趣
旨

は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
一
定
の
思
想
を
基
礎
と
し
、
前
提
と
し
て
い
る
。
第
一
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に

よ
れ
ば
、
人
間
は
生
れ
な
が
ら
に
し
て
知
る
こ
と
を
欲
し
、
知
る
こ
と
を
悦
ぶ
。
各
人
は
真
理
に
対
し
て
或
る
適

合
し
た
も
の
を
具
え
て
い
る
。
真
理
は
つ
ね
に
本
性
上
い
わ
ば
証
し
易
く
、
信
ぜ
ら
れ
易
い
。「
人
間
は
真
理
に

対
し
て
十
分
に
資
性
を
有
し
、
且
つ
一
般
に
真
理
を
発
見
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
。」
そ
れ
故
に
歴
史
的
生
活
に

於
て
も
真
理
は
絶
え
ず
勝
利
を
占
め
、
人
間
の
歴
史
は
真
理
が
次
第
に
見
出
さ
れ
て
行
く
発
展
の
歴
史
で
あ
る
。

第
二
に
、
然
し
な
が
ら
従
来
の
哲
学
者
た
ち
は
、
多
く
の
場
合
単
に
一
面
的
な
、
部
分
的
な
真
理
を
発
見
し
た
に

留
ま
っ
て
い
る
。
彼
等
の
見
解
が
齟
齬
し
、
彼
等
が
矛
盾
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、「
各
々
の
者
は
全

体
を
研
究
す
べ
き
で
あ
っ
た
に
拘
ら
ず
、
た
だ
或
る
部
分
を
語
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
基
づ

く
。
彼
等
も
何
等
か
の
真
理
を
把
捉
し
た
、
け
れ
ど
も
彼
等
の
把
捉
し
た
の
は
部
分
的
真
理
で
あ
っ
た
が
故
に
、
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そ
れ
は
存
在
の
一
面
を
現
す
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
故
に
、
そ
の
限
り
に
於
て
ま
た
虚
偽
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
第
三
に
、
哲
学
の
課
題
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
種
々
な
る
見
解
に
於
け
る
真
理
の
契
機
を
限

定
し
、
そ
れ
を
綜
合
的
に
、
統
一
的
に
表
現
す
る
こ
と
に
あ
る
。
彼
の
努
力
は
具
体
的
な
、
全
体
的
な
真
理
を
求

め
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
原
因
に
四
種
の
も
の
を
考
え
た
人
と
し
て
知
ら
れ
て

い
る
。
形
相
因
（causa form

alis

）、
質
料
因
（causa m

aterialis

）、
運
動
因
（causa m

ovens

）、
目
的
因
（causa 

finalis

）
と
称
せ
ら
れ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
然
る
に
、
も
し
ひ
と
が
こ
れ
ら
四
種
の
原
因
そ
の
も
の
を
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
が
初
め
て
発
見
し
た
か
の
よ
う
に
思
う
な
ら
ば
、
厳
密
で
な
い
。
そ
れ
ら
は
個
々
の
も
の
と
し
て
は
既

に
他
の
人
々
に
よ
っ
て
彼
以
前
に
発
見
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。た
だ
そ
の
よ
う
な
先
行
哲
学
者
た
ち
の
限
界
は
、

四
種
の
原
因
の
う
ち
或
は
一
つ
或
は
二
つ
と
い
う
風
に
部
分
的
に
知
っ
て
い
た
の
み
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
個
々
の

も
の
を
分
析
的
に
区
別
す
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
か
く
て
形
而
上
学
第
二
巻
第
一
章
に
は
云

わ
れ
て
い
る
。「
真
理
の
探
究
は
或
る
意
味
で
は
困
難
で
あ
り
、然
し
或
る
意
味
で
は
容
易
で
あ
る
。
そ
の
兆
し
に
、

誰
も
真
理
を
充
全
的
に
捉
え
ず
、
然
し
ま
た
全
然
捉
え
そ
こ
な
う
の
で
も
な
く
、
却
っ
て
各
人
は
自
然
に
就
い
て

何
か
真
な
る
こ
と
を
語
っ
て
お
り
、そ
し
て
一
人
一
人
で
は
真
理
に
対
し
て
何
も
或
は
僅
か
し
か
貢
献
し
な
い
が
、

凡
て
の
者
か
ら
綜
合
す
る
と
か
な
り
の
大
い
さ
に
な
る
の
で
あ
る
。」
そ
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
れ
を
全
体
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的
に
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
を
求
め
た
。

然
る
に
右
に
述
べ
た
三
つ
の
点
を
顧
み
る
と
き
、
ひ
と
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
間
の
類
似
を
容

易
に
思
い
浮
べ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
二
人
の
思
想
家
の
間
の
類
似
は
単
に
そ
れ
に
留
ま
ら
ず
、
我
々
は

な
お
そ
れ
に
関
聯
し
て
次
の
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
先
ず
こ
う
で
あ
る
。
各
々
の
見
解
は
、

そ
れ
が
真
理
の
一
契
機
を
示
し
て
い
る
点
で
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
何
人
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
か
は
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
は
多
く
の
意
味
を
有
し
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
切
の
個
性
的
な
も
の
、
人
格
的
な
も
の

は
、
資
質
的
な
も
の
、
事
象
的
な
も
の
の
背
後
に
消
え
隠
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
全
体
的
な
真
理
を
求
め
る
者
に
は
、

そ
の
部
分
に
ほ
か
な
ら
ぬ
真
理
契
機
の
発
見
者
が
誰
で
あ
る
か
は
寧
ろ
問
題
と
な
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ

う
に
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
後
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
或
る
説
を
な
し
た
者
の
名
が
知
ら
れ

て
い
る
と
き
に
も
、
明
ら
か
に
そ
の
人
に
就
い
て
論
じ
て
い
る
と
き
に
も
、
屡
々
そ
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
を
し
な

か
っ
た
。
彼
は
、「
或
る
人
々
は
云
う
」、「
云
わ
れ
る
如
く
」、
な
ど
の
語
法
を
好
ん
で
用
い
た
。
個
人
は
い
わ
ば

真
理
の
単
な
る
伝
達
器
で
あ
り
、
真
理
そ
の
も
の
の
立
場
か
ら
は
顧
み
ら
れ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
次
に
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
は
彼
に
至
る
ま
で
の
時
期
に
於
て
全
体
的
な
真
理
を
叙
述
す
る
た
め
に
な
く
て
は
な
ら
ぬ
個
々
の
要

素
は
凡
て
、
或
は
殆
ど
凡
て
発
見
し
尽
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
の
も
と
に
哲
学
し
た
。
彼
は
自
分
が
歴
史
の
完
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成
期
に
立
っ
て
い
る
も
の
と
見
做
し
た
。か
く
て
彼
の
哲
学
の
課
題
は
、歴
史
に
於
て
既
に
見
出
さ
れ
て
い
る
諸
々

の
部
分
的
真
理
を
綜
合
し
、
統
一
す
る
と
い
う
こ
と
に
定
め
ら
れ
る
。
彼
は
自
分
を
開
拓
者
と
し
て
よ
り
も
完
成

者
と
し
て
自
覚
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
の
哲
学
は
ま
こ
と
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
比
喩
を
用
い
る
な
ら
ば
、

ミ
ネ
ル
バ
の
梟
で
あ
る
。
そ
れ
は
展
望
的
で
あ
る
よ
り
も
回
顧
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
特
色
と
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
か
く
の
如
き
思
想
を
根
柢
と
し
て
、
所
謂
概
念
的
考
察
が
我
々
に
と
っ
て
よ
り
先
な
る
も
の
か
ら
出

発
す
る
場
合
、
そ
の
方
法
は
ア
ポ
リ
ア
の
方
法
（A

poretik

）
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は

形
而
上
学
第
三
巻
の
初
め
に
於
て
こ
の
方
法
に
就
い
て
、
簡
単
に
、
然
し
含
蓄
的
に
述
べ
て
い
る
。
こ
の
方
法
は

形
而
上
学
は
勿
論
、
彼
の
種
々
な
る
著
作
の
中
で
広
汎
に
、
且
つ
模
範
的
に
実
行
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の

で
あ
る
。
ア
ポ
リ
ア
の
方
法
と
い
う
の
は
問
題
の
分
析
の
こ
と
で
あ
る
。
問
題
は
何
処
に
あ
り
、
如
何
に
取
扱

わ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ア
ポ
リ
ア
の
方
法
の
出
発
点
と
な
る
の
は
、
歴
史
的
社
会
的
に
与
え
ら
れ
た
諸
々
の
見

解
（uJpolhvy

eiV

）
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
れ
ら
の
見
解
を
吟
味
す
る
に
当
っ
て
、
た
だ
そ
の
各
々
の

含
む
若も
し

く
は
そ
れ
ら
の
相
互
の
間
に
蟠
わ
だ
か
まる

論
理
的
な
矛
盾
、
撞
着
、
困
難
を
指
摘
す
る
こ
と
を
も
っ
て
満
足
し
な

か
っ
た
。
寧
ろ
彼
は
そ
の
見
解
若
く
は
見
方
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
物
そ
の
も
の
に
於
て
遮
ら
れ

阻
ま
れ
て
前
進
の
不
可
能
と
な
る
こ
と
が
な
い
か
を
究
め
よ
う
と
す
る
。「
ア
ポ
リ
ア
」（ajporiva

）
は
文
字
通
り
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に
道
無
き
こ
と
、
道
の
遮
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
ポ
リ
ア
は
固
よ
り
論
理
的
な
困
難
、
障
碍
、
錯
綜
を

意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
「
ほ
だ
し
」【
足
枷
・
手
枷
】
で
あ
っ
て
、
ア
ポ
リ
ア
の
中
に
あ
る
者
は
あ
た
か

も
縛
ら
れ
た
者
の
如
く
前
へ
進
む
こ
と
が
出
来
な
い
。
問
題
を
解
こ
う
と
す
る
者
は
先
ず
か
よ
う
な
ほ
だ
し
が
何

処
に
あ
る
か
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
ほ
だ
し
を
知
ら
な
い
で
は
解
く
こ
と
も
出
来
ぬ
。
問
題
そ
の
も
の
の
分
析
が

予
め
要
求
さ
れ
る
所
以
で
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
後
に
正
し
い
道
が
開
け
（eujporiva

）、
問
題
の
解
決
が
与
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
思
惟
の
ア
ポ
リ
ア
は
物
に
於
け
る
ほ
だ
し
を
明
ら
か
に
す
る
」

と
云
っ
て
い
る
。
即
ち
思
惟
の
ア
ポ
リ
ア
は
単
に
論
理
的
な
も
の
で
な
く
寧
ろ
根
源
的
に
は
存
在
に
於
て
出
会
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
見
解
は
そ
の
う
ち
に
一
定
の
見
方
ま
た
は
見
地
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
か

く
の
如
き
見
方
を
す
る
者
に
と
っ
て
は
」（ou{tw

 skopoumevnoiV

）、
或
は
「
か
く
の
如
き
見
地
か
ら
は
」（ejk 

touvtw
n qew

rou:si

）、
そ
の
見
解
は
逃
れ
難
く
「
必
然
的
」（ajnavgkh

）
で
あ
る
。
そ
の
見
方
を
取
り
、
そ
の
見

地
に
立
つ
限
り
、
ひ
と
は
退
引
な
ら
ず
そ
の
見
解
に
到
達
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
論
理
的
に
必
然
的
で
あ

る
と
し
て
も
、
も
し
そ
れ
が
現
象
に
於
て
顕
で
な
い
（a[dhloV

）
な
ら
ば
、
十
分
で
な
い
、
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

は
云
う
。
論
理
的
な
事
態
は
現
象
に
於
て
顕
に
さ
る
べ
き
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
れ
故
に
概
念
的
考
察
は
自
然

的
考
察
と
結
び
付
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
或
は
「
概
念
は
現
象
の
証
し
を
な
し
且
つ
現
象
は
概
念
の
証
し
を
な
さ
ね
ば
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な
ら
な
い
」（e[oike d= o{ te lovgoV toi:V φainomevnoiV marturei:n kai; ta; φainovmena tw

:/ lovgw
/

）。
種
々
な

る
見
解
は
真
理
の
ひ
と
つ
の
可
能
性
も
し
く
は
契
機
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
ア
ポ
リ
ア
に
陥
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
単

純
に
虚
偽
で
あ
る
た
め
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
ら
が
部
分
的
抽
象
的
真
理
で
あ
る
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
従
っ

て
具
体
的
な
真
理
を
求
め
る
者
は
、
一
切
の
可
能
な
る
見
解
に
就
い
て
ア
ポ
リ
ア
の
方
法
を
遂
行
す
る
こ
と
が

大
切
で
あ
る
。
寧
ろ
一
の
ア
ポ
リ
ア
は
我
々
を
必
然
的
に
他
の
道
へ
連
れ
て
行
き
、
そ
こ
に
於
て
我
々
は
再
び
他

の
ア
ポ
リ
ア
に
出
会
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
一
の
ア
ポ
リ
ア
か
ら
他
の
ア
ポ
リ
ア
へ
進
展
し
て
行
く
過
程
即
ち 

diaporiva 

に
於
て
ア
ポ
リ
ア
は
真
に
方
法
的
な
意
義
を
獲
得
す
る
。
善
き
ア
ポ
リ
ア
は
善
く
デ
ィ
ア
ポ
リ
ア
を

行
う
と
い
う
過
程
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
る
。
善
く
デ
ィ
ア
ポ
リ
ア
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
真
理
の
諸
々
の
契
機
は

顕
に
な
り
、
具
体
的
な
全
体
的
な
真
理
に
到
達
す
る
基
礎
は
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
あ
ら
ゆ
る
学
に
関
し
て
研
究
者
に
二
つ
の
こ
と
を
要
求
し
た
。
第
一
に ejpisthvmh 

tou: pravgmatoV

（
物
の
知
識
）
を
有
す
る
こ
と
、
第
二
に
或
る paideiva

（
教
養
）
を
有
す
る
こ
と
。
ひ
と
は
先

ず
彼
の
取
扱
う
対
象
を
特
別
に
熟
知
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
物
に
就
い
て
専
門
的
知
識
を
具
え
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
彼
は
研
究
に
対
す
る
一
般
的
堪
能
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
パ
イ
デ
イ
ア
（
教

養
）
は
と
り
わ
け
方
法
に
於
け
る
成
熟
を
意
味
す
る
。
教
養
は
普
遍
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
方
法
を
把
握
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せ
る
者
は
い
わ
ば
凡
て
に
就
い
て
教
養
さ
れ
た
者
で
あ
る
。
彼
は
如
何
な
る
物
を
も
正
し
く
取
扱
う
こ
と
が
出
来

る
。
彼
は
他
の
人
が
何
物
か
に
就
い
て
語
る
と
き
、
そ
の
人
が
果
た
し
て
そ
の
物
に
理
解
を
も
っ
て
語
っ
て
い
る

か
否
か
を
識
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
物
の
熟
知
と
取
扱
い
方
の
確
か
さ
と
は
、
一
人
の
人
間
が
真
の
学
者
で
あ

る
か
そ
れ
と
も
単
な
る
饒
舌
家
に
過
ぎ
な
い
か
を
判
断
す
る
標
準
で
あ
る
。
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「
形
而
上
学
」

第
三
章　

形
而
上
学
の
主
題

一

人
間
思
想
の
歴
史
に
於
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
に
至
っ
た
「
形
而
上
学
」（M

etaphysica

）
と
い
う
名
称
は
、

そ
の
起
源
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
一
著
作
が
経
験
し
た
偶
然
の
運
命
に
負
う
て
い
る
。
こ
の
名
称
は
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
自
身
か
ら
出
た
も
の
で
な
く
、
彼
が
「
第
一
哲
学
」（prw

vth φiloso φiva

）
と
呼
ん
だ
研
究
に
後
代
の
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
著
作
の
編
纂
者
が
い
わ
ば
困
惑
の
末
与
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
名
称
は
も
と
「
自
然
学
の
後
に
」

（meta; ta; φusikav

）
と
い
う
意
味
を
有
し
、
そ
の
書
が
著
作
編
纂
に
あ
た
り
自
然
学
の
後
に
置
か
れ
た
と
い
う

こ
と
に
由
来
す
る
。
こ
の
「
後
に
」（meta;, post
）
と
い
う
単
純
な
語
は
や
が
て
「
超
え
て
」（trans

）
と
い
う

意
味
に
転
化
し
、
か
く
て
形
而
上
学
は
感
性
的
に
知
覚
さ
れ
得
る
も
の
を
超
え
た
も
の
、
超
感
性
的
な
も
の
に
就

い
て
の
学
と
考
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
。 i

然
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
に
於
て
第
一
哲
学
は
も
と
如
何
な
る
学
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

i
　
近
年
の
研
究
者
は
そ
う
は
見
な
い
。
全
集
編
纂
当
時
か
ら
「
超
え
て
」
の
意
味
を
込
め
てM

eta

と
名
づ
け
た
、
と
見
る
。



七
二

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
形
而
上
学
第
四
巻
の
初
め
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
存
在
と
し
て
の
存
在
及
び
こ

れ
に
自
体
に
於
て
属
す
る
も
の
」（to; o]n h|/ o]n kai; ta; touvtw

/ uJpavrconta kaq= auJtov

）を
研
究
す
る
学
が
あ
る
。

こ
の
学
は
他
の
学
の
如
何
な
る
も
の
と
も
同
じ
で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
他
の
学
、
例
え
ば
数
学
の
如
き
は
、
存
在
の

或
る
部
分
に
就
い
て
の
研
究
で
あ
る
に
反
し
て
、
第
一
哲
学
は
「
存
在
と
し
て
の
存
在
」
の
学
、
言
い
換
え
る
と

存
在
一
般
の
学
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
形
而
上
学
に
関
す
る
古
典
的
な
定
義
と
し
て
今
も
絶
え
ず
引

用
さ
れ
て
い
る
。
形
而
上
学
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
存
在
一
般
の
学
、
即
ち
存
在
論

0

0

0

に
ほ
か
な
ら
な
い
と
云

わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
書
の
第
六
巻
は
特
に
形
而
上
学
の
主
題
の
論
述
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
先
ず
、
他
の
諸

学
が
或
る
存
在
及
び
或
る
類
を
限
っ
て
取
扱
い
、
存
在
を
端
的
に
、
或
は
そ
れ
を
存
在
と
し
て
、
或
は
そ
の
本
質

に
就
い
て
究
明
す
る
こ
と
が
な
い
の
に
対
し
、第
一
哲
学
は
存
在
と
し
て
の
存
在
の
学
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。

然
る
に
こ
の
巻
に
於
て
は
、
進
ん
で
学
の
分
類
が
企
て
ら
れ
、
実
践
的
学
、
制
作
的
学
及
び
理
論
的
学
の
三
区
分

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
み
で
な
く
、
更
に
注
目
す
べ
き
こ
と
に
は
、
次
い
で
理
論
的
学
が
そ
の
対
象
の
区
別
に
従

っ
て
自
然
学
、
数
学
、
神
学
の
三
つ
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
自
然
学
は
運
動
す
る
独
立
的
な
存
在
を
研
究
し
、
数

学
は
不
動
に
し
て
質
料
的
な
存
在
を
取
扱
い
、神
学
は
不
動
に
し
て
質
料
を
含
ま
ぬ
永
遠
な
存
在
を
対
象
と
す
る
。
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三

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

い
ま
理
論
的
学
の
こ
の
よ
う
な
分
類
が
完
全
で
あ
り
、
且
つ
第
一
哲
学
は
明
ら
か
に
理
論
的
学
で
あ
る
な
ら
ば
、

第
一
哲
学
は
神
学
0

0

（qeologikhv

）
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
か
く
て
形
而
上
学
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に

よ
っ
て
神
学
と
見
做
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
理
論
的
学
の
分
類
を
行
っ
た
後
、
続
い
て
、
神
学

は
存
在
の
「
最
も
尊
い
類
」（to; timiw

vtaton gevnoV

）
に
就
い
て
の
学
で
あ
る
故
に
最
も
尊
い
学
で
あ
り
、
お

よ
そ
理
論
的
学
は
他
の
学
よ
り
も
勝
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
理
論
的
学
の
中
で
も
神
学
は
最
も
勝
れ
た
も
の
で
あ

る
、
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
第
一
巻
第
二
章
に
曰
う
、「
最
も
神
的
な
学
は
最
も
尊
い
学
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の

学
の
み
が
二
重
の
意
味
で
神
的
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
神
が
持
つ
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
学
が
神
的
で
あ
り
、
そ
し
て

神
的
な
も
の
を
対
象
と
す
る
も
の
が
神
的
な
学
で
あ
る
か
ら
。」
他
の
凡
て
の
学
は
こ
の
学
よ
り
も
「
よ
り
必
要
」

（ajnagkaiovterai

）
で
あ
る
に
し
て
も
、
如
何
な
る
学
も
「
よ
り
善
き
」（ajmeivnw

n

）
も
の
で
は
な
い
。
即
ち
こ

こ
で
も
第
一
哲
学
は
神
学
と
見
做
さ
れ
て
い
る
。
更
に
第
十
一
巻
第
七
章
に
於
て
も
、
理
論
的
学
に
や
は
り
自
然

学
、
数
学
及
び
神
学
の
三
種
類
を
区
別
し
、
中
で
も
神
学
は
最
も
善
き
学
で
あ
っ
て
、
そ
の
故
は
そ
れ
が
「
凡
て

の
存
在
の
う
ち
最
も
尊
い
も
の
」
を
取
扱
う
か
ら
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
神
に
就
い
て

特
別
に
論
じ
て
い
る
の
は
、
形
而
上
学
の
う
ち
神
学
篇
と
呼
ば
れ
る
第
十
二
巻
で
あ
る
。

然
る
に
第
一
哲
学
は
神
学
で
あ
る
と
い
う
規
定
は
、
第
一
哲
学
は
存
在
論
で
あ
る
と
い
う
規
定
と
齟
齬
し
な
い



七
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で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
第
一
哲
学
は
存
在
論
と
し
て
は
、「
存
在
と
し
て
の
存
在
」（o]n h|/ o[n

）
の
学
で
あ
っ

て
、「
或
る
特
殊
な
存
在
及
び
類
」（o[n ti kai; gevnoV ti

）
に
就
い
て
の
学
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は

神
学
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
存
在
一
般
の
学
で
は
な
く
、
却
っ
て
存
在
の
或
る
部
分
、
或
る
類
―
―
よ
し
こ
れ

が
如
何
に
尊
い
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
―
―
に
就
い
て
の
学
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
神
学
の
対
象
は

超
感
性
的
な
存
在
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
形
而
上
学
諸
巻
の
う
ち
典
型
的
な
存
在
論
と
見
ら
れ
、と
り
わ
け
「
実
有
」

（oujsiva

） i

の
問
題
を
取
扱
い
、
神
学
篇
に
対
し
て
実
有
篇
と
も
称
せ
ら
れ
る
第
七
、
第
八
、
第
九
巻
に
於
て
は
、

感
性
的
実
有
が
前
面
に
現
れ
、
超
感
性
的
実
有
に
就
い
て
は
寧
ろ
消
極
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。
尤
も
神
学
篇
と
呼

ば
れ
る
第
十
二
巻
に
於
て
も
、
超
感
性
的
存
在
の
み
で
な
く
ま
た
感
性
的
存
在
の
問
題
が
取
扱
わ
れ
て
い
る
が
、

然
し
こ
こ
で
は
感
性
的
実
有
論
は
明
瞭
に
自
然
学
に
属
せ
し
め
ら
れ
、
た
だ
超
感
性
的
実
有
論
の
み
が
形
而
上
学

の
独
自
の
領
域
と
見
做
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
形
而
上
学
は
と
も
か
く
一
義
的
に
神
学
と
見
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
同
じ
巻
の
中
で
形
而
上
学
を
一
方
で
は
存
在
論
と
し
て
規
定
す
る
と
共
に
、
他
方
で
は
神
学
と

し
て
規
定
す
る
と
い
う
が
如
き
撞
着
は
存
し
な
い
。
第
一
巻
及
び
第
十
一
巻
に
於
て
は
、
形
而
上
学
の
概
念
規
定

に
関
す
る
そ
の
よ
う
な
撞
着
は
既
に
萌
芽
的
に
は
現
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
巻
に
於
て
も
形
而
上
学
を
神
学
と

i
　
ウ
ー
シ
ア
：「
実
体
」
と
も
訳
さ
れ
る
。
三
木
は
「
実
体
」
を
後
世
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
概
念
と
扱
っ
て
い
る
様
に
見
え
る
。
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

見
る
傾
向
が
な
お
支
配
的
で
あ
る
。
然
る
に
第
四
巻
、
第
六
巻
の
如
き
に
於
て
は
、
同
じ
巻
の
中
で
存
在
論
と
神

学
と
の
二
重
の
規
定
が
撞
着
的
に
見
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
形
而
上
学
が
明
確
に
存
在
論
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る

の
は
就
中
第
七
、
第
八
、
第
九
の
諸
巻
で
あ
る
。

我
々
に
伝
わ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
学
と
い
う
名
の
書
物
に
於
け
る
右
の
如
き
撞
着
は
学
者
た
ち
の
注

意
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
種
々
な
る
文
献
学
的
論
議
を
惹
き
起
す
に
至
っ
た
。
就
中
ナ
ト
ル
プ
は
形
而
上
学
の
主

題
に
関
す
る
神
学
と
存
在
論
と
の
撞
着
を
鋭
く
指
摘
し
た
。
そ
し
て
彼
は
形
而
上
学
の
主
題
は
存
在
一
般
の
論
た

る
こ
と
に
あ
っ
て
、
存
在
の
特
殊
領
域
を
取
扱
う
神
学
で
は
な
い
と
い
う
見
地
か
ら
、
こ
の
書
物
を
批
評
し
、
斉

合
的
に
解
釈
し
よ
う
と
試
み
た
。
今
我
々
は
文
献
学
的
問
題
に
立
入
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
こ
の
方
面
に
於

け
る
イ
エ
ー
ガ
ー
の
劃
期
的
な
功
績
を
有
す
る
研
究
が
現
れ
て
以
来
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
学
は
決
し
て

彼
の
思
想
発
展
の
同
じ
時
期
に
全
部
作
ら
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
が
学
界
に
於
て
殆
ど
通
説
と
し
て
認
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
機
会
に
記
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
言
い
換
え
る
と
、
こ
の
書
物
は
文
献

学
的
成
立
史
的
に
云
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
同
一
時
期
の
思
想
が
一
貫
し
て
述
べ
ら
れ
た
統
一
あ
る
著
作
で
な

く
、
そ
の
中
に
は
彼
の
初
期
の
思
想
と
後
期
の
思
想
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。
形
而
上
学
の
概
念
規
定
に
於
け
る
右

の
如
き
撞
着
も
、
そ
の
よ
う
な
思
想
発
展
の
跡
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
変
ら
ぬ
思



七
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想
を
最
初
か
ら
持
っ
て
い
た
わ
け
で
な
く
、
彼
に
も
最
初
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
時
期
が
あ
っ
た
。
彼
は
プ
ラ
ト
ン
学

徒
と
し
て
出
立
し
、
プ
ラ
ト
ン
説
の
批
評
を
通
じ
て
漸
次
に
自
己
固
有
の
思
想
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

形
而
上
学
の
概
念
規
定
に
於
け
る
神
学
と
存
在
論
と
の
撞
着
に
関
し
て
イ
エ
ー
ガ
ー
は
次
の
如
く
云
っ
て
い
る
、

「
形
而
上
学
の
概
念
の
二
つ
の
誘
導
は
疑
い
も
な
く
同
一
の
精
神
的
創
造
作
用
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ

に
は
二
つ
の
根
本
的
に
異
な
っ
た
思
想
過
程
が
互
い
に
入
り
組
ん
で
い
る
。
そ
し
て
神
学
的
＝
プ
ラ
ト
ン
的
思
想

過
程
が
、
単
に
歴
史
的
詮
議
の
上
か
ら
の
み
で
な
く
、
ま
た
そ
れ
が
遥
か
に
一
層
未
展
開
で
且
つ
一
層
図
式
的
で

あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
よ
り
原
始
的
な
も
の
で
あ
り
、
よ
り
古
い
時
代
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
看
取
さ

れ
る
。
そ
れ
は
感
性
的
な
も
の
の
領
域
と
超
感
性
的
な
も
の
の
領
域
と
を
峻
別
す
る
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
の
傾
向
に

源
を
発
し
て
い
る
。
然
る
に
逆
に
存
在
と
し
て
の
存
在
（o]n h|/ o[n

）
と
い
う
定
義
は
凡
て
の
存
在
を
ひ
と
つ
の

大
き
な
、
統
一
的
な
階
層
建
築
に
総
括
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
―
―
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
索
の

最
後
の
且
つ
最
も
独
特
な
発
展
段
階
と
い
う
意
味
に
於
て
―
―
両
者
の
う
ち
よ
り
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
も
の
で

あ
る
」。
こ
の
よ
う
に
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
学
的
思
想
に
変
化
が
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は

単
な
る
変
化
で
は
な
く
、
寧
ろ
一
の
発
展
と
見
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
形
而
上
学
を
神
学
と
考
え
る
初
期
の

思
想
の
う
ち
に
も
既
に
彼
の
存
在
論
的
思
想
が
指
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た
後
期
の
思
想
に
於
て
も
神
学
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リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
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的
思
想
は
全
然
排
除
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
固
よ
り
現
存
の
形
而
上
学
を
あ
ら
ゆ
る
点
に
亙
っ

て
斉
合
的
に
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
は
我
々
に
と
っ
て
不
可
能
で
あ
る
。
然
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
後
の
存
在
論

的
時
期
に
於
て
初
期
の
神
学
的
思
想
を
全
く
見
棄
て
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
な
く
、
却
っ
て
両
者
を
何
等
か
の
仕
方

で
結
合
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
信
じ
、
ま
た
イ
エ
ー
ガ
ー
の
推
定
に
従
え
ば
実
際
に
か
か
る
結
合
を
企
て
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
企
図
は
未
完
成
の
ま
ま
我
々
に
残
さ
れ
た
。
イ
エ
ー
ガ
ー
は
云
っ
て
い
る
、「
形

而
上
学
が
晩
年
の
作
で
あ
る
と
い
う
通
説
は
、
四
十
年
代
（
紀
元
前
三
百
四
十
年
代
）
の
前
半
に
成
る
よ
り
古
い

述
作
の
広
範
囲
に
及
ぶ
残
存
部
分
の
確
定
に
よ
っ
て
、
維
持
さ
れ
得
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
形
而
上
学
的
諸
問
題

が
プ
ラ
ト
ン
の
晩
年
及
び
彼
の
死
の
直
後
に
於
て
批
判
的
諸
対
質
の
本
来
の
中
心
点
を
な
し
て
い
た
と
い
う
そ
れ

自
体
と
し
て
も
明
瞭
な
認
識
が
従
来
の
見
解
に
代
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
な
が
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
―
―

そ
し
て
こ
れ
は
前
の
こ
と
に
劣
ら
ず
重
要
な
研
究
成
果
で
あ
る
―
―
彼
の
晩
年
に
於
て
い
ま
一
度
こ
の
著
作
に
手

を
加
え
、
古
い
思
想
を
新
し
い
思
想
を
も
っ
て
貫
く
と
い
う
、
そ
し
て
一
部
分
は
そ
れ
を
取
り
除
き
、
一
部
分
は

新
し
い
聯
関
に
嵌
め
込
み
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
変
更
す
る
と
い
う
改
訂
を
企
て
た
。
こ
の
後
年
の
改
訂
の
痕
跡

か
ら
し
て
我
々
は
、
彼
が
彼
の
哲
学
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
欲
し
た
方
向
を
な
お
推
知
す
る
こ
と
が
出
来
る
」。



七
八

二

形
而
上
学
の
問
題
は
存
在
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
事
は
単
に
理
論
的
に
そ
う
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
問
題
史

的
に
も
そ
う
で
あ
る
。「
昔
も
今
も
常
に
探
究
さ
れ
且
つ
常
に
困
難
を
感
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
存
在
と
は
何
か
（tiv 

to; o[n

）
と
い
う
問
題
で
あ
る
」
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
第
七
巻
の
中
で
書
い
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
「
実
有
」

（oujsiva

）
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
実
有
を
規
定
し
て
、「
実
有
は
第
一
次
的
な
存

在
で
あ
り
、
或
る
特
殊
な
存
在
で
な
く
て
端
的
な
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（w

{ste to; prw
vtw

V o]n kai; 

ouj ti; o]n ajll= o]n aJplw
:V hJ oujsiva a]n ei[h.

）
と
云
わ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
形
而
上
学
は
早
く
か
ら
感
性
的
実
有
と
超
感
性
的
実
有
と
を
含
め
て
存
在

一
般
の
学
で
あ
る
べ
き
意
図
を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
勿
論
、
そ
の
初
期
に
於
て
は
超
感
性
的
実
有
の

問
題
に
、
そ
の
後
期
に
於
て
は
感
性
的
実
有
の
問
題
に
重
点
が
お
か
れ
た
と
い
う
見
逃
し
得
な
い
相
違
は
あ
る
。

け
れ
ど
も
初
期
に
属
す
る
と
い
う
第
十
一
巻
に
於
て
も
、「
哲
学
者
の
学
は
存
在
と
し
て
の
存
在
一
般
の
学
で
あ

っ
て
部
分
的
存
在
で
は
な
い
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
こ
こ
で
は
存
在
と
し
て
の
存
在
は
同
時
に
質
料
を
含
ま

ぬ
超
感
性
的
存
在
の
意
味
に
解
さ
れ
た
。
然
し
な
が
ら
か
の
神
学
篇
も
、「
実
有
が
我
々
の
考
察
の
対
象
で
あ
る
」

と
い
う
句
を
も
っ
て
開
か
れ
、
先
ず
感
性
的
実
有
が
、
次
に
超
感
性
的
実
有
が
取
扱
わ
れ
、
か
く
て
実
有
一
般
の



七
九

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

原
理
と
原
因
に
就
い
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
固
よ
り
こ
こ
で
は
感
性
的
実
有
論
は
自
然
学
に
属
せ
し
め
ら
れ
た
に

拘
ら
ず
、
そ
れ
は
超
感
性
的
実
有
論
の
基
礎
を
な
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
た
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て

実
有
篇
の
最
初
の
巻
即
ち
第
七
巻
に
於
て
究
明
さ
れ
て
い
る
の
は
主
と
し
て
感
性
的
実
有
の
問
題
で
あ
る
が
、
然

し
そ
こ
で
も
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。「
感
性
的
な
も
の
の
或
る
も
の
は
実

有
で
あ
る
と
同
意
さ
れ
て
い
る
、
従
っ
て
こ
れ
ら
の
も
の
に
先
ず
研
究
を
向
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
よ
り
よ

く
知
ら
れ
る
も
の
へ
進
む
こ
と
が
有
益
で
あ
る
か
ら
。
蓋
し
学
は
こ
の
よ
う
に
凡
て
の
者
に
と
っ
て
本
性
上
よ
り

少
な
く
知
ら
れ
る
も
の
を
通
じ
て
よ
り
多
く
知
ら
れ
る
も
の
へ
至
る
道
に
於
て
行
わ
れ
る
。」
こ
の
文
章
は
感
性

的
実
有
の
研
究
が
超
感
性
的
実
有
の
研
究
へ
入
る
方
法
的
前
提
で
あ
る
こ
と
を
云
っ
て
い
る
と
解
し
得
る
。
既
に

論
じ
た
よ
う
に
、我
々
に
と
っ
て
よ
り
よ
く
知
ら
れ
る
も
の
（
そ
れ
故
に
本
性
上
は
よ
り
少
な
く
知
ら
れ
る
も
の
）

か
ら
我
々
に
と
っ
て
よ
り
少
な
く
知
ら
れ
る
も
の
（
そ
れ
故
に
本
性
上
よ
り
多
く
知
ら
れ
る
も
の
）
へ
至
る
こ
と

が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
方
法
で
あ
っ
た
。
感
性
的
実
有
の
問
題
が
前
面
に
現
れ
て
い
る
諸
巻
に
於
て
も
、
形
而
上

学
は
超
感
性
的
実
有
を
も
包
括
す
る
存
在
一
般
の
学
と
見
做
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
実
有
篇
の

最
後
の
巻
即
ち
第
九
巻
の
最
後
の
章
に
於
て
は
、
や
が
て
究
明
さ
れ
る
如
く
、
超
感
性
的
実
有
の
認
識
の
問
題
に

関
係
し
て
ヌ
ー
ス
に
就
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
章
が
後
年
の
附
加
に
成
る
と
見
る
イ
エ



八
〇

ー
ガ
ー
の
推
定
に
従
っ
て
も
、「
存
在
の
漸
進
的
な
段
階
秩
序
を
非
質
料
的
な
本
質
に
関
す
る
論
に
至
る
ま
で
上

昇
し
て
打
ち
立
て
、
そ
し
て
ば
ら
ば
ら
の
断
片
か
ら
寄
せ
集
め
ら
れ
た
全
体
の
う
ち
へ
統
一
的
な
脈
絡
を
齎
そ
う

と
す
る
努
力
を
極
め
て
明
瞭
に
現
し
て
お
り
、
こ
れ
が
後
年
の
改
訂
の
傾
向
で
あ
る
」
の
で
あ
る
。
形
而
上
学
は

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
絶
え
ず o]n h|/ o[n 

の
学
、
即
ち
感
性
的
実
有
と
超
感
性
的
実
有
と
を
含
む
存
在
一
般

の
学
と
し
て
意
図
さ
れ
て
い
た
。
然
し
か
く
の
如
く
に
神
学
と
存
在
論
と
の
結
合
を
考
え
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は

な
お
形
式
的
な
こ
と
に
留
ま
り
、
両
者
の
関
係
を
な
お
十
分
内
的
に
理
解
せ
し
め
る
に
足
ら
な
い
と
云
わ
れ
る
で

あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
形
而
上
学
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
第
一
哲
学
と
も
、
或
は
単
に
哲
学
と
も
称
せ
ら
れ
た
が
、

そ
れ
は
ま
た
（
特
に
第
一
巻
及
び
第
十
一
巻
に
於
て
）「
智
慧
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
智
慧
と
は
何
か
。「
凡
て

の
人
は
智
慧
と
名
付
け
ら
れ
る
も
の
が
第
一
の
原
因
と
原
理
を
対
象
と
す
る
と
考
え
て
い
る
。」
形
而
上
学
が
第

一
哲
学
と
称
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
、
そ
れ
が
こ
の
よ
う
に
第
一
の
原
因
と
原
理
に
関
す
る
学
で
あ
る
こ
と
を

示
す
で
あ
ろ
う
。
形
而
上
学
が
第
一
原
因
の
学
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
存
在
と
し
て
の
存
在
の
学
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
と
撞
着
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
形
而
上
学
は
学
で
あ
る
。
然
し
学
と
は
何
で
あ
る
か
。
我
々
は
既

に
、
学
が
原
因
に
就
い
て
の
知
識
と
し
て
規
定
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
物
を
真
に
知
る
こ
と
は
そ
の
原
因



八
一

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

か
ら
知
る
こ
と
で
あ
る
。
学
は
単
に
対
象
の
認
識
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
ま
た
対
象
の
原
因
乃
至
根
拠
の
認
識
を

含
む
。
第
一
哲
学
の
対
象
は
存
在
と
し
て
の
存
在
或
は
端
的
な
存
在
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
同
時
に
こ
の
も

の
を
第
一
の
原
因
と
原
理
か
ら
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ブ
レ
ン
タ

ー
ノ
は
、
第
一
哲
学
に
関
す
る
存
在
論
と
神
学
と
の
二
重
の
規
定
を
結
合
し
て
、「
第
一
哲
学
と
は
存
在
一
般
の
、

そ
の
第
一
の
根
拠
か
ら
の
認
識
で
あ
る
」
と
解
釈
し
た
。
実
際
、
か
く
の
如
き
結
合
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
に

於
て
見
出
さ
れ
る
。
第
四
巻
冒
頭
の
、
存
在
と
し
て
の
存
在
の
学
と
い
う
有
名
な
定
義
に
直
ぐ
続
い
て
、「
だ
か

ら
我
々
も
ま
た
存
在
と
し
て
の
存
在
の
第
一
の
原
因
を
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（dio; kai; hJmi:n tou: o[ntoV h|/ 

o]n ta;V prw
vtaV aijtivaV lhptevon.

）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
形
而
上
学
が
存
在
と
し
て
の
存

在
の
認
識
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
そ
の
根
拠
の
認
識
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
形
而
上
学
は
ま
さ
に
智
慧
と
呼
ば

れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。
我
々
は
既
に
、
智
慧
が
「
叡
智
且
つ
学
」
と
し
て
規
定
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
い

ま
第
一
哲
学
は
固
よ
り
学
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
同
時
に
第
一
の
原
因
に
就
い
て
の
知
識
で
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
然
る
に
第
一
の
原
理
と
原
因
は
単
に
学
的
に
或
は
推
理
的
に
論
証
さ
れ
得
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
あ
ら
ゆ

る
学
及
び
論
証
の
前
提
と
し
て
た
だ
ヌ
ー
ス
に
よ
っ
て
直
観
的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
か
よ
う
に
し
て

第
一
哲
学
は
勝
れ
た
意
味
に
於
て
智
慧
で
あ
る
。
存
在
論
と
神
学
と
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
内
的
に
結
び
付



八
二

く
べ
き
理
由
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
形
而
上
学
が
存
在
論
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
の
で
な
く
、
ま
た
存
在
論

と
神
学
と
の
混
淆
と
な
る
の
で
も
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
は
彼
に
於
け
る
神
の
概
念
の
特
殊
な
意
味
を
示
す
も
の
に

ほ
か
な
ら
ぬ
。
形
而
上
学
者
は
「
存
在
を
普
遍
的
に
且
つ
第
一
実
有
を
考
察
す
る
者
」（oJ kaqovlou kai; peri; 

th;n prw
vthn oujsivan qew

rhtikovV

）
で
あ
る
と
第
四
巻
の
中
で
云
わ
れ
て
い
る
。
形
而
上
学
を
存
在
の
原
因
論

（A
itiologie

）
と
考
え
る
こ
と
は
プ
ラ
ト
ン
的
＝
初
期
的
思
想
に
属
す
る
に
し
て
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
後
に

こ
の
よ
う
な
思
想
を
全
く
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
彼
の
存
在
論
の
基
礎
は
存

在
を
運
動
す
る
も
の

0

0

0

0

0

0

と
し
て
考
察
す
る
と
こ
ろ
に
存
し
、
然
る
に
運
動
の
研
究
は
運
動
の
原
因
の
問
題
を
取
り
除

く
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
実
有
篇
の
最
初
の
巻
（
第
七
巻
）
に
於
て
も
、
後
に
説
明
す
る
如
く
、
特
に

そ
の
第
七
章
か
ら
第
九
章
ま
で
生
成
の
、
従
っ
て
運
動
の
問
題
が
取
扱
わ
れ
、
そ
の
最
後
の
章
に
至
っ
て
、
実
有

の
問
題
は
「
何
で
あ
る
か
」（tiv ejsti

）
の
問
題
と
し
て
の
本
質
論
か
ら
「
何
故
に
で
あ
る
か
」（dia; tiv

）
の
問

題
と
し
て
の
原
因
論
に
転
化
さ
れ
、
か
く
て
第
八
巻
、
殊
に
第
九
巻
に
於
て
は
運
動
の
概
念
と
離
れ
難
く
結
び
付

い
て
い
る
可
能
的
存
在
及
び
現
実
的
存
在
の
問
題
が
論
究
さ
れ
、
そ
の
第
八
章
に
至
っ
て
可
能
性
を
含
ま
ぬ
純
粋

な
現
実
的
存
在
即
ち
神
的
な
も
の
の
概
念
が
導
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
こ
に
存
在
論
と
神
学

と
の
聯
関
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
ま
さ
に
こ
の
存
在
論
の
基
礎
が
運
動
す
る
存
在
で
あ
っ
た
と
い



八
三

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

う
こ
と
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
根
本
的
な
点
を
看
過
す
る
と
き
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
け
る
存
在
論
と
神

学
と
の
給
合
は
十
分
に
理
解
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

三

形
而
上
学
の
問
題
は
存
在
の
問
題
で
あ
る
。
存
在
は
先
ず
最
も
普
遍
的
な
概
念
で
あ
る
、 to; o]n ejsti 

kaqovlou mavlista pavntw
n.

（
存
在
は
凡
て
の
う
ち
最
も
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
）。
存
在
は
存
在
す
る
も
の
の

凡
て
に
就
い
て
語
ら
れ
る
。
我
々
が
存
在
す
る
も
の
に
就
い
て
把
握
す
る
と
こ
ろ
の
凡
て
の
う
ち
に
既
に
存
在
の

把
握
が
含
ま
れ
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
存
在
の
普
遍
性
は
類
概
念

0

0

0

の
そ
れ
で
は
な
い
、 ou[te to; o[n gevnoV

（
存

在
は
類
概
念
で
な
い
）
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
云
っ
て
い
る
。
存
在
は
存
在
す
る
も
の
の
最
高
の
領
域
を
類
的
に

限
界
す
る
の
で
な
く
、
そ
の
普
遍
性
は
却
っ
て
最
高
の
類
概
念
の
普
遍
性
を
超
越
す
る
（transcendere

）。
存
在

は
も
は
や
類
概
念
で
な
く
て
、
中
世
の
存
在
論
の
用
語
に
従
え
ば
、
一
の
超
越
概
念

0

0

0

0

（transcendentia

）
で
あ
る
。

も
し
も
存
在
が
一
の
類
概
念
で
あ
る
な
ら
ば
、
ど
れ
ほ
ど
高
い
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
或
る
一
定
類
の
も
の
を

現
す
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
各
々
が
こ
の
類
概
念
の
外
に
横
た
わ
り
、
こ
れ
に
附
け
加
わ
っ
て
来
る
種
差
を
有
す
る
よ

う
な
多
く
の
種
概
念
を
そ
の
う
ち
に
含
む
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
存
在
に
対
し
て
は
そ
れ
と
は
異
な
る
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よ
う
な
或
る
物
が
附
け
加
わ
っ
て
来
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
存
在
は
類
概
念
と
種
差
と
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
得
る

が
如
き
も
の
で
な
く
、
そ
の
普
遍
性
は
一
切
の
類
的
普
遍
性
を
超
越
し
て
い
る
。

「
存
在
は
多
く
の
仕
方
で
語
ら
れ
る
」（to; o]n levgetai pollacw

:V

）
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
繰
り
返
し
記
し

て
い
る
。
多
く
の
仕
方
で
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
多
様
に
、
即
ち
屡
々
且
つ
多
く
の
も
の
に
就
い
て
と
い
う
こ
と

で
な
く
、
ま
た
多
様
な
意
味
に
於
て
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
存
在
は
同
一
義
（sunw

nuvmw
V

）
の
も
の
で
な
く
、

然
し
ま
た
一
の
類
概
念
が
そ
の
諸
種
に
分
た
れ
る
が
如
く
分
た
れ
る
よ
う
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
多
義
的
に

（oJmw
nuvmw

V

）、
多
様
な
意
味
に
於
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
存
在
は
決
し
て
単
に
「
偶
然
的
に
多
義

的
な
も
の
」（ajpo; tuvchV oJmw

vnumon
）
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
形
而
上
学
第
四
巻
に
於
て
は
明
瞭
に
、「
存
在

は
多
く
の
仕
方
で
語
ら
れ
る
が
、
然
し
一
に
対
し
て
且
つ
或
る
一
つ
の
も
の
に
関
係
し
て
（pro;V e}n kai; mivan 

tina; φuvsin

）
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
多
義
的
に
で
は
な
い
」
と
云
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
場
合
に
は
多
義
的
は
単
に

偶
然
的
な
名
辞
の
同
一
を
謂
っ
て
い
る
。存
在
の
語
ら
れ
る
多
様
な
意
味
は
偶
然
的
に
多
義
的
で
あ
る
の
で
な
く
、

却
っ
て
ア
ナ
ロ
ジ
ー

0

0

0

0

0

（
比
論
）
に
従
っ
て
（kat= ajnalogivan

）
多
義
的
で
あ
る
の
で
あ
る
。
多
様
な
意
味
に
於

け
る
存
在
に
は
統
一
が
あ
る
が
、
た
だ
そ
の
統
一
は
類
的
統
一
で
は
な
く
、
却
っ
て
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
統
一
、
比
論

的
統
一
で
あ
る
。
存
在
は
類
概
念
（genus

）
で
な
く
、
ま
た
同
一
義
に
（univoce

）
語
ら
れ
る
の
で
も
な
く
て
、
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

却
っ
て
比
論
的
概
念
（term

inus analogus

）
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
論
の
基
礎
に
あ

る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
形
而
上
学
が
存
在
一
般
の
学
と
考
え
ら
れ
る
の
も
、
存
在
が
類
的
普
遍
で
あ
る

と
い
う
意
味
に
於
て
で
な
く
、
比
論
的
統
一
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
於
て
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
存
在
は
多
く
の
意
味
で
語
ら
れ
る
と
い
う
場
合
、
そ
れ
に
は
凡
そ
如
何
な
る
も
の
が
あ
る
で
あ

ろ
う
か
。
形
而
上
学
第
六
巻
第
二
章
に
は
そ
の
四
種
が
区
別
さ
れ
て
い
る
。
一
、
附
帯
的
な
存
在
（o]n kata; 

sumbebhkovV

）、
二
、
真
と
し
て
の
存
在
（o]n w

JV ajlhqevV

）
及
び
そ
の
反
対
の
偽
と
し
て
の
非
存
在
（mh; o]n 

w
JV y

eu:doV

）、
三
、
範
疇
の
形
式
に
従
っ
て
の
存
在
（o]n kata; ta; schvmata th:V kathgorivaV

）、
四
、
可
能

性
及
び
現
実
性
に
於
け
る
存
在
（o]n dunavmei kai; ejnergeiva/

）。
こ
れ
ら
は
存
在
の
語
ら
れ
る
四
種
の
意
味
で

あ
る
。
他
の
箇
所
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
区
分
は
こ
れ
と
完
全
に
は
一
致
し
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
第
四
巻
第
二
章

に
は
次
の
如
く
云
わ
れ
て
い
る
。「
存
在
が
語
ら
れ
る
の
は
、実
有
で
あ
る
故
に
、或
は
実
有
の
態
様
で
あ
る
故
に
、

或
は
実
有
へ
の
道
も
し
く
は
実
有
の
破
壊
も
し
く
は
実
有
の
欠
乏
も
し
く
は
実
有
の
性
質
で
あ
る
故
に
、
或
は
実

有
乃
至
実
有
に
関
係
し
て
語
ら
れ
る
も
の
を
作
る
も
の
も
し
く
は
生
む
も
の
で
あ
る
故
に
、
或
は
こ
れ
ら
の
も
の

の
或
る
も
の
の
乃
至
実
有
そ
の
も
の
の
否
定
で
あ
る
故
に
で
あ
る
。そ
こ
で
ま
た
我
々
は
非
存
在
に
就
い
て
す
ら
、

そ
れ
は
非
存
在
で
あ
る
0

0

と
云
う
の
で
あ
る
。」
然
し
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
存
在
の
種
々
な
る
意
味
は
、
彼
の
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論
究
か
ら
明
ら
か
に
な
る
如
く
、
第
六
巻
に
掲
げ
ら
れ
た
四
種
の
意
味
の
い
ず
れ
か
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が

出
来
る
。
そ
し
て
か
の
語
義
篇
即
ち
第
五
巻
第
七
章
に
於
て
存
在
と
い
う
語
に
就
い
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
種
々
な

る
意
味
も
、
第
六
巻
に
於
て
規
定
さ
れ
て
い
る
四
種
の
意
味
に
形
式
的
に
ほ
ぼ
相
応
し
て
い
る
。
ま
た
第
七
巻
第

一
章
は
「
存
在
は
多
く
の
仕
方
で
語
ら
れ
る
」
と
い
う
句
を
も
っ
て
始
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
あ
か
ら
さ

ま
に
第
五
巻
第
七
章
へ
の
指
示
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
第
九
巻
第
十
章
に
云
わ
れ
て
い
る
存
在
の
区
分

の
如
き
も
、
右
の
第
六
巻
第
二
章
に
於
け
る
区
分
に
包
括
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
存
在
の
語

ら
れ
る
種
々
な
る
意
味
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
、
附
帯
的
な
存
在
、
真
と
し
て
の
存
在
、
範
疇
の
形
式
に
従

っ
て
の
存
在
、
可
能
性
及
び
現
実
性
に
於
け
る
存
在
と
い
う
四
種
に
区
分
さ
れ
て
い
る
と
見
做
し
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
形
而
上
学
が
存
在
と
し
て
の
存
在
或
は
存
在
一
般
の
学
と
云
わ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
存
在
の
種
々
の
意
味
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

就
い
て
の
学

0

0

0

0

0

と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

然
る
に
い
ま
仮
に
第
六
巻
第
二
章
に
述
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
基
づ
い
て
、
存
在
の
右
の
四
種
の
意
味
の
う
ち
附

帯
的
な
存
在
並
び
に
真
と
し
て
の
存
在
は
形
而
上
学
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
残
る
の
は
範
疇
の
形
式
に

従
っ
て
の
存
在
と
可
能
性
及
び
現
実
性
に
於
け
る
存
在
と
の
二
つ
で
あ
る
。
存
在
の
こ
れ
ら
二
種
の
意
味
が
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
ど
こ
ま
で
も
区
別
さ
れ
、
従
っ
て
可
能
性
及
び
現
実
性
と
い
う
概
念
が
範
疇
分
類
の
う
ち
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

に
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
注
意
を
要
す
る
。
そ
し
て
形
式
的
に
見
れ
ば
、
形
而
上
学
の
規
定
に
於
け

る
神
学
と
存
在
論
と
は
存
在
の
こ
れ
ら
二
種
の
意
味
の
区
別
の
方
向
に
相
応
し
て
い
る
。
可
能
性
及
び
現
実
性
と

い
う
概
念
は
運
動
を
解
明
す
る
概
念
で
あ
っ
て
、
存
在
の
こ
の
意
味
方
向
に
、
既
に
触
れ
た
如
く
、
神
学
の
概
念

が
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
形
而
上
学
は
存
在
論
と
し
て
は
寧
ろ
範
疇
の
う
ち
に
現
れ
る
存
在
の
論
の
意
味

を
有
す
る
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
範
疇
は
単
に
論
理
的
な
も
の
で
な
く
、
却

っ
て
存
在
論
的
な
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
存
在
論
の
基
礎
が
運
動
す

0

0

0

る0

存
在
で
あ
っ
た
限
り
、
二
つ
の
意
味

方
向
は
根
本
的
に
相
関
聯
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、神
学
と
存
在
論
と
の
結
合
も
そ
こ
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

四

存
在
が
語
ら
れ
る
種
々
の
意
味
の
う
ち
先
ず
、附
帯
的
な
も
し
く
は
偶
然
的
な
存
在
（o]n kata; sumbebhkovV

）

に
就
い
て
は
学
的
観
想
は
あ
り
得
ず
、
従
っ
て
そ
れ
は
形
而
上
学
の
範
囲
か
ら
除
外
さ
れ
る
の
ほ
か
な
い
。
学
は

恒
に
（ajeiv

）
あ
る
も
の
、
そ
し
て
た
か
だ
か
大
抵
の
場
合
（w

JV eJpi; to; poluv

）
あ
る
も
の
に
就
い
て
の
み
可
能

で
あ
る
。
恒
に
も
大
抵
の
場
合
に
も
な
い
も
の
が
附
帯
的
も
し
く
は
偶
然
的
と
呼
ば
れ
る
。
附
帯
的
と
云
わ
れ
る

の
は
、
或
る
物
に
於
て
実
際
に
見
出
さ
れ
は
す
る
が
、
然
し
そ
の
物
に
必
然
的
に
属
す
る
の
で
な
く
、
大
抵
の
場
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合
属
す
る
の
で
も
な
い
も
の
で
あ
る
。
人
が
色
白
く
あ
る
の
は
偶
然
的
で
あ
る
（
な
ぜ
な
ら
恒
に
も
大
抵
の
場
合

に
も
人
は
そ
う
で
あ
る
の
で
な
い
か
ら
）、
け
れ
ど
も
彼
が
動
物
で
あ
る
こ
と
は
偶
然
的
と
は
云
え
な
い
。
ま
た

大
工
が
病
人
を
健
康
に
す
る
の
は
附
帯
的
な
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
な
す
の
は
大
工
の

大
工
と
し
て
の
本
質
に
属
せ
ず
医
者
の
本
質
に
属
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
大
工
が
た
ま
た
ま
医
者
で
あ

っ
た
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
偶
然
的
な
も
の
は
「
限
定
さ
れ
た
原
因
」（ai[tion w

Jrismevnon

）
を
有

す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
原
因
は
偶
然
的
で
あ
り
、
或
は
無
限
定
的
（ajovriston

）
で
あ
る
。
エ
ギ
ナ
【
エ
ー
ゲ
海
の

島
】
を
目
的
と
し
て
出
た
船
が
こ
の
島
に
着
い
た
と
い
う
場
合
、
こ
の
過
程
は
限
定
さ
れ
た
原
因
を
も
っ
て
い
る
。

然
る
に
他
の
船
が
途
中
で
暴
風
雨
に
遇
っ
た
た
め
、
或
は
海
賊
に
襲
わ
れ
た
た
め
、
た
ま
た
ま
エ
ギ
ナ
に
着
い
た

と
い
う
場
合
、
そ
の
原
因
は
偶
然
的
で
、
無
限
定
的
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
内
的
な
、
必
然
的
な
関
係
が
存
し
な
い

か
ら
で
あ
る
。
偶
然
的
な
も
し
く
は
附
帯
的
な
存
在
に
就
い
て
学
が
あ
り
得
な
い
の
は
、
か
く
の
如
く
そ
の
原
因

が
無
限
定
的
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。

い
ま kata; sumbebhkovV 

と
い
う
語
は
偶
然
的
と
も
訳
さ
れ
る
が
、
か
よ
う
な
訳
語
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
が
誤

解
さ
れ
な
い
よ
う
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
一
、
そ
れ
は
偶
然
的
と
云
っ
て
も
「
或
る
物
に
於
て
真
実
に
存
在
す

る
」（uJpavrcei tini ajlhqevV

）
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
事
実
的
存
在

0

0

0

0

0

（faktische Existenz

）
を
有
す
る
。
二
、
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

そ
れ
は
偶
然
的
と
云
っ
て
も
決
し
て
稀
な
こ
と
で
な
く
、寧
ろ
事
実
的
存
在
に
は
い
つ
も
附
帯
す
る

0

0

0

0

（sumbaineivn, 
zusam

m
engehen, zur Seite gehen

）
も
の
で
あ
る
。
大
工
の
建
て
た
家
が
、
或
る
人
に
は
住
心
地
が
好
く
て
他

の
人
に
は
住
心
地
が
悪
い
、
な
ど
と
い
う
が
如
き
こ
と
は
、
い
つ
も
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
事
実
的
存
在
は
そ
の

事
実
性
に
於
て
か
か
る
も
の
を
伴
っ
て
い
る
。
三
、
然
る
に
こ
の
よ
う
に
偶
然
的
な
も
の
が
存
在
し
得
る
の
は
特

に
人
間
的
行
為

0

0

0

0

0

に
関
す
る
こ
と
に
於
て
で
あ
る
。
人
が
死
ぬ
の
は
必
然
的
で
あ
る
、
そ
れ
は
彼
の
自
然
か
ら
従
っ

て
来
る
。
け
れ
ど
も
彼
が
病
気
に
よ
っ
て
死
ぬ
か
暴
力
に
よ
っ
て
死
ぬ
か
は
定
ま
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
ど
ち

ら
か
が
事
実
と
し
て
起
っ
た
と
き
初
め
て
決
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
人
が
一
定
の
仕
方
で
行
為
す
る
な
ら
ば
彼
は

暴
力
に
よ
る
死
に
出
会
う
の
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
は
決
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
彼
が
そ
の
よ

う
な
仕
方
で
行
為
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
必
然
的
に
従
っ
て
来
る
何
物
も
存
し
な
い
、
そ
し
て
彼
が
実
際

に
そ
の
よ
う
に
行
為
す
る
ま
で
彼
が
暴
力
に
よ
っ
て
死
ぬ
か
ど
う
か
は
決
っ
て
い
な
い
。
恒
に
も
大
抵
の
場
合
に

も
生
ず
る
の
で
な
い
も
の
は kata; sumbebhkovV 
に
生
ず
る
と
云
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
も
の
は
「
偶
然
に

よ
っ
て
」（ajpo; tuvchV

）
あ
る
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
自
然
学
第
二
巻
に
於
て
か
く
の
如
き
問
題
を
論

究
し
、
そ
の
第
六
章
の
中
で
云
っ
て
い
る
、「
そ
れ
故
に
ま
た
行
為
的
な
も
の
に
関
し
て
は
偶
然
の
存
す
る
こ
と

は
必
然
的
で
あ
る
」（dio; kai; ajnavgkh peri; ta; prakta; ei\nai th;n tuvchn

）。
そ
の
兆
し
に
、
あ
ら
ゆ
る
行
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為
の
目
的
と
さ
れ
る
幸
福
（eujdaimoniva

）
は
普
通
に
は
「
幸
運
」（eujtuciva

）
と
同
じ
に
、
ま
た
は
こ
れ
に
近

い
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。
人
間
の
意
志
的
行
為
の
領
域
に
於
て
は
つ
ね
に
偶
然
的
な
も
の
が
存
在
す
る
。
テ
ュ

ケ
ー
【tuvch
運
】
は
か
か
る
も
の
の
原
因
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
限
定
さ
れ
た
原
因
で
な
く
、
却
っ
て
無
限

定
的
で
あ
る
。
四
、
偶
然
的
な
も
し
く
は
附
帯
的
な
も
の
は
こ
の
よ
う
に
無
限
定
的
な
原
因
に
よ
る
も
の
で
あ
る

が
故
に
、
学
的
考
察
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
大
工
の
建
て
る
家
が
或
る
人
に
は
住
心
地
が
好
く

て
他
の
人
に
は
住
心
地
が
悪
い
と
い
う
こ
と
は
い
つ
も
附
帯
す
る
が
、
然
し
そ
の
よ
う
な
も
の
は
建
築
学
の
研
究

の
範
囲
に
入
り
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は「
無
限
定
」（a[peira

）で
あ
る
か
ら
。
建
築
学
の
対
象
と
な
る
の
は
、

家
が
家
と
し
て
本
質
的
に
あ
る
も
の
、
即
ち
「
財
産
及
び
身
体
の
庇
護
物
」
と
し
て
の
家
で
あ
る
。
五
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
は
か
く
の
如
き
偶
然
的
な
若も
し

く
は
附
帯
的
な
存
在
に
は
生
成
及
び
消
滅

0

0

0

0

0

0

が
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
家
が

或
る
人
に
は
住
心
地
が
好
く
て
他
の
人
に
は
住
心
地
が
悪
い
と
い
う
が
如
き
こ
と
は
、た
だ
単
純
に
そ
う
で
あ
り
、

そ
う
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
と
い
う
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
成
る
と
か
、
そ
う
で
あ
る
こ
と
が
滅

す
る
と
か
、
と
云
い
得
な
い
。
本
来
の
意
味
に
於
け
る
生
成
及
び
消
滅
は
、
内
的
な
必
然
的
な
原
因
に
よ
っ
て
生

ず
る
も
の
に
就
い
て
の
み
語
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
原
因
が
偶
然
的
で
無
限
定
的
で
あ
る
場
合
、
本
来
の

意
味
に
於
て
は
生
成
及
び
消
滅
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
論
に
於
て
甚
だ
重
要



九
一

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

な
位
置
を
占
め
る「
生
成
」（gevnesiV

）と
い
う
概
念
の
意
味
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

そ
し
て
そ
れ
は
こ
の
存
在
論
に
於
て
つ
ね
に
「
限
定
」（pevraV

）
と
い
う
も
の
が
存
在
の
本
質
的
な
規
定
と
考
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
と
も
関
聯
す
る
。
附
帯
的
な
若
く
は
偶
然
的
な
も
の
は
或
る
非
存
在
に
近
き
も
の
で
あ
る
と
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
記
し
て
い
る
。
最
後
に
、
然
る
に
か
く
の
如
き
偶
然
的
な
存
在
が
あ
る
と
い
う
理
由
は
、
凡
て

の
も
の
が
恒
に
あ
る
も
の
、
必
然
的
な
も
の
、
言
い
換
え
る
と
、
他
の
よ
う
に
は
あ
り
得
な
い
も
の
で
な
く
、
却

っ
て
多
く
の
も
の
は
大
抵
の
場
合
そ
う
あ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
多
く
の
も
の
は

た
だ
大
抵
の
場
合
そ
う
あ
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
偶
然
的
な
も
の
も
ま
た
存
在
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
筈
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
偶
然
的
な
も
の
の
根
拠
は
無
限
定
的
な
も
の
（ajovriston

）
と
し
て
の
「
質

料
」（u[lh

）
で
あ
る
。

さ
て
右
の
論
述
か
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
学
に
と
っ
て
自
然
学
が
基
礎
的
な
意
味
を
有
し
た
と
い
う
こ

と
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
的
行
為
に
関
す
る
こ
と
、
実
践
や
制
作
の
領
域
に
於
て
は
偶
然
は
免
れ
難

く
、
そ
こ
で
は
大
抵
の
場
合
規
則
的
に
（w

JV ejpi; to; poluv
）
そ
う
あ
る
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
そ
れ
に
就

い
て
の
学
は
そ
の
科
学
性
（to; ajkribevV

）
に
於
て
自
然
学
に
劣
っ
て
い
る
。
或
は
寧
ろ
そ
れ
に
就
い
て
は
厳
密

な
意
味
に
於
け
る
学
は
不
可
能
で
あ
っ
て
、
意
見
（dovxa

）
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
自
然
は
我
々
が
初
め
て
作
り
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出
す
こ
と
を
要
せ
ず
、
既
に
そ
こ
に
あ
る
も
の
、
恒
に
あ
る
も
の
、
永
遠
な
も
の
で
あ
る
。
自
然
学
は
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
に
よ
っ
て
「
第
二
哲
学
」
と
呼
ば
れ
、
ま
た
第
二
の
「
智
慧
」
と
も
考
え
ら
れ
た
。
尤
も
ド
ク
サ
の
問

題
を
真
面
目
に
取
扱
い
、
従
っ
て
今
日
い
う
精
神
科
学
の
領
域
を
深
く
且
つ
広
く
研
究
し
た
こ
と
は
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
実
証
的
精
神
に
基
づ
く
偉
大
な
る
功
績
と
し
て
特
書
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
今
日
こ
の
方
面
に
於
て
彼
か
ら

新
た
に
学
ぶ
べ
き
も
の
は
ま
こ
と
に
多
い
で
あ
ろ
う
。
然
し
自
然
学
が
種
々
の
意
味
で
彼
の
形
而
上
学
の
基
礎

と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
先
ず
、
自
然
を
地
盤
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
形
而
上
学
の
経
験

的
基
礎
或
は
現
象
学
的
基
礎
に
対
す
る
要
求
と
結
び
付
い
て
い
る
。
現
象
を
救
う
と
い
う
こ
と
が
彼
の
形
而
上

学
の
方
法
論
的
理
想
で
あ
っ
た
。
次
に
、
自
然
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
運
動
乃
至
変
化
の
原
理
（ajrch; 

metabolh:V

）
を
意
味
す
る
が
、
か
く
の
如
き
運
動
す
る
存
在
こ
そ
彼
の
形
而
上
学
の
主
題
で
あ
る
。
イ
デ
ア
説

に
対
す
る
彼
の
主
な
る
非
難
も
、
そ
れ
が
運
動
を
説
明
し
得
な
い
と
い
う
点
に
存
し
た
。
第
一
に
動
か
す
も
の

と
見
ら
れ
た
神
の
存
在
は
運
動
の
体
系
を
完
結
さ
せ
る
も
の
と
し
て
自
然
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
必
然
的
に
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
更
に
、
自
然
の
観
想
に
は
或
る
宗
教
的
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。「
自
然
に
対
す
る
敬
虔
」

（N
aturfröm

m
igkeit

）
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
民
族
の
精
神
生
活
に
於
て
重
要
な
位
置

を
占
め
て
い
た
。
そ
れ
は
自
然
を
そ
の
多
様
な
る
形
態
に
於
て
直
接
的
に
観
照
し
、
そ
の
内
的
聯
関
を
把
捉
す
る
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

こ
と
に
神
崇
拝
の
実
証
を
見
る
と
い
う
信
仰
で
あ
る
。
こ
の
場
合
本
質
的
な
こ
と
は
、
こ
の
観
照
に
於
て
捉
え
ら

れ
た
も
の
（
自
然
）
と
捉
え
る
も
の
（
精
神
）
と
の
間
に
一
種
の
共
同
が
体
験
さ
れ
、
不
思
議
な
悦
楽
が
準
備
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
体
験
さ
れ
た
悦
楽
そ
の
も
の
が
両
者
の
間
を
結
び
付
け
る
実
在
的
な
紐
帯
と
な

り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
精
神
に
と
っ
て
そ
の
信
仰
の
現
実
性
と
自
己
自
身
の
実
在
性
と
が
媒
介
さ
れ
る
。
ギ

リ
シ
ア
民
族
の
精
神
生
活
の
一
内
容
を
な
し
た
自
然
に
対
す
る
敬
虔
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
学
の
背
景
に

も
存
し
て
い
た
も
の
と
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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第
四
章　

真
と
し
て
の
存
在

一

附
帯
的
な
存
在
が
何
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
何
故
に
学
的
観
想
か
ら
除
外
さ
れ
る
か
に
就
い
て
は
語
ら
れ
た
。

然
ら
ば
真
と
し
て
の
存
在
（o]n w

JV ajlhqevV

）
と
は
何
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
形
而
上
学
と
如
何
な
る
関
係
に

あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
形
而
上
学
第
六
巻
第
二
章
に
於
て
存
在
の
語
ら
れ
る
四
種
の
意
味
を
掲
げ
、
こ
の
章
及
び

次
の
章
で
附
帯
的
な
存
在
の
問
題
を
取
扱
っ
た
後
、
第
四
章
に
於
て
真
と
し
て
の
存
在
並
び
に
そ
の
反
対
の
偽

と
し
て
の
非
存
在
の
問
題
を
論
究
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、「
か
く
の
如
き
存
在
は
優
越
な
意
味
に
於
け

る
存
在
と
は
異
な
る
存
在
」（to; d= ou{tw

V o]n e{teron o]n tw
:n kurivw

V

）
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
は
形
而
上
学

の
範
囲
か
ら
「
除
外
す
べ
き
」（aj φetevon

）
も
の
で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
。
真
と
し
て
の
存
在
が
優
越
な
意
味
に

於
け
る
存
在
で
な
い
と
い
う
の
は
、
真
な
る
も
の
及
び
偽
な
る
も
の
は
「
物
の
う
ち
に
」（ejn toi:V pravgmasin

）

あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
「
思
惟
の
う
ち
に
」（ejn dianoiva/
）
あ
る
と
い
う
こ
と
、
即
ち
そ
れ
ら
は
精
神
の
外
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

に
あ
る
存
在
（e[xw

 o[n

）
で
な
く
、
思
想
的
存
在
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て

そ
れ
は
存
在
と
し
て
の
存
在
そ
の
も
の
の
原
因
と
原
理
を
研
究
す
る
形
而
上
学
に
属
し
な
い
と
云
わ
れ
て
い
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
こ
の
よ
う
な
意
見
の
表
白
は
、
逆
に
、
彼
が
存
在
の
他
の
意
味
を
な
す
範
疇
を
単
な
る
思
想

的
存
在
（ejn dianoiva/ o[n
）
或
は
単
に
論
理
的
な
も
の
と
考
え
な
か
っ
た
ひ
と
つ
の
証
拠
と
し
て
注
意
さ
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
勿
論
、真
と
し
て
の
存
在
に
就
い
て
学
が
一
般
に
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
ま
さ
に
論
理
学
に
於
て
研
究
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
た
だ
形
而
上
学
に
は
属
し
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
て

従
来
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
学
者
の
多
く
は
、
存
在
の
四
種
の
意
味
の
う
ち
、
附
帯
的
な
存
在
は
そ
れ
に
就
い
て
は

学
が
一
般
に
不
可
能
で
あ
る
故
に
、
真
と
し
て
の
存
在
は
思
想
的
存
在
と
し
て
論
理
学
に
属
す
る
故
に
、
そ
れ
ら

を
共
に
形
而
上
学
の
範
囲
か
ら
除
き
、
範
疇
の
形
式
に
従
っ
て
の
存
在
、
可
能
性
及
び
現
実
性
に
於
け
る
存
在
と

い
う
他
の
二
種
の
存
在
の
み
が
形
而
上
学
の
対
象
で
あ
る
と
説
明
し
て
来
た
。
こ
れ
は
ま
こ
と
に
そ
の
通
り
で
あ

ろ
う
。
我
々
は
か
よ
う
な
解
釈
に
対
し
て
簡
単
に
異
議
を
挟
も
う
と
は
考
え
な
い
。
然
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
拘

ら
ず
な
お
問
題
は
残
さ
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
真
と
し
て
の
存
在
が
形
而
上
学
に
で
な
く
寧
ろ
論
理
学
に
属

す
る
と
い
う
こ
と
は
疑
わ
れ
な
い
に
し
て
も
、
然
し
ま
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
論
理
学
が
存
在
論
と
不
可

分
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
形
而
上
学
第
四
巻
に
於
て
は
、
人
々
に
よ
っ
て
思
惟
の
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最
高
原
理
と
云
わ
れ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
あ
ら
ゆ
る
原
理
の
う
ち
最
も
確
か
な
原
理
」
と
呼
ん
だ
矛
盾
律
に

就
い
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
そ
こ
で
、
か
よ
う
な
原
理
の
考
察
は
第
一
哲
学
に
属
し
、
凡
て
の
実
有
に
就
い

て
研
究
す
る
哲
学
者
が
ま
た
推
理
の
原
理
に
就
い
て
も
研
究
す
べ
き
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
矛

盾
律
は
存
在
の
本
性
、
そ
の
最
も
内
的
な
本
質
を
表
現
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
単
に
思
惟
の
若
く
は

認
識
の
原
理
で
な
く
、
何
よ
り
も
先
ず
存
在
の

0

0

0

原
理
で
あ
る
。
論
理
学
の
存
在
論
的
基
礎
付
け
は
プ
ラ
ト
ン
的
伝

統
に
属
す
る
と
云
わ
れ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
実
有
篇
の
最
も
重
要
な
概
念 tiv h\n ei\nai

（
本
質
）
が
ま
た
論
理
的

な
定
義
の
意
味
に
も
解
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
よ
う
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
お

よ
そ
論
理
学
は
存
在
論
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
真
と
し
て
の
存
在
の
問
題
は
単
に
論
理
学
に
属

す
る
と
云
っ
て
済
ま
さ
れ
得
る
も
の
で
な
く
、
寧
ろ
或
る
点
で
は
形
而
上
学
の
問
題
と
最
も
内
面
的
に
接
触
し
て

い
る
。
然
ら
ば
そ
の
よ
う
な
点
は
何
処
に
存
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
の
考
察
の
端
緒
と
し
て
差
当
り
次
の
如
き
ア
ポ
リ
ア
が
見
出
さ
れ
る
。
真
と
し
て
の
存
在
の
問
題
が

論
ぜ
ら
れ
て
い
る
形
而
上
学
中
の
一
つ
の
箇
所
、
第
六
巻
第
四
章
に
於
て
は
、
既
に
記
し
た
如
く
、
そ
れ
は
「
優

越
な
意
味
に
於
け
る
存
在
と
は
異
な
る
存
在
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
然
る
に
、
や
は
り
真
と
し
て
の
存

在
の
問
題
が
取
扱
わ
れ
て
い
る
他
の
箇
所
、
第
九
巻
第
十
章
に
於
て
は
、
先
ず
存
在
そ
し
て
非
存
在
の
語
ら
れ
る
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

種
々
な
る
意
味
の
区
分
を
挙
げ
、
範
疇
の
形
式
に
従
っ
て
の
存
在
、
可
能
性
も
し
く
は
現
実
性
に
於
け
る
存
在
の

二
種
に
次
い
で
、
真
及
び
偽
が
「
最
も
優
越
な
存
在
」（kuriw

vtata o[n

）
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

二
つ
の
箇
所
は
明
ら
か
に
矛
盾
し
て
い
る
。
即
ち
、
前
の
箇
所
で
は
真
と
し
て
の
存
在
は
「
優
越
な
意
味
に
於
け

る
存
在
」（kurivw

V o[n
）
と
何
等
関
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
い
う
理
由
で
、
形
而
上
学
か
ら
予
め
除
外
さ
る
べ
き

も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。
か
し
こ
で
は
そ
れ
は
単
に
実
有
の
み
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
従
属
的
な
範
疇
に
於
け

る
存
在
よ
り
も
下
位
に
置
か
れ
て
い
る
。
然
る
に
後
の
箇
所
で
は
反
対
に
、
真
と
し
て
の
存
在
は
最
も
優
越
な
存

在
と
見
ら
れ
、
存
在
概
念
の
内
部
に
於
け
る
最
高
の
位
階
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
撞
着
が

様
々
の
文
献
学
的
論
議
を
惹
き
起
し
た
こ
と
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
後
の
箇
所
、
即
ち
第
九
巻
の
最
後
の
章
は
、
こ

の
巻
の
爾
余
の
諸
章
が
凡
て
可
能
性
及
び
現
実
性
に
於
け
る
存
在
の
問
題
を
取
扱
っ
て
い
る
に
対
し
、
た
だ
ひ
と

り
、
真
と
し
て
の
存
在
の
問
題
の
論
究
に
充
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
巻
の
中
で
孤
立
し
て
い
る
か

の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
こ
で
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
グ
ラ
ー i

の
如
き
は
、
こ
の
章
は
こ
こ
に
属
す
べ
き
も
の
で
な
く
、
編
纂

者
の
手
に
よ
っ
て
挿
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
れ
に
し
て
も
学
者
た
ち
は
、
イ
エ
ー
ガ
ー ii

や
ロ
ス iii

の

i
　Friedrich K

arl A
lbert Schw

egler, 1819-57.

ii
　W

erner W
ilhelm

 Jaeger, 1888-1961.

iii
　W

illiam
 D

avid R
oss, 1877-1971, "Aristotle".
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如
き
も
、
こ
の
章
が
と
も
か
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
の
作
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
然
し
彼
等
は
こ
の

箇
所
が
前
の
箇
所
第
六
巻
第
四
章
の
論
述
と
一
致
し
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
ロ
ス
は
か
の kuriw

vtata o[n 

と
い

う
語
を
竄ざ
ん
に
ゅ
う入に
よ
る
も
の
と
し
て
抹
殺
し
よ
う
と
し
、
イ
エ
ー
ガ
ー
は
こ
の
語
は
前
の
筒
所
に
謂
う kurivw

V o[n 

と
同
じ
意
味
で
は
な
い
と
解
釈
す
る
。
イ
エ
ー
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
前
の
箇
所
の kurivw

V 

は
論
理
的
形
而
上
学
的

意
味
に
於
け
る
優
越
性
も
し
く
は
本
来
性
を
意
味
す
る
に
反
し
、
こ
の
箇
所
に
謂
う kuriw

vtata 

は
単
に
用
語

上
に
於
け
る
優
越
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
詳
し
く
云
え
ば
、「
最
も
優
越
な
存
在
」
と
い
う
の
は
、
言
葉
の

使
い
方
に
於
て
我
々
に
と
っ
て
最
も
普
通
な
意
味
で
の
、
或
は
最
も
多
く
の
場
合
用
い
ら
れ
て
い
る
使
用
法
で
の

存
在
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
ぬ
。
そ
し
て
こ
れ
が
判
断
の
繋
辞
（K

opula

）
の ei\nai

（esse

）
を
指
す
こ
と
は
明

瞭
で
あ
る
、
と
イ
エ
ー
ガ
ー
は
云
っ
て
い
る
。
ま
た
彼
は
こ
の
章
は
や
や
偶
然
の
理
由
で
、
第
七
巻
よ
り
第
九
巻

第
九
章
ま
で
に
至
る
内
的
連
絡
を
有
す
る
著
作
の
末
尾
に
附
加
さ
れ
た
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
あ
る
と
見
做
し
た
。
然

る
に
ボ
ー
ニ
ッ
ツ
の
如
き
は
、
第
五
巻
第
七
章
に
掲
げ
ら
れ
た
存
在
の
種
々
な
る
意
味
―
―
こ
れ
は
ほ
ぼ
第
六
巻

第
二
章
に
於
け
る
そ
れ
に
相
応
し
て
い
る
―
―
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
主
な
る
範
疇
、
実
有
に
就
い
て
の
、

可
能
性
と
現
実
性
と
の
区
別
に
就
い
て
の
究
明
の
後
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
真
及
び
偽
に
関
す
る
問
題
を
取
扱
っ

た
の
は
当
然
で
あ
り
、
そ
し
て
特
に
、
第
九
巻
第
八
章
に
於
て
は
「
可
能
性
を
含
ま
ぬ
現
実
的
存
在
」（ejnevrgeiai 
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

a[neu dunavmew
V

）で
あ
る
と
こ
ろ
の
、単
純
に
し
て
永
遠
な
る
実
有
の
概
念
が
導
き
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
も
の
を
今
や
真
理
の
ひ
と
つ
の
種
類
が
関
わ
る
対
象
と
し
て
叙
述
す
る
第
十
章
は
、
当
然
あ
る
べ
き
場
所
に

あ
る
の
で
あ
る
、
と
解
し
た
。
我
々
は
こ
こ
で
と
も
か
く
こ
の
事
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
作
で
あ
る
こ
と
を
認
め

よ
う
。
更
に
こ
の
章
が
後
か
ら
挿
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
も
、
と
も
か
く
第
九
巻
と
第
六

巻
と
は
既
に
触
れ
た
如
く
成
立
史
的
に
云
っ
て
同
じ
時
期
の
作
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
な
ら
ば
、
両
者
に

於
て
思
想
上
の
相
違
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
寧
ろ
自
然
で
あ
る
こ
と
を
予
想
し
て
お
こ
う
。
然
し
こ
の
相
違

は
到
底
相
容
れ
な
い
矛
盾
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
発
展
と
見
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
二
つ
の
箇
所

を
少
し
立
入
っ
て
比
較
研
究
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

二

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
オ
ル
ガ
ノ
ン
を
始
め
種
々
の
著
作
の
中
で
、
本
来
の
意
味
に
於
て
真
或
は
偽
と
云
わ
れ
得

る
も
の
は
、
結
合
と
分
離
も
し
く
は
肯
定
と
否
定
を
含
む
判
断
の
み
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
形
而
上
学
の
中

で
も
、
例
え
ば
第
四
巻
第
八
章
を
見
れ
ば
、
真
或
は
偽
は
肯
定
或
は
否
定
以
外
に
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
語
ら

れ
て
い
る
。
そ
し
て
我
々
が
特
に
取
上
げ
た
第
六
巻
第
四
章
に
於
て
語
ら
れ
て
い
る
の
も
、
同
じ
思
想
で
あ
る
。



一
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こ
こ
で
も
真
及
び
偽
は
結
合
と
分
離
（suvnqesiV kai; diaivresiV

）
に
関
わ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。
肯
定
と
否
定
、

結
合
と
分
離
を
含
む
ロ
ゴ
ス
は
判
断
の
み
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
真
及
び
偽
は
た
だ
判
断
に
の
み
属
す
る
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
は
「
物
の
う
ち
に
」
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
「
思
惟
の
う
ち
に
」
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

然
し
な
が
ら
厳
密
に
云
え
ば
、
真
理
は
単
に
思
惟
の
う
ち
に
あ
る
の
で
も
な
か
ろ
う
。
真
理
は
た
だ
判
断
に
属
す

る
と
い
う
の
で
な
く
、
却
っ
て
判
断
が
物
と
一
致
す
る
限
り
に
於
て
判
断
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
真
理
は
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
物
と
認
識（
思
惟
）と
の
一
致（adaequatio rei et intellectus

）を
意
味
し
た
。
そ
れ
だ
か
ら
、

こ
の
箇
所
に
於
て
も
、「
蓋
し
真
は
結
合
さ
れ
た
物
に
就
い
て
肯
定
を
、
分
離
さ
れ
た
物
に
就
い
て
否
定
を
有
し
、

然
る
に
偽
は
こ
れ
ら
双
方
の
反
対
の
断
定
を
有
す
る
」
と
云
わ
れ
て
い
る
。

い
ま
第
九
巻
第
十
章
に
於
て
も
、
差
当
り
こ
れ
と
相
違
す
る
こ
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
前
の
箇
所

で
は
真
理
は
物
の
う
ち
に
な
く
て
思
惟
の
う
ち
に
あ
る
と
云
う
如
く
、
物
と
思
想
と
の
一
致
に
存
す
る
真
理
の
概

念
に
於
て
、
思
惟
の
方
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
に
反
し
、
こ
の
箇
所
で
は
物
の
方
面
が
特
に
力
説
さ
れ
て
い
る
の

が
す
で
に
目
立
つ
で
あ
ろ
う
。
真
と
し
て
の
存
在
が
ひ
と
を
困
惑
せ
し
め
る
に
足
る
「
最
も
優
越
な
存
在
」
と
し

て
挙
げ
ら
れ
た
後
、
こ
れ
は
物
に
於
て
そ
れ
が
結
合
さ
れ
て
お
り
も
し
く
は
分
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
存

す
る
、
と
云
わ
れ
て
い
る
。
謂
わ
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
に
判
断
の
真
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
、
結
合
と
分
離
を



一
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一

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

含
む
判
断
は
物
そ
の
も
の
の
う
ち
に
結
合
或
は
分
離
が
存
す
る
こ
と
、
言
い
換
え
る
と
、
物
が
単
純
な
も
の
で

な
く
て
諸
部
分
か
ら
成
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
そ
の
根
拠
を
有
す
る
。「
か
く
し
て
分
離
さ
れ
て
い
る

も
の
を
分
離
さ
れ
て
い
る
と
、
結
合
さ
れ
て
い
る
も
の
を
結
合
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
者
は
開
示
し
（ajlhqeuvei 

真
を
語
り
）、
物
が
あ
る
の
と
は
反
対
に
考
え
る
者
は
隠
蔽
す
る
（e[y

eustai 

偽
を
語
る
）
の
で
あ
る
。」
こ
の

こ
と
は
極
め
て
明
瞭
な
言
葉
で
例
示
さ
れ
て
い
る
。「
な
ぜ
な
ら
我
々
が
汝
は
色
白
く
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
真

で
あ
る
が
故
に
、
汝
は
色
白
く
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
汝
は
色
白
く
あ
る
が
故
に
、
こ
の
こ
と
を
語
る
こ
と

に
よ
っ
て
我
々
は
開
示
し
て
い
る
（
真
を
語
っ
て
い
る
）
の
で
あ
る
。」
こ
こ
に
於
て ajlhqeuvein

（
真
を
語
る
）

と
い
う
こ
と
が
存
在
を
開
示
す
る

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
根
源
的
な
意
味
を
有
す
る
こ
と
は
す
で
に
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
は
進
ん
で
云
っ
て
い
る
。「
と
こ
ろ
で
も
し
或
る
も
の
は
恒
に
（ajeiv

）
結
合
さ
れ
て
い
て
分
離
さ
れ
る
こ

と
が
不
可
能
で
あ
り
、
他
の
も
の
は
恒
に
分
離
さ
れ
て
い
て
結
合
さ
れ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
り
、
然
る
に
他
の

も
の
は
結
合
も
分
離
も
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
し
か
し
て
存
在
は
結
合
さ
れ
て
い
て
そ
し
て
一
で
あ
る
こ
と
を

意
味
し
、
非
存
在
は
結
合
さ
れ
て
い
な
い
で
多
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
結
合
も
分
離
も
可
能
で
あ

る
も
の
に
関
し
て
は
、
同
一
の
意
見
、
同
一
の
立
言
も
偽
と
も
真
と
も
な
り
、
或
る
時
に
は
真
を
語
る
が
他
の
時

に
は
偽
を
語
る
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
然
る
に
他
の
よ
う
に
は
あ
り
得
な
い
も
の
に
就
い
て
は
、
或
る



一
〇
二

時
に
は
真
で
あ
る
が
他
の
時
に
は
偽
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
生
ぜ
ず
、
同
一
の
言
表
は
恒
に
真
で
あ
る
か
偽
で
あ

る
か
で
あ
る
。」
こ
の
文
章
か
ら
も
、
真
を
語
る
（ajlhqeuvein

）
と
い
う
こ
と
が
存
在
を
開
示
す
る
こ
と
を
意
味

し
、
偽
を
語
る
（y

euvdesqai

）
と
い
う
こ
と
が
反
対
に
存
在
を
蔽
い
隠
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
が
知
ら
れ

る
の
み
で
な
く
、
同
一
の
言
表
が
恒
に
真
ま
た
は
偽
で
あ
り
得
る
た
め
に
は
、
そ
れ
の
関
わ
る
存
在
が
恒
に
あ
る

も
の
、
他
の
よ
う
に
は
あ
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
根
本
的
な
条
件
と
し
て
要
求
さ
れ
て
い
る
の
が
知
ら
れ

る
。
他
の
よ
う
に
で
も
あ
り
得
る
も
の
に
就
い
て
は
、
一
定
の
立
言
が
或
る
時
に
は
（potev

）
真
で
あ
る
に
し
て

も
、
そ
の
物
自
身
が
変
る
可
能
性
を
有
す
る
故
に
、
他
の
時
に
は
同
一
の
立
言
も
偽
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
起
り
、

恒
に
（ajeiv

）
真
も
し
く
は
偽
で
あ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
六
巻
第
三
章
に
は
、「
他
の
よ

う
に
で
も
あ
り
得
る
も
の
は
、
直
接
の
観
察
の
外
に
立
つ
や
否
や
、
存
在
す
る
か
存
在
し
な
い
か
が
隠
さ
れ
て
い

る
。
従
っ
て
知
識
の
対
象
で
あ
る
の
は
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
永
遠
な
も
の
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
端
的

に
必
然
的
な
も
の
の
一
切
は
永
遠
な
も
の
で
あ
る
、
永
遠
的
な
も
の
は
然
る
に
生
成
も
消
滅
も
し
な
い
も
の
で
あ

る
」
と
云
わ
れ
て
い
る
。

右
に
述
べ
て
来
た
こ
と
か
ら
真
と
し
て
の
存
在
の
問
題
に
関
し
て
何
が
帰
結
す
る
か
を
先
ず
要
約
し
て
お
こ

う
。
一
、真
理
は
判
断
に
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
か
か
る
も
の
と
し
て
真
理
は「
観
念
の
結
合
」（sumplokh; 



一
〇
三

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

nohmavtw
n

）
に
存
し
、「
思
惟
の
う
ち
に
」
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
然
し
真
理
は
本
来
思
想
と
物
と
の
一
致
に
存

す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
判
断
は
存
在
へ
の
関
係
を
含
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
二
、
判
断
の
関
係
す
る
存
在
は
一
定
の
規

定
を
具
え
て
い
る
。
判
断
は
そ
れ
み
ず
か
ら
結
合
と
分
離
を
含
む
も
の
と
し
て
、
判
断
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
存

在
は
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
結
合
ま
た
は
分
離
を
具
え
た
も
の
、
即
ち
単
純
な
も
の
で
な
く
て
諸
部
分
か
ら
成
っ

た
も
の
で
あ
る
。
結
合
さ
れ
て
い
る
も
の
を
結
合
さ
れ
て
い
る
と
、
分
離
さ
れ
て
い
る
も
の
を
分
離
さ
れ
て
い
る

と
言
表
す
る
と
き
、
判
断
は
真
で
あ
る
。
そ
の
と
き
判
断
は
存
在
を
開
示
す
る
ロ
ゴ
ス
（lovgoV ajpo φantikovV

）

で
あ
る
。
三
、
真
を
語
る
（ajlhqeuvein
）
と
い
う
こ
と
が
存
在
を
開
示
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

か
か
る
根
源
的
な
意
味
に
於
て
真
と
云
わ
れ
る
も
の
は
、
単
に
判
断
に
の
み
限
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
結
合
さ
れ

た
も
の
に
就
い
て
は
判
断
が
そ
の
固
有
な
る
存
在
開
示
の
仕
方
で
あ
る
に
し
て
も
、も
し
「
結
合
さ
れ
な
い
も
の
」

（ta; ajsuvnqeta

）
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
か
か
る
単
純
な
存
在
に
就
い
て
は
、
判
断
以
外
の
存
在
開
示
の
他
の

固
有
な
る
仕
方
が
あ
り
、
従
っ
て
判
断
に
於
け
る
と
は
異
な
る
他
の
種
類
の
真
及
び
偽
が
あ
る
筈
で
あ
る
。
形
而

上
学
第
九
巻
第
十
章
に
於
て
特
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
は
こ
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。そ
の
第
八
章
の
中
で「
可

能
性
を
含
ま
ぬ
現
実
的
存
在
」（ejnevrgeiai a[neu dunavmew

V
）
と
い
う
単
純
な
、
永
遠
な
実
有
が
導
き
入
れ
ら

れ
た
後
、
こ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
そ
の
認
識
を
問
題
に
し
た
の
は
当
然
で
あ
る
と
い
う
ボ
ー
ニ
ッ
ツ
の
説
に



一
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四

も
一
理
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
限
り
、
こ
の
箇
所
は
か
の
第
六
巻
第
四
章
と
矛
盾
す
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
こ

れ
を
補
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
章
を
後
か
ら
附
加
さ
れ
た
も
の
と
見
る
イ
エ
ー
ガ
ー
は
、
こ
の
章
の
附
加
さ
れ
る

と
同
時
に
第
六
巻
第
四
章
へ
は
後
に
至
っ
て
考
察
さ
れ
る
筈
で
あ
る
（u{steron ejpiskeptevon

）
と
い
う
こ
と
を

記
し
た
一
文
が
挿
入
さ
れ
た
と
見
做
し
て
い
る
が
、
こ
の
推
定
に
従
っ
て
も
、
か
か
る
挿
入
は
、
イ
エ
ー
ガ
ー
も

云
っ
て
い
る
如
く
、
第
六
巻
第
四
章
に
説
か
れ
た
こ
と
が
凡
て
で
な
く
、
そ
の
よ
う
な
判
断
的
真
理
以
外
に
な
お

「
第
二
の
種
類
の
真
理
」、
直
観
的
認
識
の
存
す
る
こ
と
を
記
し
て
お
く
必
要
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
後
に
至
っ
て

感
じ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
四
、
然
る
に
す
で
に
判
断
的
乃
至
悟
性
的
認
識
の
場
合
に
於
て
も
、
或
る
存
在
に

就
い
て
は
か
か
る
認
識
が
ど
こ
ま
で
も
可
能
で
あ
る
が
、
他
の
存
在
に
就
い
て
は
そ
れ
は
十
分
な
意
味
で
は
可
能

で
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
即
ち
、
恒
に
あ
る
も
の
、
必
然
的
な
も
の
は
そ
の
本
性
上
開
示
さ
れ
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
が
、
他
の
よ
う
に
で
も
あ
り
得
る
も
の
は
そ
の
本
性
上
開
示
さ
れ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
前
の
種

類
の
存
在
は
後
の
種
類
の
存
在
よ
り
も
優
越
な
存
在
と
考
え
ら
れ
る
。
前
者
は
そ
の
本
性
上
自
己
の
う
ち
に
開
示

可
能
性
を
含
み
、
後
者
は
そ
の
本
性
上
こ
れ
を
含
ま
な
い
。
存
在
の
位
階
は
そ
れ
の
本
性
上
の
開
示
可
能
性
の
程

度
に
相
応
し
、
従
っ
て
最
も
優
越
な
存
在
は
そ
の
本
性
上
最
大
の
開
示
可
能
性
を
有
す
る
、
所
謂
「
本
性
上
凡
て

の
も
の
の
う
ち
最
も
顕
な
も
の
」（th:/ φuvsei φanerw

vtata pavntw
n

）
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
関
係
か
ら
、
存
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〇
五

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

在
そ
の
も
の
が
真
と
考
え
ら
れ
る
可
能
性
も
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
形
而
上
学
第
二
巻
第
一
章
の
終
に
云
わ
れ
て
い

る
。「
か
く
て
各
々
の
物
は
存
在
に
与
る
の
と
同
じ
程
度
に
於
て
ま
た
真
理
に
与
る
。」（w

{sq= e{kaston w
JV e[cei 

tou: ei\nai, ou{tw
 kai; th:V ajlhqeivaV.

）
そ
し
て
そ
こ
で
は
「
恒
に
存
在
す
る
も
の
の
原
理
は
恒
に
最
も
真
な
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
或
る
時
に
限
り
真
で
あ
る
の
で
な
く
、
ま
た
そ
れ
の
存
在
の
何
等

か
の
原
因
が
存
す
る
の
で
も
な
く
、却
っ
て
そ
れ
が
他
の
物
に
と
っ
て
存
在
の
原
因
で
あ
る
か
ら
」
と
云
わ
れ
る
。

即
ち
真
と
い
う
語
が
最
上
級
（ajlhqestavtaV

）
に
於
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
如
く
、
真
理

の
概
念
は
判
断
乃
至
思
惟
に
属
す
る
も
の
と
し
て
よ
り
も
、
存
在
す
る
原
理
そ
の
も
の
に
属
す
る
も
の
と
し
て
語

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
の
語
義
篇
第
二
十
九
章
は
虚
偽
と
い
う
語
の
語
ら
れ
る
種
々
な
る
意
味
の
分
析
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。
と
こ

ろ
で
こ
の
箇
所
で
最
初
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
虚
偽
の
物
と
し
て
の
（w

JV pra:gma y
eu:doV

）
虚
偽
の
意

味
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
た
偽
り
の
人
（a[nqrw

poV y
eudhvV

）
即
ち
虚
言
者
と
い
う
が
如
き
場
合
も
、
ま
た
夢

な
ど
が
虚
偽
と
云
わ
れ
る
場
合
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
固
よ
り
ロ
ゴ
ス
の
虚
偽
に
就
い
て
も
語
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
ロ
ゴ
ス
と
い
う
語
も
や
や
曖
昧
な
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
か
く
の
如
く
こ
の
箇
所
に
於
て
は
、
存

在
し
な
い
物
が
、
そ
れ
が
一
般
に
存
在
し
な
い
と
い
う
に
せ
よ
、
或
は
丁
度
今
事
実
上
存
在
し
な
い
と
い
う
に
せ



一
〇
六

よ
、
虚
偽
と
云
わ
れ
、
更
に
存
在
し
は
す
る
が
、
そ
れ
が
実
際
に
あ
る
の
と
は
違
っ
て
現
れ
て
い
る
或
は
存
在
し

な
い
よ
う
な
も
の
と
し
て
現
れ
て
い
る
物
が
虚
偽
と
云
わ
れ
、
虚
偽
従
っ
て
ま
た
真
理
の
概
念
は
物
そ
の
も
の
に

属
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
。
思
想
で
な
く
物
が
虚
偽
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
ロ
ス
は
、
か
か
る
こ
と
は
真
及
び
偽

を
思
想
の
本
質
的
な
性
質
と
考
え
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
実
際
の
見
解
に
矛
盾
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
単
に
言
葉

の
普
通
行
わ
れ
る
用
語
法
の
分
類
が
目
的
と
な
っ
て
い
る
に
過
ぎ
ぬ
、
と
見
て
い
る
。
こ
の
ロ
ス
の
見
解
を
全
部

そ
の
ま
ま
受
取
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
こ
の
章
に
於
て
も
、
こ
の
巻
の
他
の
諸
章
に
於

て
の
如
く
、
言
葉
の
普
通
の
用
語
法
を
基
礎
と
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
か
の
第
九
巻
第
十
章

に
於
け
る kuriw

vtata o[n

（
最
も
優
越
な
存
在
）
が
用
語
上
最
も
普
通
な
意
味
に
於
け
る
存
在
を
謂
い
、
そ
し

て
そ
れ
は
繋
辞
の
「
あ
る
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
解
す
る
イ
エ
ー
ガ
ー
の
解
釈
は
疑
問
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

最
も
普
通
に
用
い
ら
れ
る
虚
偽
の
意
味
は
寧
ろ
、
語
義
篇
の
示
す
如
く
、
虚
偽
の
物
と
い
う
意
味
に
於
け
る
虚
偽

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
ロ
ス
の
主
張
す
る
如
く
、
か
の kuriw

vtata o[n 

な
る
二
字
は
抹
殺
さ
る
べ
き
も
の
で
あ

ろ
う
か
。
我
々
は
こ
の
見
解
に
も
容
易
に
賛
成
し
得
な
い
。
第
五
巻
第
二
十
九
章
に
於
け
る
虚
偽
の
意
味
の
分
析

が
日
常
の
用
語
法
の
基
礎
の
上
に
、
ま
た
特
に
ア
ン
テ
ィ
ス
テ
ネ
ス
の
用
語
法
に
関
聯
し
て
行
わ
れ
て
い
る
に
せ

よ
、
こ
の
巻
の
他
の
諸
章
に
於
け
る
仕
方
か
ら
推
察
し
て
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
こ
こ
で
虚
偽
の
物
と
い
う
意
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

味
に
於
け
る
虚
偽
の
概
念
を
単
純
に
排
斥
し
て
し
ま
う
た
め
に
挙
げ
た
も
の
と
は
解
し
難
い
。
寧
ろ
真
理
及
び
虚

偽
は
一
定
の
意
味
に
於
て
は
物
若
く
は
存
在
に
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
ら
は

思
惟
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
に
し
て
も
、
す
で
に
精
神
そ
の
も
の
が
人
間
の
存
在
の
本
来
の
存
在
性

を
形
作
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
真
な
る
人
、
偽
り
の
人
と
い
う
が
如
き
意
味
に
於
け
る
真
偽
の
概
念
は
根
源

的
な
も
の
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
実
際
、
我
々
は
真
理
の
概
念
が
存
在
す
る
も
の
に
就
い
て
語
ら
れ
て
い
る
の
を
見
出
し
た
。
恒
に
存
在

す
る
も
の
の
原
理
は
「
最
も
真
な
る
も
の
」
と
云
わ
れ
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
、
か
よ
う
な
こ
と
の
意
味
が
十
分

理
解
さ
れ
る
た
め
に
は
、
先
に
論
じ
た
こ
と
以
上
の
考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
勿
論
、
存
在
が
真
と
呼

ば
れ
る
場
合
に
し
て
も
、
精
神
の
認
識
す
る
活
動
と
全
然
無
関
係
で
あ
り
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
認
識

は
つ
ね
に
対
象
の

0

0

0

認
識
で
あ
る
が
、
認
識
す
る
活
動
は
対
象
に
対
し
て
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
認
識
は
構
成
を
も
生
産
を
も
意
味
せ
ず
、
却
っ
て
あ
ら
ゆ
る
認
識
は
つ
ね
に
た
だ
発
見
0

0

す
る
0

0

（euJrivskein

）
こ
と
で
あ
り
、
存
在
を
開
示
す

0

0

0

る0

（ajlhqeuvein

）
こ
と
で
あ
っ
た
。
認
識
過
程
そ
の
も
の

は
決
し
て
創
造
す
る
の
で
も
な
く
発
明
す
る
の
で
も
な
く
、
却
っ
て
た
だ
既
に
そ
こ
に
在
る
も
の
を
そ
の
真
の
姿

に
於
て
見
出
す
の
み
で
あ
る
。
認
識
は
も
と
よ
り
作
用
で
あ
り
、
精
神
の
優
越
な
活
動
で
あ
る
が
、
同
時
に
特
殊
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な
受
動
性
で
あ
り
、
優
越
な
受
容
性

0

0

0

で
あ
る
。
か
く
の
如
き
受
動
性
乃
至
受
容
性
は
或
る
宗
教
的
態
度
と
通
ず
る

も
の
が
あ
り
、
ギ
リ
シ
ア
的
敬
虔
を
背
景
と
し
て
理
解
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
も
し
認
識

が
存
在
を
開
示
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
真
理
と
は
開
示
さ
れ
た
存
在

0

0

0

0

0

0

0

を
、
虚
偽
と
は
蔽
わ
れ
た
存
在

0

0

0

0

0

0

を
意
味
し
得
る
で
あ
ろ
う
。「
真
と
し
て
の
存
在
」（o]n w
JV ajlhqevV

）
と
は
開
示
さ
れ
た
存
在
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

「
偽
と
し
て
の
存
在
」（o]n w

JV to; y
eu:doV

）
と
は
蔽
わ
れ
た
存
在
の
こ
と
で
あ
る
。
学
の
道
は
偽
と
し
て
の
存

在
即
ち
蔽
わ
れ
た
存
在
を
蔽
わ
れ
る
こ
と
な
き
存
在
即
ち
真
と
し
て
の
存
在
に
な
し
、
か
く
て
顕
な
る
存
在
を
現

0

0

0

0

0

0

0

在
的
に
所
有
す
る

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
真
と
し
て
の
存
在
及
び
偽
と
し
て
の
存
在
の
右
の
如
き
意
味
は
、
或
る

存
在
は
そ
の
本
性
上
十
分
な
意
味
で
開
示
可
能
性
を
有
せ
ず
他
の
存
在
は
そ
の
本
性
上
か
か
る
開
示
可
能
性
を
有

す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
最
も
優
越
な
存
在
は
ま
た
そ
の
本
性
上
最
大
の
開
示
可
能
性
を
有
す
る
と

い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
更
に
高
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
固
よ
り
真
も
し
く
は
偽
と
し
て
の
存
在
と
い
う
場
合
、
ど

こ
ま
で
も
精
神
に
対
す
る
関
係
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
「
思
惟
の
う
ち
に
」
於
け
る
存
在
の
意
味

を
離
れ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
、既
に
最
初
に
述
べ
て
お
い
た
如
く
、

学
乃
至
認
識
そ
の
も
の
が
生
の
一
形
態
で
あ
り
、
観
想
的
生
活
と
し
て
生
の
最
高
の
段
階
に
属
す
る
と
い
う
こ
と

が
、今
想
起
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。こ
の
よ
う
な
関
係
に
於
て
、生
の
立
場
か
ら
は
、 bivoV qew

rhtikovV

（
観



一
〇
九

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

想
的
生
活
）
の
立
場
か
ら
は
、 o]n w

JV ajlhqevV

（
真
と
し
て
の
存
在
）
こ
そ
、
最
も
優
越
な
意
味
に
於
け
る
存
在

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
見
地
か
ら
は
、
真
と
し
て
の
存
在
が
思
惟
の
う
ち
に
於
け
る
存
在
で
あ
る
と
い

う
こ
と
こ
そ
、
却
っ
て
こ
の
存
在
の
優
越
性
を
意
味
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
本
性
上
最
も
顕
な
る

存
在
を
開
示
し
て
現
在
的
に
所
有
す
る
と
こ
ろ
に
テ
オ
リ
ア
は
完
成
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
最
高

の
存
在
が
導
き
入
れ
ら
れ
た
後
、
そ
の
認
識
に
就
い
て
、
従
っ
て
ま
た
ヌ
ー
ス
に
就
い
て
語
る
に
当
り
、
第
九
巻

第
十
章
に
於
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
真
或
は
偽
と
し
て
の
存
在
を kuriw

vtata o[n

（
最
も
優
越
な
存
在
）
と

称
し
た
の
も
偶
然
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
お
残
り
得
る
疑
問
を
な
く
す
る
た

め
に
、
我
々
は
こ
の
箇
所
で
云
わ
れ
て
い
る
認
識
及
び
真
理
の
意
味
を
究
め
、
進
ん
で
ヌ
ー
ス
と
呼
ば
れ
る
も
の

の
性
質
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

三

開
示
す
る
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
判
断
の
固
有
な
対
象
は
結
合
さ
れ
た
も
の
（suvnqeton

）
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
結

合
さ
れ
ぬ
も
の
（ajsuvnqeton

）
に
就
い
て
は
真
及
び
偽
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
形
而
上
学
第
九
巻
第
十
章

に
於
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
特
殊
な
問
題
で
あ
る
。
結
合
さ
れ
ぬ
も
の
は
判
断
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
こ
と
が
出



一
一
〇

来
な
い
。
判
断
は
結
合
す
る
思
惟
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
結
合
さ
れ
ぬ
、
単
純
な
も
の
の
把
捉
は
単
純
な
、
直

接
的
な
把
捉
で
あ
る
。
こ
の
場
合
「
触
れ
る
こ
と
と
う
け
が
ふ
こ
と
」（qigei:n kai; φavnai

）
が
真
で
あ
り
、
無

知
と
は
「
触
れ
ぬ
こ
と
」
で
あ
る
。「
う
け
が
ひ
」（φavsiV

）
は
判
断
の
場
合
結
合
に
よ
っ
て
生
ず
る
「
肯
定
」

（katav φasiV
）
と
は
異
な
り
、
単
純
に
う
な
づ
く
こ
と
で
あ
る
。
判
断
に
於
け
る
肯
定
は
つ
ね
に
否
定
に
対
し
、

ま
た
そ
の
真
は
つ
ね
に
偽
に
対
し
て
い
る
。
然
る
に
直
接
的
な
直
観
的
な
把
捉
に
於
て
は
誤
る
と
い
う
こ
と
が
な

い
。
こ
の
場
合
に
は
「
誤
謬
」（ajpavth

）
と
い
う
も
の
は
な
く
、た
だ
「
無
知
」（a[gnoia

）
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

無
知
と
は
そ
れ
に
触
れ
ぬ
こ
と
で
あ
っ
て
、
認
識
は
そ
れ
に
触
れ
る
こ
と
で
あ
り
、「
直
観
的
に
知
る
」（noei:n

）

こ
と
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
、
結
合
さ
れ
た
も
の
と
結
合
さ
れ
ぬ
も
の
と
、
存
在
の
異
な
る
に
従
っ
て
、
真
理
の

意
味
も
同
じ
で
な
い
。
判
断
に
於
け
る
場
合
と
直
観
知
に
於
け
る
場
合
と
、
真
理
に
は
二
つ
の
種
類
が
あ
る
。
後

の
場
合
認
識
は
も
は
や
悟
性
の
認
識
で
な
く
、
却
っ
て
ヌ
ー
ス
に
属
す
る
。
結
合
さ
れ
た
も
の
と
結
合
さ
れ
ぬ
も

の
と
に
関
係
す
る
二
つ
の
種
類
の
真
理
認
識
は
、
学
（ejpisthvmh

）
と
叡
智
（nou:V

）
と
に
配
分
さ
れ
る
こ
と
が

出
来
る
で
あ
ろ
う
。
形
而
上
学
は
智
慧
即
ち
「
叡
智
且
つ
学
」
と
し
て
、
そ
の
認
識
は
悟
性
的
判
断
的
で
あ
る
の

み
で
な
く
、
ま
た
直
観
知
を
目
差
し
て
い
る
。
学
の
立
場
に
立
つ
限
り
、
判
断
的
認
識
の
真
及
び
偽
が
本
来
の
真

及
び
偽
と
考
え
ら
れ
る
が
、
智
慧
の
立
場
は
他
の
、
よ
り
高
き
真
及
び
偽
の
概
念
を
も
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

結
合
さ
れ
ぬ
も
の
と
は
可
能
性
を
含
ま
ぬ
絶
対
的
な
現
実
性
、
質
料
を
含
ま
ぬ
純
粋
な
形
相
を
謂
い
、
か
か
る
も

の
と
し
て
生
成
も
せ
ず
消
滅
も
せ
ず
、
永
遠
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
存
在
そ
の
も
の
」（to; o]n aujtov

）
と

も
呼
ば
れ
て
い
る
。
か
く
の
如
き
優
越
な
存
在
に
就
い
て
の
真
理
は
優
越
な
意
味
に
於
け
る
真
と
し
て
の
存
在
で

あ
る
。

我
々
は
い
ま
精
神
論
第
三
巻
に
於
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
若
干
参
照
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
思

う
。
こ
こ
で
は
真
及
び
偽
と
い
う
語
は
極
め
て
広
く
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
先
ず
感
性
知
覚
に
適
用
さ
れ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
と
、
感
性
的
に
知
覚
さ
れ
る
も
の
に
三
種
の
区
別
が
あ
る
。
一
、「
固
有
な
も
の
」、
固

有
に
知
覚
さ
れ
る
も
の
（i[dion aijsqhtovn
）、
視
覚
に
対
す
る
色
、
聴
覚
に
対
す
る
音
の
如
く
、
そ
の
知
覚
が
一

定
の
感
官
に
限
ら
れ
て
い
る
も
の
。
二
、「
共
通
な
も
の
」、
共
通
に
知
覚
さ
れ
る
も
の
（koino;n aijsqhtovn

）、

運
動
や
大
い
さ
の
如
く
、
多
く
の
若
く
は
凡
て
の
感
官
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
得
る
も
の
。
三
、「
附
帯
的
な
も
の
」、

附
帯
的
に
知
覚
さ
れ
る
も
の
（aijsqhto;n kata; sumbebhkovV

）、
我
々
は
普
通
単
に
赤
い
色
を
見
る
の
で
な
く
、

却
っ
て
夕
焼
の
赤
い
色
、
火
事
の
赤
い
色
を
見
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
附
帯
的
に
知
覚
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。

第
一
の
種
類
の
も
の
に
就
い
て
は
虚
偽
は
存
し
な
い
。
赤
を
見
て
、
赤
と
し
て
い
る
限
り
誤
る
こ
と
が
な
い
。
そ

れ
は
夕
焼
の
赤
だ
と
す
る
と
き
誤
る
の
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
実
際
に
は
火
事
の
た
め
に
空
が
赤
く
な
っ
て
い
る
の



一
一
二

だ
か
ら
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
固
有
な
も
の
の
知
覚
は
つ
ね
に
真
で
あ
り
、
最
も
稀
に
し
か
偽
で
あ
る
こ
と
が

な
い
、
と
云
っ
て
い
る
。
然
る
に
附
帯
的
に
知
覚
さ
れ
る
も
の
に
就
い
て
は
、
今
例
示
し
た
如
く
、
知
覚
は
屡
々

誤
る
。
共
通
に
知
覚
さ
れ
る
も
の
に
就
い
て
は
特
に
そ
う
で
あ
る
。
運
動
し
て
い
る
の
は
我
々
自
身
で
あ
る
の
に
、

静
止
せ
る
物
が
運
動
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
、
ま
た
我
々
に
対
す
る
距
離
に
従
っ
て
物
は
よ
り
大
き
く
も
よ
り
小

さ
く
も
見
え
る
。
更
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
構
想
力
（φantasiva

）
に
就
い
て
も
ま
た
、
夢
の
例
を
引
い
て
、

そ
れ
は
多
く
の
場
合
偽
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
比
量
的
思
惟
の
能
力
た
る
悟
性
の
判
断
、
そ
の
肯
定
と
否
定

と
に
真
及
び
偽
が
属
す
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
更
に
ヌ
ー
ス
（
叡
智
）
に
関
し
て

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
こ
の
書
の
中
で
、
ヌ
ー
ス
の
作
用
は
感
性
知
覚
の
作
用
の
如
き
も
の
で
あ
る
と
云
っ
た
こ
と

は
有
名
で
あ
る
。
叡
智
の
叡
智
的
な
も
の
に
対
す
る
関
係
は
、
知
覚
の
知
覚
さ
れ
る
も
の
に
対
す
る
関
係
と
同
様

で
あ
る
。
感
性
知
覚
は
直
観
的
で
あ
り
、
且
つ
固
有
に
知
覚
さ
れ
る
も
の
に
就
い
て
は
誤
る
こ
と
が
な
い
と
い

う
性
質
を
有
す
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
書
い
て
い
る
、「
と
こ
ろ
で
命
題
は
、
肯
定
の
場
合
の
如
く
、
或
る
も

の
に
就
い
て
或
る
も
の
を
（ti; kata; tinovV

）
述
語
し
、
そ
の
凡
て
は
真
で
あ
る
か
偽
で
あ
る
か
で
あ
る
。
然
る

に
ヌ
ー
ス
は
つ
ね
に
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
対
象
が
本
質
の
意
味
に
於
け
る
何
か
（to; tiv ejsti kata; to; tiv h\n 

ei\nai

）で
あ
り
、或
る
も
の
に
就
い
て
或
る
も
の
を
述
語
す
る
の
で
な
い
場
合
、そ
れ
は
つ
ね
に
真
で
あ
る
。
然
し
、
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

固
有
な
も
の
の
視
覚
は
真
で
あ
る
が
、
白
い
も
の
が
人
間
で
あ
る
か
ど
う
か
の
問
題
に
於
て
は
視
覚
は
つ
ね
に
真

で
あ
る
の
で
な
い
よ
う
に
、
質
料
を
含
ま
ぬ
も
の
に
関
し
て
も
同
様
の
関
係
に
あ
る
」。
視
覚
に
と
っ
て
固
有
な

も
の
は
色
で
あ
る
が
、
ヌ
ー
ス
の
固
有
な
対
象
は
実
有
で
あ
る
と
こ
ろ
の
本
質
（tiv h\n ei\nai

）
で
あ
っ
て
、
こ

の
場
合
そ
れ
は
誤
る
こ
と
が
な
い
。
悟
性
は
比
量
的
で
あ
っ
て
、「
或
る
も
の
に
就
い
て
或
る
も
の
」
を
述
語
す

る
故
に
、
そ
れ
に
は
虚
偽
が
生
じ
得
る
、「
な
ぜ
な
ら
虚
偽
は
つ
ね
に
結
合
の
う
ち
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
」。
こ

れ
に
反
し
て
ヌ
ー
ス
は
そ
れ
自
身
分
割
さ
れ
ぬ
単
純
な
即
ち
直
観
的
な
作
用
と
し
て
、
分
割
さ
れ
ぬ
も
の
、
結
合

さ
れ
ぬ
も
の
を
直
接
的
に
捉
え
る
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
真
及
び
偽
は
多
く
の
仕
方
で
、
も
と
よ
り
偶
然
的
な
多
義
性
に
於
て
で
な
く
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
従

っ
て
語
ら
れ
る
。
就
中
感
性
知
覚
と
ヌ
ー
ス
と
の
間
に
は
密
接
な
比
論
が
存
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
す
で
に
感

性
知
覚
は
「
質
料
を
含
ま
ぬ
感
性
的
形
相
に
対
す
る
受
容
者
」（tov dektiko;n tw

:n aijsqhtw
:n eijdw

:n a[neu th:V 

u{lhV

）
で
あ
る
。
我
々
が
石
を
知
覚
す
る
と
き
、
知
覚
の
受
容
す
る
の
は
石
の
質
料
と
結
び
付
い
た
石
の
形
相
で

は
な
く
、
か
か
る
石
か
ら
た
だ
そ
の
形
相
の
み
を
掬
い
取
る
の
で
あ
る
。
知
覚
す
る
精
神
の
う
ち
へ
入
っ
て
来
る

の
は
質
料
か
ら
乖
離
さ
れ
た
形
相
で
あ
る
。
こ
の
点
に
於
て
も
知
覚
は
す
で
に
ヌ
ー
ス
と
類
似
し
て
い
る
。
ヌ
ー

ス
の
思
惟
す
る
の
は
純
粋
な
即
ち
質
料
か
ら
乖
離
さ
れ
た
形
相
で
あ
る
。「
叡
智
的
な
も
の
及
び
実
有
に
対
す
る



一
一
四

受
容
者
が
ま
さ
に
ヌ
ー
ス
で
あ
る
」（to; ga;r dektiko;n tou: nohtou: kai; th:V oujsivaV nou:V

）
と
云
わ
れ
て

い
る
。
叡
智
的
な
も
の
と
は
結
合
さ
れ
ぬ
も
の
（ajdiaivreta, ajsuvnqeta

）、
単
純
な
る
も
の
（aJpla:

）、
質
料

を
含
ま
ぬ
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
実
有
（oujsiva

）
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
形
相
は
質
料
か
ら
乖
離
さ
れ
て
知
覚
さ

れ
、
ま
た
思
惟
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
精
神
（y

uchv

）
は
そ
の
よ
う
な
形
相
の
受
容
者
で
あ
る
。
精
神
は
「
可

能
的
に
は
形
相
及
び
叡
智
的
な
も
の
の
場
所
」（dunavmei tovpoV eijdw

:n kai; nohtw
:n

）
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
可

能
的
」
と
云
わ
れ
る
の
は
、人
間
的
精
神
は
な
お
変
化
的
で
あ
っ
て
、つ
ね
に
そ
の
機
能
を
営
む
こ
と
な
く
、屡
々

眠
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
精
神
論
第
三
巻
の
中
に
は
更
に
次
の
如
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
精
神
の
知
覚
的
部

分
及
び
知
識
的
部
分
は
可
能
的
に
は
対
象
と
同
一
で
あ
る
。
即
ち
、
一
方
は
知
覚
の
対
象
と
、
他
方
は
知
識
の
対

象
と
同
一
で
あ
る
。
そ
こ
で
必
然
的
に
そ
れ
ら
の
機
能
は
、
も
し
物
そ
の
も
の
と
同
一
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
形

相
と
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
そ
れ
ら
は
物
そ
の
も
の
で
は
な
い
、
な
ぜ
な
ら
精
神
の
う
ち
に
あ
る
の

は
石
で
な
く
て
、
石
の
形
相
で
あ
る
。
か
く
て
精
神
は
手
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
手
が
機
関
の
機
関
で

あ
る
よ
う
に
、
ヌ
ー
ス
は
形
相
の
形
相
で
あ
り
、
知
覚
は
知
覚
的
な
も
の
の
形
相
で
あ
る
。」
精
神
は
一
切
を
受

容
し
、
一
切
に
な
ろ
う
と
欲
す
る
。
対
象
と
融
合
し
、
こ
れ
と
一
に
な
ろ
う
と
欲
す
る
と
い
う
こ
と
が
精
神
の
本

性
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
が
物
と
同
一
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
物
の
形
相
と
同
一
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
知
覚
が
自



一
一
五

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

己
の
う
ち
に
所
有
し
得
る
の
は
知
覚
さ
れ
る
も
の
の
形
相
で
あ
る
。
然
る
に
ヌ
ー
ス
は
本
来
叡
智
的
な
、
質
料
か

ら
乖
離
さ
れ
た
純
粋
な
実
有
、
可
能
性
を
含
ま
ぬ
現
実
的
存
在
の
受
容
者
と
し
て
、
か
か
る
も
の
と
全
体
的
に
同

一
に
な
る
こ
と
が
出
来
る
。「
ヌ
ー
ス
は
そ
の
現
実
性
に
於
て
は
物
で
あ
る
」（oJ nou:V ejsti;n oJ kat= ejnevrgeian 

ta; pravgmata

）
と
云
わ
れ
て
い
る
。
精
神
も
或
る
意
味
で
は
存
在
で
あ
る
（hJ y

uchv ta; o[nta pw
vV ejstin

）。

知
覚
は
知
覚
さ
れ
た
も
の
と
、
知
識
は
知
識
さ
れ
た
も
の
と
、
或
る
意
味
で
は
同
一
で
あ
る
。
た
だ
精
神
は
そ
の

機
能
を
持
続
的
に
行
い
難
い
に
反
し
て
、
ヌ
ー
ス
は
も
と
或
る
時
に
は
思
惟
し
、
或
る
時
に
は
思
惟
し
な
い
と
い

う
が
如
き
も
の
で
な
く
、
一
般
に
時
の
う
ち
に
な
い
。
そ
れ
は
今0

で
あ
り
、
絶
え
ず
現
在
的
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
察
は
真
と
し
て
の
存
在
の
問
題
に
対
し
て
解
明
的
で
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

は
知
る
も
の
と
知
ら
れ
る
も
の
と
の
間
に
同
一
性
の
対
応
を
認
め
た
。「
同
じ
も
の
は
同
じ
も
の
に
よ
っ
て
知
ら

れ
る
」（ginw

vskesqai ga;r tw
:/ oJmoivw

/ to; o{moion
）。
感
性
知
覚
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
も
の
は
感
性
的
な
も
の

で
あ
り
、
結
合
と
分
離
を
含
む
悟
性
の
作
用
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
も
の
は
結
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
分
割
さ
れ

ぬ
ヌ
ー
ス
の
直
観
的
思
惟
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
も
の
は
分
割
さ
れ
ぬ
、
質
料
を
含
ま
ぬ
純
粋
な
形
相
で
あ
る
。
感

性
知
覚
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
も
の
が
感
性
的
な
も
の
、
叡
智
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
も
の
が
叡
智
的
な
も
の
と
呼
ば

れ
る
と
い
う
こ
と
も
、
知
る
も
の
と
知
ら
れ
る
も
の
と
の
間
に
同
一
性
の
対
応
が
存
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て



一
一
六

基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
真
理
に
就
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
真
理
は
先
ず
何
よ
り
も
物
を

そ
れ
の
あ
る
が
ま
ま
に
開
示
す
る
限
り
に
於
け
る
知
性
の
う
ち
に
あ
る
（「
主
観
的
真
理
」）。
真
理
は
次
に
物
に

就
い
て
語
ら
れ
る
。
認
識
さ
れ
た
物
も
、
知
性
に
対
し
て
或
る
関
聯
を
有
し
、
知
性
と
一
致
す
る
限
り
に
於
て
真

と
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
（「
客
観
的
真
理
」）。
然
し
更
に
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
そ
の
も
の
と
し
て
何
等
か
の
仕

方
で
開
示
可
能
的
で
あ
る
故
に
、
真
理
は
凡
て
の
存
在
の
属
性
で
あ
り
、
一
の
超
越
概
念

0

0

0

0

（transcendentia

）
と

見
做
さ
れ
る
。
伝
統
的
な
存
在
論
に
於
て
「
形
而
上
学
的
真
理
」
と
云
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て

ト
マ
ス
は
「
善
が
存
在
と
転
換
さ
れ
る
よ
う
に
、
真
理
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
」（sicut bonum

 convertitur cum
 

ente, ita et verum

）
と
書
い
て
い
る
。
そ
の
本
性
上
自
己
自
身
に
於
て
最
大
の
開
示
可
能
性
を
有
す
る
も
の
は
そ

の
存
在
そ
の
も
の
が
最
高
の
真
理
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
か
か
る
最
高
の
存
在
は
質
料
を
含
ま
ぬ

純
粋
な
形
相
と
し
て
の
実
有
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
感
性
的
な
も
の
で
な
い
故
に
、
そ
れ
の
開
示
は
た
だ
ヌ

ー
ス
に
の
み
属
す
る
。ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
分
析
論
の
中
で
原
理
を
開
示
す
る
ヌ
ー
ス
は
論
証
的
な
学
よ
り
も「
よ

り
真
」（ajlhqevsteron

）
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
の
中
で
は
、「
原
理
は
事
実
（to; 

o{ti

）
で
あ
る
、
そ
し
て
こ
の
も
の
が
十
分
に
明
ら
か
に
現
れ
る
と
き
、
何
等
の
証
明
（to; diovti

）
も
附
け
加
わ

る
を
要
し
な
い
」
と
云
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
存
在
の
直
観
的
な
把
捉
に
論
証
的
な
知
識
よ
り
も
優
位
が
認
め



一
一
七

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

ら
れ
る
。
然
し
感
性
は
感
性
的
実
有
か
ら
た
だ
そ
の
形
相
の
み
を
受
容
す
る
に
反
し
て
、
ヌ
ー
ス
は
叡
智
的
な
、

質
料
を
含
ま
ぬ
実
有
の
受
容
者
と
し
て
こ
の
も
の
と
一
に
な
る
こ
と
が
出
来
る
。
対
象
の
受
容
に
よ
っ
て
対
象
と

融
合
し
一
に
な
ろ
う
と
す
る
精
神
の
要
求
は
、
ヌ
ー
ス
に
於
て
実
現
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
精
神
に
実
在
性
が
与

え
ら
れ
る
。
最
高
の
真
理
と
し
て
の
最
高
の
存
在
の
直
接
的
な
テ
オ
リ
ア
に
於
て
観
想
的
生
活
は
完
成
し
、
そ
れ

に
よ
っ
て
こ
の
生
活
そ
の
も
の
が
「
真
な
る
」
生
活
と
な
る
の
で
あ
る
。
学
を
生
の
一
形
態
と
見
る
立
場
に
と
っ

て
か
か
る
「
真
な
る
」
生
活
こ
そ
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。



一
一
八

第
五
章　

実
有
の
概
念

一

存
在
は
種
々
の
意
味
に
於
て
語
ら
れ
る
が
、
特
に
「
実
有
」（oujsiva

）
の
意
味
に
於
て
語
ら
れ
る
。
実
有
の
概

念
は
他
の
範
疇
の
形
式
に
於
け
る
存
在
に
対
し
て
規
定
さ
れ
る
。
こ
の
関
係
に
於
て
実
有
は「
第
一
次
的
な
存
在
」

（to; prw
vtw

V o[n

）
と
考
え
ら
れ
る
。
他
の
範
疇
に
従
っ
て
語
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
と
云
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が

実
有
の
、
或
は
性
質
、
或
は
量
、
或
は
状
態
等
で
あ
る
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
色
白
く
あ
る
と
か
、
五
尺
の
丈
で
あ

る
と
か
、
性
質
や
量
の
範
疇
に
於
て
現
さ
れ
る
も
の
は
、
そ
れ
自
身
に
於
て
、
独
立
に
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て

実
有
に
於
て
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
実
有
に
就
い
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
実
有
は
そ
れ
ら
の
基
礎
に
横

た
わ
り
、
実
有
な
し
に
は
そ
れ
ら
は
語
ら
れ
な
い
。
こ
の
意
味
に
於
て
実
有
は
「
基
体
」（uJpokeivmenon

）
と
考

え
ら
れ
る
。
他
の
範
疇
は
い
わ
ば
「
存
在
の
ひ
こ
ば
え
で
あ
り
、
附
帯
物
で
あ
る
」。
実
有
は
本
性
上
そ
れ
ら
よ

り
も
よ
り
先
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
第
一
次
的
な
存
在
」
と
い
う
こ
と
が
実
有
の
一
般
的
な
規
定
で
あ
る
。

実
有
が
第
一
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
三
様
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一
、
他
の
範
疇
の
存
在
は
独
立
な
も



一
一
九

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

の
（cw

ristovn

）
と
し
て
存
在
し
な
い
が
、
実
有
の
み
は
独
立
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
。
実
有
の
他
の
範
疇
に

対
す
る
優
先
は
単
に
、
前
者
は
後
者
な
し
に
存
在
し
得
る
が
、
後
者
は
前
者
な
し
に
は
存
在
し
得
な
い
と
い
う
意

味
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
実
有
を
前
提
し
な
い
で
性
質
は
考
え
ら
れ
な
い
と
同
様
、
性
質
を
も
た
ぬ

実
有
も
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。寧
ろ
実
有
は「
い
つ
も
こ
の
よ
う
な
範
疇
の
う
ち
に
現
れ
て
い
る
も
の
」（o{per 

ejm φaivnetai ejn th:/ kathgoriva/ th:/ toiauvth/

）
で
あ
る
。
そ
れ
は
基
体
と
云
わ
れ
る
に
し
て
も
現
象
の
背
後
に

隠
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
「
限
定
さ
れ
た
基
体
」（uJpokeivmenon w

Jrismevnon

）
と
し
て
い
つ
も
範
疇
の

う
ち
に
現
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
実
有
が
第
一
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
独
立
な
も
の

で
あ
る
に
反
し
て
、
他
の
範
疇
は
独
立
に
存
在
し
得
ず
実
有
に
於
て
存
在
す
る
と
い
う
意
味
に
理
解
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
二
、
実
有
は
概
念
上
に
於
て
第
一
の
も
の
で
あ
る
。
各
々
の
物
の
概
念
の
う
ち
に
は
そ
れ
の
実
有
の

概
念
が
内
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
三
、実
有
は
更
に
認
識
上
に
於
て
第
一
の
も
の
で
あ
る
。

我
々
は
各
々
の
物
を
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
を
知
る
と
き
、
そ
れ
が
有
す
る
性
質
、
量
、
或
は
場
所
な
ど
を
知
る

と
き
よ
り
も
、
よ
り
よ
く
知
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
述
語
の
各
々
に
就
い
て
も
、
性
質
と
は
何
か
、
量
と
は

何
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
と
き
、
我
々
は
こ
れ
を
知
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
実
有
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
二
重
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
形
而
上
学
の
う
ち
実
有
篇
と
称
せ



一
二
〇

ら
れ
る
も
の
の
最
初
の
巻
即
ち
第
七
巻
は
、
実
有
の
意
味
に
於
け
る
存
在
と
性
質
、
量
、
そ
の
他
こ
の
種
の
範
疇

に
於
け
る
存
在
と
を
対
立
さ
せ
て
区
別
す
る
こ
と
を
も
っ
て
始
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
実
有
は tiv ejsti 

kai; tovde ti 
と
い
う
句
で
現
さ
れ
て
い
る
。
然
る
に
か
の
語
義
篇
の
う
ち
、
存
在
の
語
ら
れ
る
種
々
の
意
味
を

論
じ
、
既
に
述
べ
た
如
く
お
よ
そ
四
種
に
区
別
し
た
第
七
章
に
於
て
は
、
範
疇
に
於
け
る
存
在
と
し
て
、
一
方
で

は
実
有
、
他
方
で
は
性
質
、
量
、
関
係
、
能
動
も
し
く
は
受
動
、
何
処
に
、
何
時
と
い
う
他
の
範
疇
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
実
有
は
単
に tiv ejsti 

と
い
う
語
で
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
の
箇
所
に
於
て
も
実
有
は 

tiv ejsti 

及
び tovde ti 
の
二
重
の
表
現
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
問
題
が
隠
さ
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
な

ぜ
な
ら
、
一
方 tovde ti 

と
い
う
語
は
「
こ
の
も
の
」
と
い
う
意
味
に
於
て
個
物
を
表
す
が
、
他
方 tiv ejsti 

と

い
う
語
は
も
と
「
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
物
の
本
質
に
就
い
て
の
問
を
表
す
の
で
あ
っ
て
、
こ
の

物
が
個
別
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
普
遍
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
本
質
は
た
だ
一
の
普
遍
と
し
て
も
し
く
は

普
遍
の
結
合
と
し
て
言
い
表
さ
れ
得
る
の
み
で
あ
る
。
第
七
巻
の
右
の
箇
所
に
於
て
も
実
有
は
、
何
で
あ
る
か
と

い
う
問
に
対
す
る
答
と
見
做
さ
れ
、
こ
の
問
は
人
間
と
か
神
と
か
と
答
え
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
然
る
に
例
え

ば
「
人
間
」
は
真
の
意
味
に
於
け
る
個
物
で
は
な
い
。
そ
れ
は
寧
ろ
個
物
の
普
遍
的
な
本
質
を
表
し
て
い
る
。
か

く
て tiv ejsti kai; tovde ti 

と
し
て
現
さ
れ
る
実
有
の
概
念
は
矛
盾
で
な
け
れ
ば
少
な
く
と
も
両
義
的
で
あ
る
よ



一
二
一

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

う
に
見
え
る
。
か
か
る
両
義
性
は
実
有
が
第
一
の
も
の
と
考
え
ら
れ
た
場
合
に
既
に
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ロ

ス
の
指
摘
し
た
如
く
、
実
有
が
独
立
な
も
の
（cw

ristovn

）
と
い
う
意
味
で
第
一
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
場
合
、

実
有
は
個
物
を
意
味
す
る
が
、
然
し
実
有
が
認
識
上
に
於
て
第
一
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
場
合
、
実
有
は
本
質
を

表
し
、
従
っ
て
何
等
か
普
遍
的
な
も
の
を
意
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
存
在
上

0

0

0

の
第
一
の
も
の
は
認0

識
上
0

0

の
第
一
の
も
の
と
同
じ
で
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

実
有
の
概
念
の
か
く
の
如
き
両
義
性
は
、
範
疇
論
に
於
け
る
二
種
の
実
有
の
説
に
相
応
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は

「
第
一
実
有
」（prw

vth oujsiva

）
と
「
第
二
実
有
」（deutevra oujsiva

）
と
が
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
区
別

に
於
て
、
前
者
は tovde ti 

に
、
後
者
は tiv ejsti 

に
相
応
す
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。「
最
も
優
越
な
、

第
一
次
的
な
、
最
も
多
く
語
ら
れ
る
意
味
に
於
け
る
実
有
は
、
或
る
基
体
に
就
い
て
語
ら
れ
る
の
で
も
な
く
ま
た

或
る
基
体
の
う
ち
に
あ
る
の
で
も
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
こ
の
特
定
の
人
間
、
こ
の
特
定
の
馬
と
い
う
が

如
き
も
の
で
あ
る
。」
本
来
の
意
味
に
於
て
実
有
と
云
わ
れ
る
の
は
、こ
の
特
定
の
も
の
、個
別
的
な
も
の
で
あ
る
。

「
然
る
に
第
二
実
有
と
称
せ
ら
れ
る
の
は
、
第
一
次
的
な
意
味
に
於
け
る
実
有
が
そ
の
う
ち
に
属
す
る
種
で
あ
り
、

更
に
ま
た
こ
の
よ
う
な
種
の
類
で
あ
る
。
例
え
ば
或
る
特
定
の
人
間
は
人
間
と
い
う
種
に
属
し
、
こ
の
種
の
類
は

動
物
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
も
の
、
人
間
と
か
動
物
と
か
が
第
二
実
有
と
呼
ば
れ
る
。」
第
二
実
有
は
種
も
し
く



一
二
二

は
類
と
し
て
或
る
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
。
第
一
実
有
と
第
二
実
有
と
の
秩
序
の
区
別
に
於
て
、第
一
実
有
が「
第

一
の
」
実
有
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
独
立
に
存
在
す
る
も
の
即
ち cw

ristovn 

で
あ
る
と
い
う
こ
と
及
び
そ
れ
が

個
別
的
な
も
の
即
ち tovde ti 

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ
く
の
で
あ
っ
て
、
形
而
上
学
第
七
巻
に
於
て
も
こ
の

二
つ
の
規
定
は
実
有
の
根
本
的
規
定
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
第
二
実
有
と
云
わ
れ
る
も
の
は
独
立

に
存
在
し
な
い
も
の
、
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
。
第
二
実
有
も
第
一
実
有
に
定
位
を
と
っ
て
考
え
ら
れ
る
、
そ
こ

で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
種
は
類
よ
り
も
よ
り
多
く
実
有
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
第
一
実
有
に
よ
り
近
い
か
ら

と
云
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
本
来
の
意
味
に
於
け
る
実
有
を
個
別
的
実
有
と
考
え
た

こ
と
は
疑
わ
れ
な
い
が
、
然
し
す
で
に
第
二
実
有
と
い
う
が
如
き
普
遍
的
な
も
の
が
な
お
実
有
と
見
ら
れ
た
点
に

実
有
の
概
念
の
両
義
性
が
あ
る
の
み
で
な
く
、
特
に
認
識
の
見
地
か
ら
は
却
っ
て
こ
の
も
の
が
第
一
の
も
の
と
見

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
有
の
概
念
の
両
義
性
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
学
の
解
釈
に

於
て
種
々
の
困
難
な
問
題
を
提
供
し
て
い
る
。

こ
の
問
題
に
関
聯
し
て
就
中
ツ
ェ
ラ
ー i

は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
形
而
上
学
に
於
け
る
次
の
如
き
困
難
を
指
摘
し

た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
真
に
実
有
の
名
に
値
す
る
独
立
な
も
の
、自
己
自
身
に
於
て
存
在
す
る
も
の
は
、

i
　Eduard G

ottlob Zeller, 1814-1908.
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

た
だ
個
物
の
み
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
あ
ら
ゆ
る
知
識
は
実
在
的
な
も
の
に
関
係
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、

最
も
高
き
、
最
も
根
源
的
な
意
味
に
於
け
る
実
在
の
み
が
知
識
の
最
も
高
き
、
最
も
根
源
的
な
対
象
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
そ
れ
故
に
も
し
実
有
が
個
別
的
実
有
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
知
識
は
究
極
に
於
て
個
別
的
な

も
の
に
関
係
し
、
か
く
て
個
物
は
単
に
知
識
の
出
発
点
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
ま
た
そ
れ
の
最
も
本
質
的
な
内
容

と
対
象
を
形
作
る
筈
で
あ
る
。
然
る
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
否
認
し
て
い
る
。
学
は
彼
の
確

信
に
よ
る
と
個
物
に
関
係
す
る
の
で
な
く
、
普
遍
的
な
も
の
に
関
係
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
最
も
深
く
個
別

的
な
も
の
に
ま
で
降
っ
て
行
っ
た
場
合
に
も
な
お
、
そ
れ
は
決
し
て
個
物
そ
の
も
の
に
向
う
の
で
な
く
、
却
っ
て

つ
ね
に
た
だ
普
遍
概
念
に
向
う
の
で
あ
る
。
個
物
の
み
が
根
源
的
な
意
味
に
於
て
実
有
で
あ
り
、
か
か
る
個
物
は

数
に
於
て
無
限
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
如
何
に
し
て
学
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
体

系
に
於
け
る
根
本
的
な
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
既
に
リ
ッ
タ
ー
に
よ
っ
て
注
意
さ
れ
、
ハ
イ
ダ
ー
、
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
グ
ラ

ー
等
に
よ
っ
て
同
意
さ
れ
、論
究
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ア
ポ
リ
ア
は
、シ
ュ
ヴ
ェ
ー
グ
ラ
ー
の
語
を
用
い
れ
ば
、「
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
体
系
の
全
体
を
最
も
微
細
な
血
管
に
至
る
ま
で
貫
い
て
い
て
解
決
さ
れ
て
お
ら
ぬ
矛
盾
」
と
見

做
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ツ
ェ
ラ
ー
の
如
き
も
そ
れ
を
こ
の
体
系
に
於
て
甚
だ
邪
魔
に
な
る
矛
盾
で
あ
る
と
論

結
し
た
。
そ
し
て
彼
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
普
遍
概
念
の
プ
ラ
ト
ン
的
実
体
化
を
却
け
た
が
、
然
し
そ
の
二
つ



一
二
四

の
前
提
、
即
ち
た
だ
普
遍
的
な
も
の
の
み
が
知
識
の
対
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
及
び
知
識
の
真
理
性
は
そ
の
対
象

の
実
在
性
と
歩
調
を
同
じ
う
す
る
と
い
う
こ
と
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
の
で
あ
っ
て
、
両
者
を
矛
盾
の
な
い

仕
方
で
結
合
す
る
こ
と
は
ど
う
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
、
と
云
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
も
我
々
は
右
の
ア
ポ
リ
ア
の

何
等
か
の
矛
盾
の
な
い
解
決
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
の
う
ち
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。
と
も

か
く
我
々
は
問
題
を
正
し
い
道
に
連
れ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

二

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
形
而
上
学
第
七
巻
第
三
章
に
於
て
実
有
が
語
ら
れ
る
四
種
の
意
味
を
区
別
し
て
い
る
。
本

質
（tiv h\n ei\nai

）、
普
遍
（kaqovlou
）、
類
（gevnoV

）、
基
体
（uJpokeivmenon

）
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
四

つ
の
も
の
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
が
実
有
と
考
え
た
と
い
う
の
で
な
く
、
寧
ろ
実
有
に
関
す
る
当
時
の
支
配

的
な
見
解
を
挙
げ
た
も
の
で
あ
る
。
基
体
と
云
う
の
は
、
そ
れ
に
就
い
て
他
の
も
の
が
語
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ

は
他
の
も
の
に
就
い
て
語
ら
れ
る
の
で
な
い
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
基
体
が
先
ず
実
有
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
を
最
も
要
求
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
実
有
と
は
差
当
り
、
そ
れ
が
基
体
に
就
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
な

く
、
却
っ
て
そ
れ
に
就
い
て
他
の
も
の
が
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
（to; mh; kaq= uJpokeimevnou ajlla; kaq= 
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

ou| ta; a[lla

）
と
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
端
的
な
る
主
語
、
主
語
と
な
っ
て
決
し
て

述
語
と
な
ら
ぬ
も
の
が
実
有
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
基
体
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
、
一
、
質
料
（u{lh

）、
二
、
形

相
（mor φhv

）、
三
、
質
料
及
び
形
相
の
両
者
か
ら
成
る
も
の
（to; ejx ajm φoi:n

）
即
ち
両
者
の
結
合
に
よ
る
全
体

（suvnolon

）
が
あ
る
。
例
え
ば
彫
刻
に
於
て
、
ブ
ロ
ン
ズ
は
質
料
で
あ
り
、
そ
こ
に
現
さ
れ
た
ヘ
ル
メ
ス
の
姿

は
形
相
で
あ
り
、
彫
刻
は
両
者
か
ら
成
る
全
体
で
あ
る
。
然
る
に
実
有
を
基
体
と
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
就
中
質

料
と
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
或
る
物
に
就
い
て
そ
の
種
々
な
る
限
定
を
一
つ
一
つ
取
り

去
っ
て
行
く
と
き
、
残
る
も
の
は
裸
の
質
料
で
あ
る
。
他
の
も
の
は
物
体
の
、
或
は
性
質
、
或
は
量
で
あ
り
、
性

質
や
量
は
実
有
で
な
く
て
実
有
と
は
却
っ
て
そ
れ
ら
が
そ
の
も
の
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
第
一
の
も
の
で
あ
る
。
性

質
、
量
等
を
取
り
去
っ
て
そ
こ
に
な
お
残
存
す
る
の
は
、
そ
れ
ら
性
質
、
量
等
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
る
或
る

も
の
即
ち
質
料
以
外
の
も
の
で
な
い
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
見
て
行
く
者
に
と
っ
て
は
必
然
的
に
た
だ
質
料
の
み

が
実
有
と
考
え
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
存
在
を
限
定
す
る
種
々
な
る
も
の
を
ど
こ
ま
で
も
捨
象
し
て

行
っ
た
末
に
「
残
存
す
る
も
の
」（uJpomevnon

）、
こ
の
よ
う
な
「
最
後
の
も
の
そ
の
も
の
」（to; e[scaton kaq= 

auJtov

）
を
求
め
る
者
は
、
質
料
が
実
有
で
あ
る
と
考
え
る
の
ほ
か
な
い
。
か
よ
う
な
質
料
は
、
そ
の
も
の
と
し

て
は
或
る
特
定
の
も
の
で
な
く
、
或
る
性
質
の
も
の
で
な
く
、
そ
の
他
存
在
を
限
定
す
る
他
の
如
何
な
る
範
疇
か
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六

ら
も
裸
な
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
実
有
を
基
体
と
見
る
場
合
、
一
定
の
考
察
の
仕
方
を
す
れ
ば
必
然
的
に
質
料

が
実
有
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
に
拘
ら
ず
、
質
料
が
実
有
で
あ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
は
云
う
。
な
ぜ
な
ら
独
立
な
も
の
（cw

ristovn

）
及
び
個
別
的
な
も
の
（tovde ti

）
と
い
う
こ
と
は
実
有
の
根

本
的
な
規
定
で
あ
る
が
、
質
料
は
か
よ
う
な
規
定
を
有
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
個
別
的
な
も
の
は
限
定
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
然
る
に
質
料
は
そ
の
も
の
と
し
て
は
無
限
定
的
で
あ
る
。
ま
た
質
料
は
そ
の
も
の
と
し
て
独
立
に
存

す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
ブ
ロ
ン
ズ
は
、
彫
刻
家
が
そ
の
上
に
刻
も
う
と
す
る
姿
を
有
し
な
い
故
に
、
質
料
と
呼

ば
れ
る
け
れ
ど
も
、
全
然
質
料
的
な
も
の
で
な
く
、
既
に
そ
れ
自
身
の
形
相
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
れ
自
身

の
内
的
構
造
を
有
し
、
こ
の
も
の
は
彫
刻
家
の
手
が
加
わ
っ
て
も
失
わ
れ
ず
に
存
続
す
る
。
彫
刻
家
の
手
が
加
わ

っ
て
新
し
い
姿
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
の
は
寧
ろ
そ
れ
の
外
的
な
姿
で
あ
る
。
我
々
は
彫
刻
を
通
し
て

そ
の
質
料
た
る
ブ
ロ
ン
ズ
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
ブ
ロ
ン
ズ
は
そ
れ
に
固
有
な
内
的
構
造
を
、
そ
れ
自
身
の
形

相
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
質
料
も
ま
た
或
る
意
味
で
は
顕
で
あ
る
」（φanera; de; pw

;V 

kai; hJ u{lh

）
と
云
っ
て
い
る
の
は
、
か
く
の
如
き
意
味
に
於
て
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
存
在
を
限
定
す
る
あ
ら

ゆ
る
も
の
を
取
り
去
っ
た
後
に
残
存
す
る
最
後
の
も
の
と
し
て
何
等
の
限
定
も
含
ま
ぬ
質
料
は
顕
で
な
い
。
質
料

は
そ
の
も
の
と
し
て
は
無
限
定
的
で
あ
り
、
独
立
な
も
の
で
な
く
、
且
つ
顕
で
な
く
、
こ
れ
ら
凡
て
の
意
味
に
於
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

て
質
料
は
実
有
で
あ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
ま
た
他
の
箇
所
で
は
質
料
は
そ
の
も
の
と
し
て
は
認
識
さ
れ
得
な
い

も
の
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。

右
の
分
析
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
け
る
実
有
の
概
念
に
就
い
て
す
で
に
二
三
の
根
本
的
な
理
解
を
も
た
ら
す

で
あ
ろ
う
。
実
有
は
何
か
現
象
の
背
後
に
隠
れ
た
も
の
、
見
え
ぬ
も
の
を
謂
う
の
で
は
な
い
。
却
っ
て
そ
の
本
性

上
顕
で
な
い
も
の
は
実
有
で
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。
実
有
を
表
す
ギ
リ
シ
ア
語 oujsiva 

は
も
と
「
財
産
」「
所
有
」

な
ど
を
意
味
す
る
語 i

で
あ
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
実
有
の
概
念
の
う
ち
に
は
か
く
の
如
き
根
源
的
な
意
味
が

保
存
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
実
有
と
は
手
近
か
に
あ
る
も
の
、
現
在
的
に
所
有
さ
れ
て
い
る
も
の
、
従
っ
て
顕
な
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
現
在
性

0

0

0

（parousiva

）
が
実
有
の
根
本
的
規
定
と
結
び
付
い
て
い
る
。
実
有

は
現
象
の
背
後
に
隠
れ
た
或
る
も
の
で
な
い
よ
う
に
、
無
限
定
的
な
も
の
（ajovriston

）
で
は
な
い
。
却
っ
て
限0

定
性
0

0

（pevraV

）
が
実
有
の
根
本
的
規
定
に
属
す
る
。
質
料
は
基
体
の
意
味
を
論
理
的
に
は
最
も
よ
く
現
す
よ
う

に
見
え
る
に
拘
ら
ず
、
そ
れ
が
実
有
と
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
の
も
、
か
く
の
如
き
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
。
尤
も

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
実
有
の
概
念
と
し
て
基
体
の
概
念
を
全
く
却
け
た
の
で
は
な
い
。
主
語
と
な
っ
て
述
語
と
な

ら
ぬ
も
の
、
そ
れ
が
基
体
に
就
い
て
語
ら
れ
る
の
で
な
く
、
そ
れ
を
基
体
と
し
て
他
の
も
の
が
そ
れ
に
就
い
て
語

i
　「
〜
が
あ
る
」・「
〜
で
あ
る
」ei\nai

の
女
性
分
詞
形oujsa

に
由
来
し
、「
財
産
」「
所
有
」
と
い
う
意
で
使
わ
れ
て
た
、
と
。
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ら
れ
る
も
の
と
い
う
規
定
は
実
有
の
概
念
に
と
っ
て
ど
こ
ま
で
も
基
礎
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
た
だ
彼
は
そ

の
よ
う
な
規
定
は
な
お
「
十
分
」
で
な
く
、
明
瞭
を
欠
く
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

然
し
特
に
注
意
を
要
す
る
こ
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
性
質
そ
の
他
か
ら
区
別
さ
れ
る
実
有
の
概
念
と
し
て

基
体
の
概
念
の
必
然
性
を
認
め
た
の
は
、
変
化
乃
至
運
動
の
事
実
に
関
し
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
凡
て

の
変
化
に
と
っ
て
そ
の
基
礎
に
横
た
わ
る
（uJpokei:sqai

）
或
る
も
の
、
変
化
の
う
ち
に
持
続
す
る
（uJpomevnei

）

或
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
場
所
の
変
化
の
場
合
、
今
は
此
処
に
あ
る
が
次
に
は
他
の
処
に
あ
る
も
の
、
量

の
変
化
の
場
合
、
今
は
こ
れ
だ
け
の
大
い
さ
で
あ
る
が
次
に
は
よ
り
小
さ
く
或
は
よ
り
大
き
く
な
る
も
の
、
性
質

の
変
化
の
場
合
、
今
は
健
康
で
あ
る
が
次
に
は
病
気
に
な
る
も
の
、
生
成
及
び
消
滅
の
場
合
、
今
は
生
成
の
う
ち

に
あ
る
が
次
に
は
消
滅
の
う
ち
に
あ
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
自
然
学
第
一

巻
第
五
章
及
び
そ
の
他
の
箇
所
に
於
て
、
凡
て
変
ず
る
も
の
は
「
反
対
の
も
の
か
ら
」（ejx ejnantivw

n

）
変
ず
る

と
云
っ
て
い
る
。
白
い
も
の
と
な
る
の
は
白
な
ら
ぬ
も
の
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
あ
ら
ゆ
る
白
な
ら
ぬ
も
の

か
ら
、
例
え
ば
教
養
が
あ
る
と
云
う
が
如
き
こ
と
か
ら
白
い
も
の
と
な
る
の
で
な
く
、
白
の
反
対
の
も
の
即
ち
黒

か
ら
、
も
し
く
は
中
間
の
も
の
（ta; metaxuv

）
即
ち
中
間
の
色
か
ら
白
い
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
然
し
中
間

の
も
の
、
例
え
ば
中
間
の
色
は
反
対
の
も
の
、
白
及
び
黒
か
ら
派
生
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
凡
て
変



一
二
九

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

ず
る
も
の
は
反
対
の
も
の
か
ら
変
ず
る
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
。
か
か
る
変
化
に
於
て
持
続
し
、
白
と
黒
と
い
う

が
如
き
反
対
す
る
二
つ
の
も
の
が
そ
れ
に
と
っ
て
可
能
で
あ
る
の
は
質
料
以
外
の
も
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く

考
え
る
と
き
、
質
料
が
ま
た
変
化
に
と
っ
て
の
基
体
と
し
て
実
有
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
見
え
る
。
形
而
上

学
第
八
巻
第
一
章
に
於
て
基
体
の
概
念
を
変
化
に
関
係
し
て
基
礎
付
け
る
に
際
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
質
料

が
ま
た
実
有
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
、
と
書
い
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
質
料
が
実
有
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
果
た
し
て
彼
の
究
極
的
な
見
解
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
は
ま
さ
に
変
化
乃
至
運
動
の
具
体
的
な
分
析

に
よ
っ
て
、
そ
れ
故
に
可
能
的
存
在
（
質
料
は
可
能
性
と
し
て
理
解
さ
れ
る
）
と
現
実
的
存
在
と
の
関
係
の
解
明

を
俟
っ
て
初
め
て
十
分
に
答
え
ら
れ
得
る
こ
と
で
あ
る
。

差
当
り
質
料
は
実
有
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
基
体
と
見
做
さ
れ
る
他
の
二
つ
の
も
の
、
形
相
、
そ

し
て
質
料
と
形
相
と
の
結
合
か
ら
成
る
も
の
が
寧
ろ
実
有
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
後
者
は
論
理
的

に
形
相
よ
り
も
後
の
も
の
で
且
つ
明
白
な
も
の
（uJstevra kai; dhvlh

）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
理
由
に
よ
っ
て
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
れ
を
措
い
て
形
相
の
問
題
に
考
察
を
向
け
て
い
る
。
質
料
と
形
相
と
の
両
者
か
ら
成
る
全
体

（suvnolon

）
が
実
有
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
い
わ
ば
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
感

性
的
実
有
（aijsqhth; oujsiva

）
は
凡
て
質
料
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
実
有
の
概
念
に
対
し
て
質
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料
の
積
極
的
な
意
味
を
認
め
た
こ
と
は
彼
の
哲
学
の
一
特
色
で
あ
る
。
た
だ
質
料
と
形
相
と
か
ら
結
合
さ
れ
た
全

体
は
論
理
的
に
は
よ
り
後
な
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
察
は
そ
れ
以
上
の
問
題
に
向
け
ら

れ
た
。

三

然
る
に
形
相
と
実
有
の
問
題
を
単
に
基
体
の
概
念
か
ら
考
え
る
こ
と
に
は
困
難
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
基

体
の
概
念
を
論
理
的
に
追
求
す
る
場
合
、
寧
ろ
質
料
が
実
有
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
見
え
た
か
ら
で
あ

る
。
形
相
と
実
有
の
問
題
は
寧
ろ
か
の
本
質
（tiv h\n ei\nai

）
の
概
念
に
関
聯
し
て
探
求
さ
れ
る
こ
と
が
適
当
で

あ
ろ
う
。
蓋
し
本
質
と
云
わ
れ
る
も
の
は
或
る
意
味
に
於
て
は
形
相
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
は
如
何
な
る
意
味
に
於

て
で
あ
ろ
う
か
。

プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
の
間
の
相
違
が
何
よ
り
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
本
質
と
し
て
の
イ
デ
ア
を

個
物
の
う
ち
に
復
し
、
プ
ラ
ト
ン
が
イ
デ
ア
を
個
物
に
対
置
し
た
分
離
を
再
び
取
り
除
い
た
こ
と
に
存
す
る
の
は

周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
根
本
的
な
動
機
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
何
で
あ
っ
た
か
。
プ
ラ
ト
ン
哲
学
を

批
評
し
た
形
而
上
学
第
一
巻
第
九
章
に
は
就
中
次
の
如
く
云
わ
れ
て
い
る
。「
更
に
、
イ
デ
ア
が
あ
る
と
い
う
見
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ス
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形
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解
に
従
え
ば
、
単
に
実
有
の
形
相
が
あ
る
の
み
で
な
く
、
ま
た
多
く
の
他
の
も
の
の
形
相
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で

あ
ろ
う
（
な
ぜ
な
ら
概
念
は
単
に
実
有
の
場
合
に
於
て
の
み
で
な
く
、
ま
た
他
の
も
の
の
場
合
に
於
て
も
一
で
あ

り
、
そ
し
て
学
は
単
に
実
有
に
就
い
て
の
み
で
な
く
、
ま
た
他
の
も
の
に
就
い
て
も
あ
る
、
そ
の
他
こ
の
よ
う
な

こ
と
が
千
百
と
な
く
従
っ
て
来
る
）。
然
る
に
必
然
性
に
従
っ
て
も
、
イ
デ
ア
に
関
す
る
意
見
に
従
っ
て
も
、
形

相
の
分
有
が
あ
る
な
ら
ば
、
た
だ
実
有
の
形
相
が
あ
る
の
み
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
形
相
は
偶
然
的
に

分
有
さ
れ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
物
は
、
基
体
に
就
い
て
語
ら
れ
な
い
或
る
物
と
し
て
そ
の
形
相
を
分
有
す
る
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
形
相
は
実
有
で
あ
る
で
あ
ろ
う
、
こ
の
も
の
は
此
処
即
ち
感
性
的
な
も
の
に
あ

っ
て
も
、
彼
処
即
ち
永
遠
な
も
の
に
あ
っ
て
も
、
実
有
を
表
す
の
で
あ
る
。」
形
相
を
実
有
と
す
る
プ
ラ
ト
ン
学

派
に
於
け
る
難
点
は
、
こ
の
立
場
に
於
て
は
、
実
有
の
形
相
と
、
実
有
を
基
体
と
し
て
そ
れ
に
附
帯
す
る
性
質
、

量
等
を
現
す
概
念
と
が
区
別
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
凡
て
の
概
念
が
イ
デ
ア
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
固
よ

り
プ
ラ
ト
ン
学
派
に
於
て
も
、
凡
て
の
概
念
が
イ
デ
ア
と
考
え
ら
れ
た
の
で
な
く
、
寧
ろ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
本

質
の
概
念
（kata; to;n lovgon oujsiva 

ロ
ゴ
ス
に
従
っ
て
の
実
有
）
と
考
え
た
も
の
が
本
来
イ
デ
ア
と
考
え
ら

れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
諸
々
の
概
念
の
う
ち
で
こ
の
主
要
概
念
を
一
般
的
に
区
別
す
る
方
法
論
的
に
明
瞭

な
原
理
が
存
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
努
力
は
実
有
の
形
相
（
概
念
）
と
そ
の
他
の
概
念
と
を
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区
別
す
る
原
理
の
樹
立
に
向
け
ら
れ
、
こ
れ
が
彼
の
範
疇
論
に
於
け
る
実
有
と
爾
余
の
範
疇
と
の
区
別
に
於
て
体

系
的
に
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
範
疇
は
彼
に
と
っ
て
単
に
主
観
的
な
思
惟
形
式
、
単
に
論
理
的
な
関
係
と
い
う

が
如
き
も
の
で
な
く
、存
在
論
的
意
味
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
か
ら
範
疇
は
あ
か
ら
さ
ま
に
「
存
在
の
範
疇
」

（kathgorivai tou: o[ntoV

）
と
も
言
い
表
さ
れ
て
い
る
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
挙
げ
た
種
々
の

範
疇
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
指
示
に
従
っ
て
、
存
在
そ
の
も
の
（
実
有
）
に
対
す
る
関
係
に
於
て
三
つ
の
領
域

に
区
分
さ
れ
る
と
考
え
た
。
即
ち
一
方
に
は
実
有
（oujsiva

）、他
方
に
は
そ
れ
に
附
帯
す
る
も
の
（sumbebhkovV

）

が
あ
り
、
後
者
は
属
性
（pavqoV
）
と
関
係
（provV ti

）
と
に
分
た
れ
る
。
そ
れ
ら
は
本
質
性
に
関
し
て
実
有
、

属
性
、
関
係
と
い
う
風
に
漸
次
に
下
降
す
る
段
階
を
な
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
本
質
（tiv h\n ei\nai

）
と
い
う
の
は
実
有
の
形
相
、
言
葉
の
勝
れ
た
意
味
に
於

け
る
実
有
の
概
念
の
こ
と
で
あ
る
。
形
相
が
実
有
と
考
え
ら
れ
る
の
は
た
だ
そ
の
よ
う
な
本
質
と
し
て
で
あ
る
。

「
私
が
形
相
と
い
う
の
は
各
々
の
物
の
本
質
と
第
一
実
有
で
あ
る
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
各
々
の
物
の
本
質
と

は
厳
密
に
は
何
を
謂
う
の
で
あ
る
か
。
各
々
の
物
の
本
質
と
は
そ
れ
が
自
体
に
於
て
（kaq= auJtov

）
あ
る
と
云

わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
偶
然
的
な
若
く
は
附
帯
的
な
属
性
は
本
質
か
ら
除
か
れ
る
。
君
の
本
質
は
音
楽
的

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
君
は
音
楽
的
で
あ
る
以
前
に
も
君
で
あ
っ
た
し
、
音
楽
的
で
あ
る
こ
と
を
や
め
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テ
レ
ス
の
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形
而
上
学
」

て
も
な
お
君
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
然
し
自
体
に
於
て
あ
る
も
の
と
い
う
規
定
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
。
我
々
は

例
え
ば
白
い
表
面
に
就
い
て
そ
れ
は
自
体
に
於
て
白
い
と
云
う
。
そ
れ
だ
か
ら
と
云
っ
て
、
表
面
で
あ
る
こ
と
と

白
く
あ
る
こ
と
と
は
同
じ
に
な
ら
な
い
、
表
面
の
概
念
と
白
の
概
念
と
が
一
致
す
る
こ
と
に
は
な
ら
ぬ
。
両
者
を

結
び
付
け
て
、
表
面
で
あ
る
こ
と
は
白
い
表
面
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
も
云
い
得
な
い
。
言
い
換
え
る
と
、
我
々

は
表
面
を
、
そ
れ
は
白
い
表
面
で
あ
る
と
定
義
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
何
故
か
と
云
う
に
、
こ
の
場
合
に
は
定
義

す
べ
き
語
が
定
義
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
各
々
の
物
の
本
質
を
示
す
定
義
は
、
そ
の
う
ち
に
定

義
す
べ
き
も
の
を
既
に
含
ん
で
い
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
も
し
ひ
と
が
白
い
表
面
を
滑
か
な
表
面

と
定
義
し
得
る
と
す
れ
ば
、
白
く
あ
る
こ
と
と
滑
か
で
あ
る
こ
と
と
は
同
一
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
基
体

と
或
る
他
の
範
疇
と
の
複
合
か
ら
な
る
概
念
、
例
え
ば
白
い
人
間
と
い
う
が
如
き
も
の
は
本
質
を
有
す
る
で
あ
ろ

う
か
。
か
か
る
も
の
の
何
等
か
の
定
義
は
先
ず
人
間
と
白
と
の
間
に
は
本
質
的
な
関
聯
が
な
い
と
い
う
理
由
で
却

け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。ま
た
白
が
白
い
人
間
に
該
当
せ
る
定
義
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
場
合
に
は
附
加
に
よ
っ
て
、

或
は
白
い
人
間
が
白
に
該
当
せ
る
定
義
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
場
合
に
は
遺
漏
に
よ
っ
て
、
そ
の
定
義
は
本
来
の

定
義
と
は
云
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
誤
謬
が
避
け
ら
れ
た
と
し
て
も
、
白
い
人
間
と
い
う
が
如
き
概

念
は
本
質
に
達
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
な
ぜ
な
ら
本
質
は
「
個
物
が
い
つ
も
あ
る
も
の
」（o{per tovde ti

）
で
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あ
っ
て
、
白
い
人
間
と
い
う
こ
と
は
個
物
が
い
つ
も
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
な
い
、
色
の
白
い
人
間
も
日
に
焼
け

て
黒
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
。
即
ち
、
そ
れ
は
物
の
持
続
的
な
根
本
的
な
規
定
を
示
す
の
で
な
く
、
か

か
る
規
定
を
表
す
も
の
（
人
間
）
と
偶
然
的
に
附
帯
す
る
も
の
（
白
）
と
の
結
合
を
示
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
定
義
す
べ
き
も
の
の
う
ち
に
於
け
る
、
従
っ
て
そ
れ
の
定
義
の
う
ち
に
於
け
る
必
然
的
な
関
聯
の
欠
如

は
、
定
義
す
べ
き
も
の
と
定
義
と
の
間
に
於
け
る
必
然
的
な
関
聯
の
欠
如
と
同
様
、
そ
れ
の
何
等
か
の
定
義
に
と

っ
て
致
命
的
な
欠
陥
で
あ
る
。
厳
密
な
意
味
に
於
て
は
、
た
だ
類
の
種
（gevnouV ei\doV

）
で
あ
る
も
の
の
み
が

定
義
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
最
高
の
類
は
、
そ
れ
よ
り
も
単
純
な
或
る
も
の
に
分
析
さ
れ
得
な
い
か
ら
、
定
義

さ
れ
得
な
い
。
ま
た
種
以
外
の
複
合
概
念
（
例
え
ば
白
い
人
間
）
は
、
そ
の
要
素
の
間
に
必
然
的
な
関
聯
が
存
し

な
い
か
ら
、
定
義
さ
れ
得
な
い
。
種
の
う
ち
に
は
か
よ
う
な
必
然
的
な
関
聯
が
存
す
る
、
類
は
種
差
に
対
し
て
偶

然
的
な
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
類
は
種
差
を
離
れ
て
存
在
せ
ず
、
種
差
は
類
を
離
れ
て
存
在
し
な
い
。
種
の

本
質
の
う
ち
に
は
類
と
種
差
と
の
要
素
が
密
接
に
結
合
し
て
い
て
、
一
は
他
に
対
し
て
別
の
も
の
で
あ
る
の
で
な

く
、
従
っ
て
定
義
は
こ
の
場
合
「
附
加
に
よ
る
」（ejk prosqevsew

V

）
も
の
と
は
云
わ
れ
な
い
。
か
く
の
如
き
定

義
（oJrismovV

）
が
可
能
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、従
っ
て
類
の
種
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
本
質
は
属
す
る
の
で
あ
る
。

類
の
種
で
な
い
よ
う
な
存
在
、
即
ち
白
い
人
間
と
い
う
が
如
き
複
合
体
或
は
量
、
性
質
の
如
き
他
の
範
疇
に
於
け
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る
存
在
は
、
述
語
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
本
来
の
意
味
に
於
け
る
定
義
で
な
く
（
そ
れ
の 

lovgoV 

は oJrismovV 

で
は
な
い
）
従
っ
て
本
質
で
は
な
い
。
勿
論
こ
の
よ
う
な
存
在
に
も
定
義
が
属
す
る
と
云
わ

れ
得
る
が
、
然
し
そ
れ
は
根
源
的
な
本
来
的
な
意
味
に
於
て
で
は
な
い
。
恰あ
た
かも

存
在
は
凡
て
の
も
の
に
属
す
る
が

同
じ
意
味
に
於
て
で
な
く
、
却
っ
て
或
る
も
の
即
ち
実
有
に
は
第
一
次
的
に
（prw

vtw
V

）、
そ
れ
以
外
の
他
の
も

の
に
は
従
属
的
に
（eJpomevnw

V
）
属
す
る
よ
う
に
、「
何
で
あ
る
か
」（tiv ejsti

）
と
い
う
こ
と
即
ち
本
質
も
端
的

に
は
（aJplw

:V

）
実
有
に
の
み
属
す
る
の
で
あ
る
が
、或
る
意
味
で
は
（pw

:V

）
他
の
も
の
に
も
属
す
る
の
で
あ
る
。

我
々
は
性
質
に
就
い
て
も
何
で
あ
る
か
と
問
い
、
そ
し
て
定
義
が
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、
け
れ
ど
も
こ
の
よ
う

な
定
義
は
本
来
的
な
意
味
に
於
け
る
定
義
で
は
な
い
。
定
義
は
本
来
的
に
は
実
有
に
就
い
て
の
み
存
す
る
こ
と
が

出
来
る
。
我
々
は
た
だ
第
二
次
的
な
意
味
に
於
て
性
質
、
量
等
の
本
質
及
び
本
質
の
概
念
と
し
て
の
定
義
に
就
い

て
語
り
得
る
の
で
あ
っ
て
、
第
一
次
的
に
は
定
義
及
び
本
質
は
た
だ
実
有
に
の
み
属
す
る
の
で
あ
る
。

実
有
の
意
味
に
於
け
る
本
質
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て tiv ejsti 

と
い
う
語
に
よ
っ
て
も
現
さ
れ
た
が
、
ま

た
特
に tiv h\n ei\nai 

と
い
う
語
に
よ
っ
て
現
さ
れ
た
。
こ
の tiv h\n ei\nai 

と
い
う
語
に
於
け
る h\n 

は ei\nai 

（
あ
る
）
と
い
う
語
の
過
去
形
で
「
あ
っ
た
」
と
い
う
意
味
の
語
で
あ
る
が
、
か
く
の
如
き
奇
妙
な
言
語
結
合
が

何
を
表
現
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
か
に
就
い
て
は
、
種
々
の
説
が
あ
る
。
と
も
か
く
、
こ
の
語
そ
の
も
の
は
ア



一
三
六

リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
初
め
て
作
っ
た
も
の
で
な
く
、
例
え
ば
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
に
於
て
既
に
多
く
の
箇
所
に
現
れ
て

い
る
。
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
グ
は
同
様
の
意
味
の h\n 

（
あ
っ
た
）
を
プ
ラ
ト
ン
の
う
ち
に
も
見
出
し
得
る
と
云

っ
て
い
る
。
そ
れ
が
一
般
の
用
語
法
を
基
礎
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が tiv h\n 

ei\nai 

と
い
う
語
に
与
え
た
特
殊
な
術
語
的
意
味
を
単
に
言
語
形
成
の
方
面
か
ら
の
み
導
い
て
来
よ
う
と
す
る
こ

と
は
不
適
当
で
あ
ろ
う
。
然
し
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
場
合 h\n 

（
あ
っ
た
）
と
い
う
意
味
に
於
け
る
存
在
が
本
来

的
な
存
在
も
し
く
は
実
有
に
と
っ
て
構
成
的
な
意
味
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。
即
ち
こ
の
語
に
よ
っ
て
本
質
は
運
動
乃
至
変
化
と
結
び
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
物
の
本
質
と
は
た

だ
現
在
見
ら
れ
た
形
相
（ei\doV
）
で
は
な
く
、
変
化
を
通
じ
て
見
ら
れ
る
も
の
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
現
在
見
ら

れ
る
も
の
が
既
に
あ
っ
た
も
の
と
い
う
意
味
を
有
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。「
本
質
と
は
個
物
が
い
つ
も
あ

る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
」（o{per ga;r tovde ti e[sti to; tiv h\n ei\nai

）
と
い
わ
れ
る
の
も
、
か
か
る
意
味
に

理
解
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
実
有
が tovde ti 
で
あ
る
の
は o{per tovde ti 

と
し
て
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に

於
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が tiv h\n ei\nai

（
本
質
）
は gevnouV ei\doV

（
類
の
種
）
に
の
み
属
す
る
も
の
で
あ
る

と
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
、 to; ei\nai

（
あ
る
も
の
）
を
現
在
見
ら
れ
た
存
在
も
し
く
は ei\doV

（
形
相
と
い
う
意
味

に
於
て
）
と
結
び
付
け
、 tiv h\n

（
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う
も
の
）
を
過
去
的
な
存
在
、
し
た
が
っ
て gevnoV

（
系
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

統
ま
た
は
由
来
と
い
う
意
味
に
解
し
て
、
そ
れ
故
に
生
成 gevnesiV 

に
関
聯
さ
せ
て
）
と
結
び
付
け
て
、
両
者
の

結
合
か
ら
問
題
の
語
を
解
明
し
よ
う
と
い
う
試
み
、
乃
至
は
こ
の
場
合
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
運
動
を
解
明
し
た
概

念
即
ち
可
能
性
及
び
現
実
性
の
概
念
を
持
ち
出
し
て
、 h\n

（
あ
っ
た
）
を o]n dunavmei

（
可
能
的
存
在
）
と
結

び
付
け
、 tiv ejsti

（
何
で
あ
る
か
）
も
し
く
は ei\doV

（
形
相
）
を o]n ejnergeiva/

（
現
実
的
存
在
）
と
結
び
付
け

て
理
解
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
如
き
、
多
少
形
式
的
に
過
ぎ
る
感
が
あ
る
に
し
て
も
、
解
釈
の
根
本
的
な
意
図
に

於
て
は
正
し
い
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
よ
う
に
し
て tiv h\n ei\nai 

と
い
う
語
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て

い
る
の
は
凡
そ
次
の
こ
と
で
あ
る
。
一
、
実
有
の
概
念
の
解
明
の
地
盤
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
生
成
と
変

化
、
一
般
に
運
動
で
あ
っ
た
。
二
、
物
の
本
質
と
云
わ
れ
る
の
は
形
相
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
質
料
か
ら
抽

象
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
な
く
、
質
料
の
う
ち
に
内
在
し
て
い
る
形
相
（e[nulon ei\doV

）
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
生
成
し
変
化
す
る
も
の
は
質
料
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
。
質
料
の
う
ち
に
於
け
る
形
相
の
内
在
は
運
動

す
る
も
の
と
結
び
付
け
ら
れ
て
優
越
な
意
味
に
於
け
る
「
現
在
性
」（parousiva

）
と
な
る
。
三
、
本
質
は
類
の

種
に
属
す
る
と
云
わ
れ
る
意
味
も
、
単
に
論
理
的
に
の
み
で
な
く
、
ま
た
運
動
に
関
係
さ
せ
て
存
在
論
的
に
理
解

さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
形
而
上
学
第
五
巻
第
二
十
八
章
に
於
て gevnoV 

の
種
々
の

意
味
に
就
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
最
も
根
源
的
な
意
味
が
生
成
に
、
し
か
も
「
同
一
の
形
相
を
有
す
る
も
の
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の
連
続
的
な
生
成
」（hJ gevnesiV sunech;V tw

:n to; ei\doV ejcovntw
n to; aujtov

）
に
関
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
物
の
本
質
と
は
運
動
の
過
程
を
通
じ
て
自
己
を
維
持
し
て
い
る
も
の
、
生
成
及
び
変
化
を
通

じ
て
自
己
を
現
し
て
い
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
種
に
対
す
る
類
と
云
わ
れ
る
も
の
は
、
種
を
形
相
と
し

て
、
類
を
質
料
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
同
じ
箇
所
で
実
に
類
を
質
料

と
考
え
て
い
る
。
然
る
に
質
料
と
形
相
と
は
運
動
に
関
し
て
は
可
能
的
存
在
と
現
実
的
存
在
と
見
ら
れ
る
の
で
あ

る
か
ら
、
物
の
本
質
は
運
動
を
通
じ
て
規
定
さ
れ
る
現
実
的
存
在
で
あ
る
と
理
解
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
四
、
そ
し

て
ま
た
か
か
る
運
動
の
過
程
に
於
て
初
め
て
本
質
的
な
も
の
即
ち
絶
え
ず
自
己
を
維
持
す
る
も
の
と
、
偶
然
的
な

若
く
は
附
帯
的
な
も
の
即
ち
今
は
現
れ
て
い
る
に
し
て
も
恒
に
あ
る
の
で
な
い
も
の
と
の
区
別
が
示
さ
れ
て
来
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
本
質
と
は
運
動
し
変
化
す
る
も
の
を
真
に
「
限
定
す
る
」（oJrivzein

）
も
の
で
あ
り
、
従

っ
て
定
義
的
な
も
の
で
あ
る
。
定
義
と
は
「
本
質
の
ロ
ゴ
ス
」（oJ tou: tiv h\n ei\nai lovgoV

）
で
あ
る
。
且
つ
定

義
は
本
来
の
意
味
に
於
て
は
実
有
の
定
義
が
あ
る
の
み
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に

於
て
は
存
在
の
存
在
性
と
限
定
性
と
は
不
可
分
の
関
係
に
お
か
れ
て
い
る
。
し
か
も
限
定
は
運
動
の
過
程
を
通
じ

て
真
の
限
定
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
形
而
上
学
第
七
巻
の
中
で
も
本
質
に
就

い
て
論
じ
た
後
、
そ
の
第
七
章
か
ら
第
九
章
ま
で
生
成
の
分
析
を
試
み
て
い
る
。
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
形
相
と
質
料
と
の
い
ず
れ
が
実
有
と
考
え
ら
れ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
一
見
我
々

を
当
惑
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
屡
々
質
料
が
実
有
で
あ
る
か
の
よ
う
に
云
っ
て
い
る
一
方
、ま
た
形
相（
特

に
本
質
の
意
味
に
於
け
る
）
が
実
有
で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
。
然
し
か
く
の
如
き
こ
と
は
、
彼
の
形
而
上
学
が
存

在
の
種
々
の
意
味
に
就
い
て
の
学
で
あ
る
限
り
に
於
て
は
、
寧
ろ
当
然
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
得
よ
う
。
実
有
も

或
る
意
味
で
は
種
々
に
語
ら
れ
る
。
従
っ
て
イ
エ
ー
ガ
ー
の
所
謂
「
存
在
論
的
現
象
学
」
の
立
場
に
於
て
は
、
或

る
意
味
で
は
或
る
も
の
が
、
他
の
意
味
で
は
他
の
も
の
が
、
実
有
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
然
し
な
が
ら

こ
の
存
在
論
は
運
動
す
る
存
在
の
地
盤
の
上
に
お
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
有
の
意
味
も
限
定
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
運
動
す
る
も
の
は
単
な
る
形
相
で
な
く
質
料
を
含
む
個
々
の
物
で
あ
る
。
運
動
は
可
能
性
と
現
実
性
と
の
関

係
に
於
て
成
立
し
、
し
か
も
後
に
述
べ
る
如
く
現
実
的
存
在
は
可
能
的
存
在
よ
り
も
よ
り
先
な
る
も
の
と
考
え
ら

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
右
に
述
べ
た
意
味
に
於
け
る
本
質
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
実
有
の
概
念
と
し

て
特
に
選
ば
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
彼
の
全
哲
学
に
と
っ
て
基
礎
的
な
意
味
を
有

す
る
運
動
の
問
題
を
取
扱
う
に
先
立
っ
て
、
実
有
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
と
し
て
初
め
に
挙
げ
ら

れ
た
四
つ
の
も
の
の
う
ち
残
さ
れ
た
も
の
に
就
い
て
な
お
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
基
体
と
本
質
と
に
就
い
て

は
一
応
論
じ
ら
れ
た
か
ら
、
剰
す
と
こ
ろ
は
類
と
普
遍
と
で
あ
る
。
然
る
に
類
に
就
い
て
は
既
に
触
れ
た
ば
か
り
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で
な
く
、
そ
れ
は
ま
た
普
遍
の
問
題
と
関
聯
し
て
お
り
、
普
遍
の
問
題
は
ま
た
初
め
に
掲
げ
て
お
い
た
如
く
ツ
ェ

ラ
ー
な
ど
に
よ
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
中
の
根
本
的
難
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
問
題
に
も
関
聯
し
て
来
る
で

あ
ろ
う
。

四

普
遍
と
実
有
の
問
題
に
就
い
て
は
就
中
第
七
巻
の
第
十
三
章
に
於
て
論
究
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
は
こ
こ
で
普
遍
が
実
有
で
あ
り
得
な
い
こ
と
を
力
強
く
主
張
し
て
い
る
。
蓋
し
「
第
一
実
有
は
各
々
の
物

に
固
有
な
も
の
で
あ
っ
て
他
の
も
の
に
属
し
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
普
遍
は
共
通
な
も
の
で
あ
る
」（prw

vth me;n 

ga;r oujsiva hJ i[dioV eJka;stou h} oujc uJpavrcei a[llw
/, to; de; kaqovlou koinovn

）。
ま
た
実
有
は
基
体
に
就
い

て
述
語
さ
れ
る
も
の
で
な
い
に
反
し
て
、
普
遍
は
基
体
に
就
い
て
述
語
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
普
遍
は
本
質

に
於
け
る
要
素
で
あ
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
普
遍
を
個
物
の
本
性
に
於
け
る
要
素
と
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
個
物

が
属
す
る
階
級
の
本
質
と
す
る
こ
と
で
あ
る
し
、
ま
た
個
別
的
実
有
が
個
別
的
で
も
な
く
実
有
で
も
な
く
て
性
質

で
あ
る
よ
う
な
要
素
か
ら
成
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
性
質
を
実
有
よ
り
も
よ
り
先

な
る
も
の
と
す
る
こ
と
に
な
る
し
、ま
た
類
を
単
に
種
の
実
有
と
す
る
の
み
で
な
く
、種
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
各
々
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

の
個
物
の
実
有
と
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
が
そ
の
実
有
で
あ
る
と
称
せ
ら
れ
る
物
に
固
有
の

も
の
で
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
及
び
そ
の
他
の
理
由
に
よ
っ
て
普
遍
は
実
有
で
あ
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
お

よ
そ
普
遍
は
或
る
物
が
「
か
よ
う
な
も
の
」（toiovnde

）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
個
別
的

な
「
こ
の
も
の
」（tovde ti
）
を
示
す
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
こ
こ
に
ア
ポ
リ
ア
が
生
ず
る
、

と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
で
記
し
て
い
る
。
も
し
実
有
が
普
遍
か
ら
成
る
も
の
で
あ
り
得
な
い
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ

る
実
有
は
結
合
さ
れ
ぬ
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
定
義
さ
れ
得
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
は
前
に
た
だ

実
有
の
み
が
定
義
さ
れ
得
る
と
述
べ
た
。
と
こ
ろ
が
今
は
そ
う
で
な
く
、
何
物
も
定
義
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
ポ
リ
ア
は
や
が
て
ツ
ェ
ラ
ー
な
ど
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
哲
学
に
於
け
る
重
大
な
難
点
を
示
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
一
方
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
個
物

の
み
が
真
に
実
有
で
あ
る
。
然
る
に
他
方
、
定
義
は
知
識
の
根
本
形
態
で
あ
る
。
学
は
定
義
か
ら
出
発
し
て
論
証

に
よ
っ
て
進
行
す
る
、
そ
れ
は
事
物
の
普
遍
的
な
性
質
を
普
遍
的
な
定
義
か
ら
従
っ
て
来
る
も
の
と
し
て
論
証
す

る
。
と
こ
ろ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
最
も
実
在
的
な
も
の
は
最
も
よ
く
知
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ

て
最
も
厳
密
に
定
義
と
論
証
の
対
象
と
な
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
彼
は
一
度
な
ら
ず
明
白
に
、
た
だ
実
有
に

就
い
て
の
み
或
は
少
な
く
と
も
第
一
次
的
に
は
た
だ
実
有
に
就
い
て
の
み
定
義
は
あ
る
と
云
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
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の
よ
う
な
難
点
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
に
於
て
解
消
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
そ
れ
は
ツ

ェ
ラ
ー
な
ど
の
主
張
し
た
如
く
ど
こ
ま
で
も
難
点
と
し
て
残
る
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
こ

と
を
回
顧
し
つ
つ
も
う
少
し
立
入
っ
て
こ
の
問
題
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

一
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
実
有
論
の
出
発
点
と
な
っ
た
の
は
、
第
七
巻
第
一
章
に
於
て
見
ら
れ
た
如
く
、
実
有

と
他
の
範
疇
と
の
区
別
で
あ
る
。
他
の
範
疇
は
実
有
を
基
体
と
し
て
こ
れ
に
就
い
て
述
語
さ
れ
る
に
反
し
、
実
有

は
他
の
基
体
に
就
い
て
述
語
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
基
体
（uJpokeivmenon

）
と
い
う
こ
と
は
ど
こ

ま
で
も
実
有
の
最
初
の
規
定
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
よ
う
に
主
語
と
な
っ
て
述
語
と
な
ら
ぬ
も
の
と
い
う
意
味
に

於
け
る
基
体
の
要
求
に
合
致
す
る
も
の
は
個
別
的
な
「
こ
の
も
の
」（tovde ti

）
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
実
有
は

ま
た
独
立
な
も
の
（cw

ristovn

）
で
あ
る
。
他
の
基
体
に
就
い
て
述
語
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
と
独
立
な
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
と
は
実
有
を
原
理
的
に
特
色
付
け
る
二
つ
の
表
徴
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
実
有
は
基
体
で
あ
る

と
云
っ
て
も
何
か
現
象
の
背
後
に
あ
る
も
の
、
我
々
に
見
え
ぬ
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
差
当
り
我
々
の
手
近
か
に

あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
実
有
の
概
念
を
右
の
如
く
一
般
的
に
原
理
的
に
規
定
し
た

後
、
実
有
は
最
も
明
瞭
に
（φanerw

vtata

）
物
体
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
、
従
っ
て
我
々
は
動
物
や
植
物
及
び

そ
れ
ら
の
部
分
が
、
ま
た
火
や
水
や
地
及
び
こ
の
種
の
自
然
的
物
体
が
、
ま
た
そ
れ
ら
の
部
分
或
は
そ
れ
ら
か
ら
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合
成
さ
れ
た
も
の
、
天
体
及
び
そ
の
部
分
、
星
や
月
や
太
陽
の
如
き
が
実
有
で
あ
る
と
云
う
、
と
述
べ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
も
の
は
我
々
に
と
っ
て
既
に
そ
こ
に
横
た
わ
っ
て
い
る
も
の
、
既
に
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
先
ず
感
性
知
覚
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
。
基
体
と
い
う
の
は
差
当
り
我
々
の

可
能
な
る
研
究
に
と
っ
て
対
象
0

0

と
し
て
既
に
存
す
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
認
識
と
い
う
の
は
こ
の
も
の
を
次
第

に
限
定
し
て
行
く
こ
と
で
あ
り
、
基
体
は
か
か
る
限
定
に
対
す
る
極
を
現
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
実
有
は
事
実
と

し
て
最
初
に
は
認
識
値
を
有
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
個
々
の
「
こ
の
も
の
」（tovde ti

）
と
云
っ
て
も
我
々
に
と

っ
て
は
な
お
限
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
基
体
（
対
象
）
を
限
定
し
て
行
く
認
識
の
過
程
に
於

て
初
め
て
そ
の
も
の
の
本
来
の
存
在
が
顕
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
限
定
す
る
こ
と
は
述
語
す
る
こ
と
で
あ
る
。
述

語
は
何
等
か
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
普
遍
の
う
ち
に
も
、
白
と
か
黒
と
か
、
人
間
と
か
馬
と
か
、

種
々
の
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
普
遍
が
実
有
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
白
そ
の
も
の
黒
そ
の
も
の
と
い

う
が
如
き
も
の
も
、
人
間
と
か
馬
と
か
と
い
う
も
の
と
同
様
、
実
有
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
プ
ラ
ト
ン
の
イ

デ
ア
説
に
は
こ
の
よ
う
な
困
難
が
含
ま
れ
て
い
る
。
種
々
な
る
普
遍
の
う
ち
何
が
真
の
存
在
即
ち
イ
デ
ア
で
あ
る

か
を
決
定
す
る
原
理
は
プ
ラ
ト
ン
に
於
て
明
瞭
で
な
い
。
既
に
述
べ
た
如
く
、
イ
デ
ア
説
に
対
す
る
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
批
評
の
一
要
点
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
種
々
な
る
限
定
を
現
す
普
遍
的
な
概
念
の
う
ち
何
が
本
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質
的
で
何
が
非
本
質
的
或
は
偶
然
的
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
も
の
は
、
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
白
は
人
間

に
就
い
て
述
語
さ
れ
る
が
、
人
間
は
白
に
就
い
て
述
語
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
し
人
間
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
就
い

て
述
語
さ
れ
る
。「
人
間
」
は
或
る
意
味
で
は
実
有
で
あ
る
が
、
第
一
次
的
な
意
味
に
於
け
る
実
有
で
は
な
い
。

こ
の
人
間
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
い
う
が
如
き
個
物
が
第
一
実
有
で
あ
っ
て
、
人
間
と
い
う
普
遍
的
な
も
の
は
第
二
実

有
で
あ
る
。
も
と
よ
り
学
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
こ
の
よ
う
な
第
二
次
的
な
存
在
が

寧
ろ
、
ま
さ
に
学
の
対
象
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
学
は
彼
が
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ

ば
普
遍
的
な
も
の
に
就
い
て
の
知
識
で
あ
る
。
然
し
翻
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
第
二
実
有
と
云
わ
れ
る
普
遍
と
性

質
、
量
等
を
現
す
他
の
普
遍
と
の
間
の
区
別
は
究
極
に
於
て
、
第
一
実
有
即
ち
独
立
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

と
他
の
如
何
な
る
基
体
に
就
い
て
も
述
語
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
と
を
原
理
的
な
意
味
と
す
る
第
一
次
的
な
存
在

か
ら
し
て
規
定
さ
れ
て
来
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
実
有
が
な
お
実
有
と
い
う
意
味
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
第

一
実
有
の
意
味
か
ら
規
定
さ
れ
て
来
る
こ
と
で
あ
る
。
認
識
は
凡
て
普
遍
的
な
要
素
の
う
ち
に
運
動
す
る
も
の

で
あ
る
と
し
て
も
、
か
よ
う
な
認
識
の
認
識
と
し
て
の
意
味
は
、
個
別
的
な
実
有
と
の
関
係
に
於
て
規
定
さ
れ
て

来
る
こ
と
で
あ
る
。
認
識
す
る
こ
と
は
一
般
的
に
云
っ
て
限
定
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
限
定
は
実
有
の
限
定
と
し

て
本
来
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
よ
う
な
本
来
的
な
限
定
（oJrismovV

）
が
定
義
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ア
リ
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ス
ト
テ
レ
ス
が
た
だ
実
有
に
就
い
て
の
み
定
義
は
あ
り
得
る
と
云
っ
た
こ
と
は
、
拡
張
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
認
識
は

根
本
に
於
て
個
別
的
な
実
有
即
ち tovde ti

（
こ
の
も
の
）
に
定
位
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
得
る

で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
個
別
的
な
実
有
は
あ
ら
ゆ
る
認
識
の
動
機
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
の
方
法
を
指
示
す
る
も
の

で
あ
り
、
更
に
そ
れ
に
統
一
的
な
方
向
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
実
有
を
基
本
と
し
て
、
こ
れ
に
附
帯
す
る
も
の

（sumbebhkovta

）
と
し
て
の
属
性
（pavqh

）、
関
係
（provV ti

）
と
い
う
風
に
本
質
性
に
関
し
て
下
降
し
て
行
く

三
つ
の
段
階
に
組
織
さ
れ
て
い
る
と
見
做
さ
れ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
範
疇
論
の
認
識
論
的
乃
至
方
法
論
的
意
義

は
か
く
の
如
き
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

二
、
個
物
は
も
と
よ
り
無
数
の
属
性
を
有
し
、
無
数
の
関
係
を
含
む
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
個
物
は
無
限
の
限
定

に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
然
し
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
近
似
性
の
増
大
で
あ
っ
て
、
個
物
は
か
か

る
無
限
の
限
定
の
極
限
に
あ
っ
て
ど
こ
ま
で
も
達
せ
ら
れ
ぬ
も
の
と
し
て
と
ど
ま
る
の
ほ
か
な
い
と
考
え
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。
個
物
の
認
識
を
こ
の
よ
う
に
考
え
て
行
く
者
に
と
っ
て
は
こ
の
結
論
は
避
け
難
き
も
の
で
あ
る
。
然

し
な
が
ら
彼
の
範
疇
論
の
指
示
に
従
う
と
き
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
れ
と
は
異
な
る
考
え
方
を
し
た
も
の
と
解

さ
れ
る
。
個
物
の
あ
ら
ゆ
る
性
質
が
同
じ
仕
方
に
於
て
そ
の
物
の
存
在
を
現
す
の
で
は
な
い
。「
こ
の
も
の
」
が

人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
色
白
く
あ
る
と
い
う
こ
と
或
は
私
か
ら
三
尺
離
れ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
と
は
、
こ
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の
も
の
に
と
っ
て
原
理
的
に
違
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
物
の
三
つ
の
異
な
っ
た
存
在
の
仕
方
を
現
し
て
い

る
が
、
そ
れ
ら
は
実
有
に
対
す
る
関
係
に
於
て
三
つ
の
階
級
に
分
た
れ
、
そ
の
段
階
的
秩
序
付
け
を
実
有
そ
の
も

の
か
ら
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
も
の
が
人
間
で
あ
る
と
限
定
す
る
こ
と
は
、
こ
の
も
の
が
私
か
ら
三
尺
離

れ
て
あ
る
と
限
定
す
る
こ
と
よ
り
も
一
層
本
質
的
な
限
定
で
あ
り
、
後
者
は
前
者
よ
り
も
存
在
論
的
に
よ
り
後
の

も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
個
物
の
認
識
は
二
つ
の
前
提
の
も
と
に
於
て
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
で
あ
ろ
う
。
個
物
の
認
識
は
、
第
一
に
、
個
物
は
一
定
の
、
固
定
的
な
、
完
結
的
な
存
在
を
一
般
に
有
す
る
も

の
と
し
て
、
可
能
で
あ
る
。
第
二
に
、
個
物
に
属
す
る
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
る
性
質
は
同
じ
仕
方
で
属
す
る
の
で
な

く
、
却
っ
て
個
物
の
存
在
そ
の
も
の
に
関
し
て
、
従
っ
て
本
質
性
に
関
し
て
秩
序
も
し
く
は
段
階
の
相
違
が
あ
る

故
に
、
個
物
の
認
識
は
方
法
論
的
に
も
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
も
し
も
個
物
の
認
識
が
そ
れ
の
無
数
の
性
質
を

悉
く
知
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
所
詮
不
可
能
な
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
は
、「
個
別
的
な
物
の
知
識
は
我
々
が
そ
の
物
の
本
質
を
知
る
場
合
に
存
す
る
」、
と
第
七
巻
第
六
章
で
云

っ
て
い
る
。
本
質
は「
個
別
的
な
物
の
実
有
」と
云
わ
れ
、個
物
の
認
識
と
は
そ
の
物
の
本
質
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。

定
義
に
重
要
な
意
味
が
認
め
ら
れ
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
物
の
定
義
は
、
そ
の
物
が
そ
れ
自
身
に
於

て
一
定
の
、
固
定
的
な
、
完
結
的
な
存
在
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
存
在
す
る
も
の
の
存
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在
性
と
限
定
性
と
は
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
。
先
に
注
意
し
て
お
い
た
如
く
、
第
六
巻
第
二
章
に
於
て
、
偶
然
的

な
若
く
は
附
帯
的
な
存
在
は
或
る
非
存
在
に
近
き
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
存
在
に
は
生
成
も
消
滅
も
属
し
な
い
と

云
わ
れ
て
い
る
の
も
、
そ
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。
偶
然
的
な
存
在
は
そ
の
原
因
が
無
限
定
的
で
あ
る
故
に
、
そ
れ

に
就
い
て
は
学
は
可
能
で
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
個
物
の
認
識
に
関
し
て
実
有
は

本
質
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
と
き
、
い
ま
実
有
の
意
味
に
就
い
て
や
や
新
し
い
側
面
を
強
調
す
る
こ

と
が
必
要
な
且
つ
適
切
な
こ
と
に
な
っ
て
来
る
。ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
実
有
は
存
在
0

0

の
実
有

0

0

0

を
意
味
し
た
、

即
ち oujsiva

（
実
有
）
は
本
質
の
意
味
に
於
て o[n

（
存
在
）
の oujsiva 

で
あ
っ
て
、
後
者
を
離
れ
て
別
に
前
者

が
あ
る
の
で
は
な
い
。
存
在
を
離
れ
て
別
に
実
有
が
あ
る
と
い
う
風
に
考
え
る
な
ら
ば
、
存
在
は
現
象
で
実
有
は

そ
の
背
後
に
あ
る
所
謂
実
体
も
し
く
は
実
在
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
で
な
い
。
実
有
は
存
在
の
実
有
で
あ
る
、一
層
鋭
く
表
現
す
れ
ば
、実
有
は
存
在
す
る
も
の

0

0

0

0

0

0

（o[n, 
das Seiende

）
の
存
在

0

0

0

（oujsiva, das Sein

）
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
ひ
と
は oujsiva 

と
い
う
語
が
実
有
と

訳
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
誤
解
に
導
か
れ
て
は
な
ら
な
い
。
実
有
は
所
謂
実
体
と
い
う
が
如
き
も
の
で
な
く
、
そ

れ
が
存
在
で
あ
り
、
存
在
者
（
存
在
す
る
も
の
）
の
存
在
を
謂
う
の
で
あ
る
、 o[n 

と oujsiva 

と
の
区
別
に
よ
っ

て
示
さ
れ
る
の
は
「
存
在
す
る
も
の
」
と
そ
の
「
存
在
」
と
の
区
別
で
あ
る
。
存
在
す
る
も
の
は
い
わ
ば
そ
の
全
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体
に
於
て
我
々
の
認
識
の
う
ち
に
入
っ
て
来
る
も
の
で
な
く
、
我
々
の
認
識
の
う
ち
へ
入
っ
て
来
る
の
は
却
っ
て

存
在
す
る
も
の
の
存
在
で
あ
る
。
存
在
す
る
も
の
に
於
て
精
神
の
う
ち
へ
入
っ
て
来
る
の
は
形
相
で
あ
る
。「
然

る
に
質
料
は
そ
れ
自
身
と
し
て
知
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
」（hJ d= u{lh a[gnw

stoV kaq= auJthvn.

）。
質
料
が
知

ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
質
料
が
相
対
的
な
質
料
で
あ
る
た
め
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
既
に
或
る
形
相
を

有
す
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
質
料
も
質
料
と
し
て
は
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
従
っ
て
認
識
さ
れ
る
、
と
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
自
然
学
の
中
で
云
っ
て
い
る
。
ブ
ロ
ン
ズ
は
彫
刻
に
対
し
て
、
木
材
は
寝
床
に
対
し
て
、
質
料

或
は
未
だ
形
相
を
と
ら
ぬ
も
の
は
形
相
を
有
す
る
も
の
に
対
し
て
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
従
っ
て
認
識
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
物
が
限
定
さ
れ
る
の
は
形
相
に
於
て
で
あ
り
、
し
か
も
本
質
（tiv h\n ei\nai

）
の
意
味
に
於
て
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
本
質
が
存
在
す
る
も
の
の
各
々
に
と
っ
て
そ
の
存
在
を
形
作
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
「
各
々
の
物

が
あ
る
こ
と
が
出
来
る
と
共
に
な
い
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
も
の
は
各
々
の
物
に
と
っ
て
の
質
料
で
あ
る
」。

三
、
個
物
的
な
物
を
基
体
と
し
て
そ
れ
に
就
い
て
述
語
さ
れ
る
も
の
が
本
質
性
に
関
し
て
段
階
的
に
区
別
さ
れ

る
こ
と
は
範
疇
論
の
指
示
す
る
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
区
別
を
方
法
論
的
に
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
は
、

物
の
運
動
も
し
く
は
変
化
で
あ
る
。
即
ち
概
括
的
に
云
え
ば
、
運
動
を
通
じ
て
物
に
於
て
持
続
す
る
も
の
は
実
有

で
あ
り
、
変
化
す
る
も
の
は
附
帯
的
な
も
の
で
あ
る
。
運
動
は
相
反
す
る
状
態
の
間
を
往
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
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ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

が
、
本
質
は
こ
の
場
合
物
に
と
っ
て
も
そ
の
反
対
に
と
っ
て
も
同
一
で
あ
る
。
第
七
巻
第
七
章
に
云
わ
れ
て
い

る
、「
相
反
す
る
も
の
も
或
る
意
味
で
は
同
一
の
形
相
を
有
す
る
。
な
ぜ
な
ら
欠
乏
（stevrhsiV

）
の
実
有
は
反

対
の
実
有
で
あ
る
、
例
え
ば
健
康
は
病
気
の
実
有
で
あ
る
。
病
気
は
健
康
の
非
現
在
（ajpousiva

）
で
あ
る
か
ら
。

健
康
は
精
神
の
う
ち
に
於
け
る
概
念
と
学
で
あ
る
」。
学
は
本
来
た
だ
恒
に
あ
る
も
の
に
就
い
て
可
能
で
あ
る
が
、

恒
に
あ
る
も
の
が
恒
に
あ
る
も
の
と
し
て
自
己
を
顕
に
す
る
の
は
運
動
の
過
程
を
通
じ
て
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し

て
変
化
す
る
諸
性
質
、
諸
関
係
は
、
独
立
な
物
の
本
質
が
認
識
さ
る
べ
き
場
合
、
無
頓
着
で
あ
り
得
る
も
の
で
あ

る
。
諸
性
質
も
、
例
え
ば
赤
は
た
だ
他
の
色
、
緑
と
か
青
と
か
に
変
じ
得
る
の
み
で
、
堅
さ
と
か
温
か
さ
と
か
い

う
が
如
き
も
の
に
変
ず
る
こ
と
な
く
、
そ
の
変
化
の
う
ち
に
色
と
し
て
の
統
一
が
維
持
さ
れ
、
か
く
て
い
わ
ば
実

有
の
影
像
と
し
て
恒
に
あ
る
も
の
の
相
を
有
し
、
恰
も
学
の
う
ち
に
入
り
得
る
か
の
如
く
見
え
る
の
で
あ
る
。

四
、
然
し
乍
ら
、
こ
の
よ
う
に
し
て
凡
て
の
認
識
は
基
体
と
し
て
の
個
別
的
な tovde ti

（
こ
の
も
の
）
に
基

礎
を
お
き
、
そ
れ
に
定
位
を
と
り
、
且
つ
個
物
の
認
識
は
個
物
の
本
質
の
認
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に

よ
っ
て
個
物
の
認
識
の
可
能
性
が
一
応
理
解
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
認
識
さ

れ
た
個
物
の
本
質
に
し
て
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
限
り
に
於
て
そ
れ
は
学
の
対
象

と
も
な
り
得
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
個
物
の
認
識
は
依
然
と
し
て
到
達
さ
れ
て
い
な
い
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
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あ
ろ
う
。
個
物
の
本
質
は
ま
さ
に
そ
の
個
別
性
、
そ
の
独
自
性
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。「
第
一
実
有
は
各
々
の

物
に
固
有
な
も
の
で
あ
っ
て
他
の
も
の
に
属
し
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
云
わ
れ
る
と
き
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
認

識
さ
れ
得
な
い
も
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
問
題
は
従
来
考
え
ら
れ
て
来
た
よ
り
も
遥
か
に
多
く
プ
ラ
ト
ン
主
義
者

で
あ
っ
た
こ
と
が
今
日
一
般
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
的
基
礎
に
於
て
は
、
結
局

十
分
に
解
決
さ
れ
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
個
物
が
そ
の
個
別
性
、
固
有
性
に
於
て
問
題
に
な
っ
た
場
合
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
は
寧
ろ
否
定
的
に
、
個
物
は
定
義
さ
れ
得
ず
、
そ
れ
に
就
い
て
は
学
的
認
識
は
不
可
能
で
あ
る
と
云

わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
彼
は
ま
た
そ
の
よ
う
な
個
物
が
他
の
仕
方
に
於
て
は
認
識
さ
れ
得
る

と
い
う
示
唆
を
与
え
て
い
る
。
感
性
知
覚
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
は
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
彼
は
感
性

知
覚
と
ヌ
ー
ス
と
の
間
に
密
接
な
比
論
を
認
め
た
。
そ
し
て
例
え
ば
、
第
七
巻
第
十
章
の
中
で
は
、
こ
の
円
と
い

う
が
如
き
個
物
は
、定
義
さ
れ
得
な
い
け
れ
ど
も
、直
観
的
思
惟
（novhsiV

）
或
は
感
性
知
覚
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
、

と
云
わ
れ
て
い
る
。
即
ち
数
学
的
存
在
と
し
て
の
こ
の
円
と
い
う
が
如
き
叡
智
的
個
物
は
ヌ
ー
ス
の
は
た
ら
き
に

よ
っ
て
、
ブ
ロ
ン
ズ
や
木
で
作
ら
れ
た
感
性
的
個
物
と
し
て
の
こ
の
円
は
感
性
知
覚
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
感
性
知
覚
や
ヌ
ー
ス
の
作
用
は
学
に
於
け
る
比
量
的
な
思
惟
と
は
異
な
る
具
体
的
な
直
接
的
な
認
識
の
仕
方

で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
個
物
の
全
体
の
個
別
的
な
本
性
は
単
純
な
作
用
に
於
て
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
個
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物
の
知
識
は
普
遍
的
な
判
断
の
形
式
を
取
る
の
で
な
く
、
か
よ
う
な
形
式
を
も
っ
て
完
全
に
言
い
表
す
こ
と
の
出

来
ぬ
も
の
で
あ
る
。
個
物
は
た
だ
全
体
的
に
直
観
的
に
、
単
純
な
作
用
に
よ
っ
て
直
接
的
に
把
捉
さ
れ
得
る
の
み

で
あ
る
。
し
か
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
屡
々
直
接
的
な
認
識
を
論
証
的
な
認
識
の
上
に
お
い
て
い
る
。
分
析
論
後

書
第
二
巻
第
二
章
の
中
で
、
我
々
は
月
蝕
の
探
究
（zhvthsiV

）
を
す
る
が
、
然
し
も
し
我
々
が
月
の
上
に
い
た

な
ら
ば
、
我
々
は
そ
れ
が
存
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
何
故
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
も
探
究
し
な
い
で
あ
ろ

う
、
事
実
も
理
由
も
同
時
に
顕
で
あ
ろ
う
、
と
云
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
一
巻
第
四
章
に

は
、
既
に
記
し
た
如
く
、「
原
理
は
事
実
（to; o{ti

）
で
あ
る
、
も
し
こ
の
も
の
が
十
分
明
ら
か
に
現
れ
る
な
ら
ば
、

何
等
証
明
（diovti

）
の
附
け
加
わ
る
を
要
し
な
い
」、
と
云
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
ヌ
ー
ス
の
認
識
は
直
接
的
で
あ

っ
て
、
比
量
的
な
思
惟
の
場
合
の
よ
う
に diav
（
よ
っ
て
、
通
じ
て
）
と
い
う
性
格
を
有
し
な
い
も
の
で
あ
る
が
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ヌ
ー
ス
の
認
識
は diav 
と
い
う
こ
と
を
根
本
的
な
規
定
と
し
て
有
す
る
学
的
な
認
識
よ
り

も
よ
り
真
な
る
も
の
と
考
え
た
。
更
に
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
六
巻
第
十
二
章
に
は
次
の
如
く
云
わ
れ
て
い
る
。

凡
て
実
践
は
「
個
別
的
な
も
の
且
つ
最
後
の
も
の
」
に
関
わ
っ
て
い
る
、
我
々
の
行
為
の
対
象
と
な
る
の
は
最
後

の
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
論
証
に
関
係
す
る
場
合
、原
理
は
不
動
の
最
初
の
も
の
で
あ
る
。「
ヌ

ー
ス
は
二
つ
の
方
向
に
於
て
端
を
捉
え
る
（kai; oJ nou:V tw

:n ejscavtw
n ejp j ajm φovtera

）、
蓋
し
最
初
の
端
と
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最
後
の
端
と
を
捉
え
る
の
は
ロ
ゴ
ス
で
な
く
て
ヌ
ー
ス
で
あ
る
。」
行
為
の
関
わ
る
個
別
的
な
も
の
は
感
性
知
覚

に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
こ
の
箇
所
に
於
て
は
、
か
か
る
感
性
知
覚
は
ま
さ
に
ヌ
ー
ス
で
あ
る
と
云

わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
個
物
の
認
識
の
問
題
を
ヌ
ー
ス
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と

し
た
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
神
と
呼
ば
れ
た
最
高
の
存
在
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
個
別
的
実

有
で
あ
る
と
見
做
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
も
の
を
把
捉
し
得
る
の
は
云
う
ま
で
も
な
く
ヌ
ー
ス
で
あ
る
。
観
想
的

生
活
の
本
来
の
態
度
は
ロ
ゴ
ス
（
こ
と
ば
、
概
念
）
を
越
え
た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
沈
黙
の
理
解
で
あ
る
。
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リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

第
六
章　

可
能
性
と
現
実
性

一

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
凡
て
の
物
を
運
動
す
る
も
の
と
し
て
考
察
し
た
。
運
動
の
概
念
は
彼
の
哲
学
の
最
も
一
般

的
な
根
柢
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
最
も
根
源
的
な
見
地
を
現
し
て
い
る
。
彼
の
哲
学
の
基
礎
的
な
諸
部
分
は
い
ず
れ

も
運
動
の
概
念
の
諸
原
理
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
貫
徹
さ
れ
て
い
る
。
運
動
の
概
念
の
哲
学
的
解
明
こ
そ
は
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
最
も
主
要
な
且
つ
最
も
多
く
独
創
的
な
学
的
業
績
に
属
す
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

運
動
に
は
四
つ
の
種
類
が
区
別
さ
れ
る
。
一
、
場
所
の
変
化
（φorav

）、
即
ち
空
間
的
運
動
、
二
、
性
質
の
変

化
（ajlloivw

siV

）、
三
、
量
の
変
化
、
即
ち
増
大
と
縮
小
（au[xhsiV kai; φqi;siV

）、
四
、
実
有
の
変
化
、
即
ち

生
成
と
消
滅
（gevnesiV kai; φqorav

）
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
四
種
の
運
動
乃
至
変
化
の
う
ち
第
四
の
も
の
即

ち
生
成
と
消
滅
は
実
有
に
関
す
る
も
の
と
し
て
多
少
特
別
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
或
る
場
合
に
は
こ

れ
ら
四
種
の
運
動
乃
至
変
化
の
凡
て
が
「
運
動
」（kivnhsiV
）
の
概
念
の
も
と
に
包
括
さ
れ
て
い
る
と
共
に
、
他

の
場
合
に
は
そ
の
う
ち
の
三
種
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
大
い
さ
に
関
す
る
運
動
（kivnhsiV kata; megevqoV

）、
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状
態
に
関
す
る
運
動
（kata; pavqoV

）
及
び
場
所
に
関
す
る
運
動
（kata; topvon

）
が
運
動
の
三
つ
の
種
類
と
見

做
さ
れ
、
そ
し
て
実
有
に
関
す
る
変
化
（kat j oujsivan

）
即
ち
生
成
は
そ
れ
ら
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど

も
他
の
場
合
に
は
ま
た
生
成
は
変
化
の
第
四
の
種
類
と
見
ら
れ
て
、
右
の
凡
て
が
「
変
化
」（metabobhv

）
の
概
念

の
も
と
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
。こ
れ
ら
四
種
の
運
動
は
更
に
範
疇
の
種
類
に
従
っ
て
区
分
さ
れ
、  hJ kata; to; tiv（
実

有
に
関
す
る
も
の
）、 hJ kata; to; posovn

（
量
に
関
す
る
も
の
）、 hJ kata; to; poiovn

（
性
質
に
関
す
る
も
の
）、hJ 

kata; to; pou:

（
場
所
に
関
す
る
も
の
）
と
い
う
風
に
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
自
然
学
の

中
で
い
ま
挙
げ
た
範
疇
以
外
の
範
疇
に
於
け
る
運
動
の
存
し
得
な
い
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
。
一
般
に
運
動
に
就

い
て
は
自
然
学
に
於
て
特
に
詳
細
に
論
究
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
―
―
「
自
然
は
運
動
の
原
理
で
あ
る
」
と

原
理
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
―
―
そ
の
こ
と
は
、
運
動
の
概
念
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
全
哲
学
の
中
で
占
め
る
中

心
的
な
位
置
に
鑑
み
て
、
彼
の
哲
学
が
根
源
的
に
は
自
然
に
定
位
を
取
っ
て
お
り
、
そ
の
諸
々
の
基
礎
概
念
の
具

体
的
な
地
盤
が
そ
こ
に
存
す
る
こ
と
を
示
す
に
足
る
ひ
と
つ
の
外
的
証
拠
と
も
見
ら
れ
な
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

運
動
の
問
題
は
差
当
り
実
有
の
問
題
に
関
し
て
生
成
（gevnesiV

）
の
問
題
で
あ
る
。
か
く
て
実
有
の
問
題
を
論

じ
た
形
而
上
学
第
七
巻
に
於
て
も
、
第
七
章
か
ら
第
九
章
ま
で
特
に
生
成
の
分
析
に
充
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
箇
所
で
先
ず
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
生
ず
る
も
の
は
、
も
し
も
そ
れ
が
偶
然
に
よ
っ
て
（ajpo; taujtomavtou, 
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五
五

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

自
発
的
に
）
生
ず
る
の
で
な
け
れ
ば
、
自
然
に
よ
っ
て
（φuvsei

）
で
あ
る
か
、
技
術
に
よ
っ
て
（ajpo; tevcnhV

）

で
あ
る
か
、
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
場
合
に
同
様
の
条
件
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
の
が
彼
の
主
な
る
目
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
箇
所
で
も
見
ら
れ
る
如
く
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
生
成
の
問
題

を
論
ず
る
に
当
り
、
絶
え
ず
自
然
と
技
術
と
を
結
び
付
け
、
技
術
に
よ
る
生
成
に
於
け
る
諸
関
係
を
比
論
的
に
自

然
に
よ
る
生
成
に
於
け
る
諸
関
係
の
解
明
に
移
し
入
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
技
術
と
は
一
般
的
に
且
つ
広
義
に
於

て
、
思
惟
に
よ
っ
て
導
か
れ
、
一
定
の
目
的
の
実
現
に
向
け
ら
れ
た
人
間
的
活
動
を
謂
い
、
し
か
も
プ
ラ
ト
ン
の

語
を
借
り
れ
ば ejrgasiva 

即
ち
一
定
の
作
品
の
制
作
を
目
差
し
た
活
動
を
謂
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
然

と
技
術
と
の
結
合
、両
者
の
間
の
比
論
は
彼
の
自
然
学
に
於
て
も
、こ
の
書
物
を
少
し
注
意
し
て
繙
く
と
き
、我
々

の
容
易
に
気
付
き
得
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
た
技
術
の
概
念
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
に
於
て
甚
だ
重
要

な
意
味
を
有
す
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
生
じ
た
も
の
（to; gignovmenon

）
は
或
る
意
味
で
は
作
ら
れ

た
も
の
（to; poiouvmenon

）
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
他
方
ま
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
は
制
作
も
自
然
の
如

き
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。「
例
え
ば
も
し
家
が
自
然
に
よ
っ
て
生
ず
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
今
技

術
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
と
同
じ
仕
方
で
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
も
し
自
然
の
生
産
物
が
単
に
自
然
に
よ
っ
て
の

み
で
な
く
技
術
に
よ
っ
て
も
生
ず
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
自
然
的
に
生
ず
る
の
と
同
様
に
作
ら
れ
ね
ば
な
ら



一
五
六

ぬ
で
あ
ろ
う
」、
と
云
わ
れ
て
い
る
。

凡
て
生
ず
る
も
の
は
或
る
も
の
に
よ
っ
て

0

0

0

0

（uJ φ j ou|

）、
或
る
も
の
か
ら
0

0

、（ejx ou|

）
或
る
も
の

0

0

0

0

（tiv

）
に
、
と

い
う
根
本
的
な
構
造
を
含
ん
で
い
る
。
自
然
的
生
成
の
場
合
、
物
が
そ
れ
か
ら
成
る
も
の
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
成

る
も
の
も
、
そ
れ
に
成
る
も
の
も
、
い
ず
れ
も
自
然
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
場
合
、
自
然
は
三
様
の
意
味
に
語
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
、即
ち
先
ず
質
料
の
意
味
に
、次
に
運
動
の
原
因
（o{qen hJ ajrch; th:V kinh;sew

V

）
の
意
味
に
、

第
三
に
形
相
の
意
味
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
の
よ
う
な
自
然
的
生
成
を
現
象
に
於
て
示
し

て
、「
人
間
は
人
間
を
生
む
」
と
い
う
が
如
き
甚
だ
特
徴
あ
る
例
を
絶
え
ず
挙
げ
て
い
る
。
人
間
は
人
間
を
生
む

と
い
う
場
合
、
生
れ
た
も
の
も
生
ん
だ
も
の
と
同
じ
く
人
間
で
あ
る
。
従
っ
て
形
相
の
意
味
に
語
ら
れ
る
自
然
は

こ
の
場
合
同
じ
（oJmoeidhvV

）
で
あ
る
。
人
間
が
人
間
を
生
む
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
人
間
が
生
じ
た
の
で
あ
る
け

れ
ど
も
、
彼
等
が
他
の
も
の
で
あ
る
の
は
質
料
に
よ
っ
て
で
あ
っ
て
、
形
相
に
於
て
は
同
一
で
あ
る
。
カ
リ
ア
ス

と
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
は
二
人
の
人
間
で
は
あ
る
が
、
人
間
と
い
う
形
相
に
於
て
は
同
一
で
あ
っ
て
、
質
料
に
よ
っ
て

異
な
る
の
で
あ
る
。
形
相
は
統
一
性
の
根
拠
で
あ
り
、
質
料
は
多
数
性
と
差
異
性
と
の
根
拠
で
あ
る
。
異
な
っ
た

も
の
に
於
て
質
料
は
異
な
っ
て
い
る
、
質
料
は
限
り
な
く
分
割
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
、
そ
の
如
何
な
る
部
分
も
他

の
部
分
と
同
じ
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
「
形
相
は
分
割
さ
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
」（a[tomon ga;r to; 
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七

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

ei\doV

）。
諸
々
の
人
間
に
於
て
彼
等
が
そ
れ
か
ら
成
っ
て
い
る
質
料
と
し
て
の
肉
や
骨
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い

る
が
、
人
間
の
多
く
の
形
相
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
質
料
と
形
相
と
か
ら
結
合
さ
れ
た
全
体
と
し
て
の
諸
々
の
人

間
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
が
、
形
相
は
同
一
で
あ
る
。
形
相
は
分
割
さ
れ
得
ぬ
最
後
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
自
然
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
は
或
る
意
味
で
は
凡
て
「
同
じ
名
の
も
の
か
ら
」（ejx oJmw

nuvmou

）
生
ず
る
の
で

あ
る
、
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
云
っ
て
い
る
。
即
ち
人
間
か
ら
人
間
は
生
れ
る
の
で
あ
る
。
技
術
に
よ
る
制
作
の

場
合
に
も
同
様
の
関
係
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
形
相
は
作
る
者
の
精
神
の
う
ち
に
あ
る
、
大
工
が
家
を
建
て
る

場
合
、
建
て
ら
れ
た
家
の
形
相
と
同
じ
形
相
が
先
ず
大
工
の
頭
の
中
に
あ
っ
て
家
は
建
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
家

は
大
工
の
頭
の
中
に
あ
る
家
の
形
相
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
或
る
意
味
で
は
家
は
家
か
ら
生
ず
る
の
で

あ
る
。
こ
の
場
合
に
も
同
じ
名
の
も
の
か
ら
の
生
成
が
あ
る
が
、た
だ
そ
れ
は
部
分
的
に
同
じ
名
の
も
の
か
ら（ejk 

mevrouV oJmw
nuvmou

）
の
生
成
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
大
工
の
精
神
の
う
ち
に
あ
る
家
は
、
全
体
の
家
、
言
い
換
え

る
と
、
質
料
と
形
相
と
か
ら
合
成
し
た
全
体
（suvnolon
）
と
し
て
の
家
で
は
な
く
て
、
単
に
そ
の
一
部
分
即
ち

家
の
形
相
の
み
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
技
術
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
も
の
に
就
い
て
は
思
惟
（novhsiV

）
と
制
作

（poivhsiV

）
と
の
二
つ
の
過
程
が
区
別
さ
れ
る
。
例
え
ば
医
者
が
病
人
を
健
康
に
す
る
た
め
に
は
先
ず
健
康
の
原

因
を
溯
っ
て
探
求
し
、
次
に
そ
れ
に
相
応
す
る
手
段
を
実
際
に
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
前
の
過
程
は
思
惟
で
あ
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五
八

り
、
後
の
過
程
は
制
作
で
あ
る
。

か
く
の
如
き
生
成
の
分
析
に
よ
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
示
そ
う
と
し
た
の
は
何
よ
り
も
、
形
相
は
生
ず
る
も

の
で
も
成
る
も
の
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
形
相
は
何
等
生
成
を
有
し
な
い
。
他
の
も
の
と
成
る
原
理
及

び
可
能
性
は
た
だ
質
料
の
う
ち
に
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
自
然
に
よ
っ
て
に
せ
よ
、
技
術
に
よ
っ
て
に
せ
よ
、
凡
て

生
ず
る
も
の
は
質
料
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
生
成
は
質
料
と
形
相
と
か
ら
合
成
さ
れ
た
も
の
に
の

み
属
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
質
料
そ
の
も
の
は
生
成
に
と
っ
て
つ
ね
に
既
に
そ
こ
に
あ
る
も
の
と
し
て
前
提
さ
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。「
も
し
も
何
物
も
既
に
そ
こ
に
あ
る
の
で
な
い
な
ら
成
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
」

（ajduvnaton genevsqai eij mhde;n prou&pavrcoi

）
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
云
っ
て
い
る
。
石
が
既
に
そ
こ
に
あ
る

の
で
な
け
れ
ば
大
工
は
家
を
建
て
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
か
く
て
明
ら
か
に
、
建
て
ら
れ
た
家
の
或
る
部
分
は
既

に
そ
こ
に
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
よ
う
な
部
分
が
恰
も
質
料
で
あ
る
。
石
の
如
き
質
料
は
建
築
の
過

程
に
と
っ
て
つ
ね
に
既
に
そ
こ
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
も
の
が
家
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
我
々
は
か

の
基
体
（uJpokeivmenon

）
の
概
念
の
最
も
具
体
的
な
解
明
を
見
出
し
得
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
生
成
に

あ
た
っ
て
既
に
そ
こ
に
あ
る
も
の
が
基
体
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
質
料
で
あ
る
。
家
を
建
て
る
場
合
、
ひ
と
は
石

の
如
き
質
料
を
作
る
の
で
な
い
よ
う
に
、
形
相
を
作
り
出
す
の
で
も
な
く
、
却
っ
て
質
料
と
形
相
と
か
ら
結
合
さ
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

れ
た
も
の
、
即
ち
石
の
家
を
作
る
の
で
あ
る
。
生
成
に
於
て
は
質
料
が
既
に
そ
こ
に
あ
る
も
の
と
し
て
前
提
さ
れ

る
の
み
で
な
く
、
形
相
も
本
来
生
成
す
る
こ
と
な
き
も
の
と
し
て
、
既
に
そ
こ
に
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
単
に
本
質
と
し
て
の
形
相
の
み
で
な
い
、
性
質
、
量
、
そ
の
他
同
様
の
範
疇
の
も
の
も
生

ず
る
も
の
で
な
い
。
性
質
は
生
ず
る
の
で
な
く
、
生
ず
る
と
い
わ
れ
る
の
は
或
る
性
質
の
木
材
と
か
動
物
と
か
で

あ
る
。
生
成
に
於
て
生
ず
る
の
は
石
の
家
と
い
う
が
如
き
質
料
と
形
相
と
か
ら
結
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
質
料

も
形
相
も
既
に
そ
こ
に
あ
る
も
の
と
し
て
前
提
さ
れ
る
が
、
両
者
は
そ
の
存
在
に
於
て
同
じ
で
は
な
い
。
即
ち
質

料
の prou&pavrcein

（
既
に
そ
こ
に
あ
る
）
は
そ
れ
が uJpokeivmenon

（
基
体
）
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
形
相

の prou&pavrcein

（
既
に
そ
こ
に
あ
る
）
は
そ
れ
の tiv h\n ei\nai

（
本
質
）
と
し
て
の
性
格
を
、
言
い
換
え
る
と

　

W
esen

（
本
質
）
が　

G
ew

esen

（
あ
っ
た
）
の
意
味
を
有
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
。

凡
て
我
々
が
現
実
的
と
呼
ぶ
も
の
は
質
料
と
形
相
と
か
ら
合
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
も
の
と
し
て
生

成
を
有
す
る
。
然
し
な
が
ら
こ
の
際
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
現
実
的
な
も
の
は
質
料
と
形
相
と
の
両
者
か
ら
成
っ

て
い
る
と
云
わ
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
単
な
る
複
合
体
と
考
え
ら
れ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
凡
て
の
存

在
は
統
一
（e{n

）
で
あ
る
。
一
も
し
く
は
統
一
（unum

, unitas
）
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
に
於
け
る
根
本

概
念
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
一
は
存
在
と
同
じ
よ
う
に
全
く
一
般
的
に
凡
て
の
物
に
就
い
て
語
ら
れ
る
。
従
っ
て
一



一
六
〇

は
存
在
と
同
じ
く
類
概
念
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
超
越
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
ま
た

一
は
存
在
と
同
じ
よ
う
に
種
々
の
意
味
に
語
ら
れ
る
が
、
し
か
も
存
在
と
同
じ
だ
け
多
様
に
語
ら
れ
る
の
で
あ
る

（levgetai ijsacw
:V to; o]n kai; to; e{n

）。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
形
而
上
学
第
五
巻
第
六
章
並
び
に
第
十
巻
第
一
、

第
二
章
に
於
て
一
の
語
ら
れ
る
種
々
な
る
意
味
を
区
別
し
て
い
る
。
特
に
重
要
な
の
は
数
学
的
意
味
に
於
け
る
一

と
存
在
論
的
意
味
に
於
け
る
一
と
の
区
別
で
あ
る
。
一
は
第
一
の
単
位
と
し
て
数
の
原
理
で
あ
っ
て
、
か
か
る
一

の
反
対
は
多
で
あ
る
。
し
か
る
に
存
在
論
的
意
味
に
於
け
る
一
乃
至
統
一
は
別
た
れ
ぬ
、
分
割
さ
れ
ぬ
存
在
と
い

う
こ
と
で
あ
る
（to; eJni; ei\nai to; ajdiairevtw

/ ejsti;n ei\nai

）。
か
か
る
一
の
反
対
は
多
で
な
く
て
、
分
離
も
し

く
は
分
割
で
あ
る
。
部
分
が
多
で
あ
る
こ
と
は
こ
の
統
一
に
反
す
る
も
の
で
な
く
、
そ
の
よ
う
な
部
分
が
分
離
し

て
い
な
い
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
統
一
に
は
コ
リ
ス
コ
ス i

と
音
楽
的
と
い
う
場
合
の
如
く
偶
然
的
な
若

く
は
附
帯
的
な
も
の
が
あ
り
、
ま
た
自
体
に
於
け
る
、
必
然
的
な
、
本
質
的
な
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
第
一
次
的

に
統
一
と
云
わ
れ
る
の
は
そ
の
実
有
が
一
で
あ
る
も
の
で
あ
る
、
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
記
し
て
い
る
。
厳
密
な

意
味
で
自
体
に
於
け
る
統
一
と
考
え
ら
れ
る
の
は
本
質
の
統
一
、本
質
が
分
た
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

i
　
プ
ラ
ト
ン
学
園
で
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
同
僚
の
名
前
だ
ろ
う
。
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

　

二

生
成
に
就
い
て
の
右
の
如
き
分
析
は
な
お
静
学
的
で
あ
っ
て
、
生
成
を
生
成
と
し
て
動
学
的
に
把
捉
し
た
も
の

と
し
て
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
生
成
が
生
成
と
し
て
動
学
的
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に
は
新
た
な
る
観
点
が
必
要
で

あ
る
。
そ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
第
七
巻
の
最
後
の
章
に
至
っ
て
実
有
の
概
念
に
新
た
な
る
表
現
を
与
え
て

い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
生
成
並
び
に
運
動
の
問
題
が
最
も
独
自
な
仕
方
で
取
扱
わ
れ
た
第
八
巻
特
に
第
九
巻
へ
の

連
絡
が
示
さ
れ
た
も
の
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
実
有
の
概
念
は tiv ejsti

（
何
で
あ
る
か
）
と
い
う

語
を
も
っ
て
現
さ
れ
た
。
然
る
に
こ
の
章
で
は tiv ejsti

（
何
で
あ
る
か
）
は dia; tiv

（
何
に
よ
っ
て
で
あ
る
か
）

と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
、
実
有
の
概
念
は
原
因
の
概
念
と
結
び
付
け
ら
れ
る
。
実
有
は
物
の

限
定
性
を
構
成
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
生
成
の
問
題
は
、
凡
て
与
え
ら
れ
た
も
の
が
限
定
さ
れ
た

或
る
も
の
、
他
の
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
る
限
定
性
を
有
す
る
或
る
も
の
で
あ
る
の
は
何
に
よ
っ
て
然
る
か
、
と
い

う
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
実
有
が
物
の
限
定
性
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
実
有
に
就
い
て
の
問
は
ま
た
「
何
に
よ
っ
て
こ
の
も
の
に
こ
の
も
の
が
属
す
る
か
」（dia; tiv uJpavrcei 

tovde tw
:/de

）
と
い
う
問
で
あ
る
。
肉
は
火
と
地
と
か
ら
成
っ
て
い
る
、
け
れ
ど
も
そ
れ
は
火
で
あ
り
地
で
あ
る

も
の
と
同
一
で
な
い
。
肉
が
要
素
に
分
解
さ
れ
る
と
き
、
火
や
地
は
存
続
す
る
に
し
て
も
、
肉
は
も
は
や
存
し
な
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く
な
る
。
そ
れ
故
に
肉
は
単
に
火
と
地
と
が
寄
り
合
っ
た
も
の
で
な
く
、
な
お
或
る
他
の
も
の
（e{terovn ti

）
で

あ
る
。
か
く
見
る
と
き
、
肉
と
は
何
か
0

0

と
い
う
問
は
、
こ
の
も
の
は
何
故
に

0

0

0

肉
で
あ
る
か
と
い
う
問
と
同
じ
で
あ

る
。
火
や
地
を
我
々
が
肉
と
呼
ぶ
特
定
の
も
の
に
す
る
こ
の
「
他
の
も
の
」
と
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
火
や
地

に
類
す
る
何
等
か
の
質
料
的
要
素
で
あ
る
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
三
つ
の
要
素
を
肉
と
す
る
も
の

は
何
で
あ
る
か
と
更
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
く
の
如
く
に
問
は
限
り
な
く
進
行
し
て
答
に
達
す
る
こ
と

が
な
い
。
諸
要
素
で
あ
る
質
料
と
は
異
な
る
こ
の
或
る
も
の
、
火
と
地
と
が
肉
で
あ
る
と
い
う
原
因
、
肉
の dia; 

tiv 

は
そ
の
形
相
的
限
定
性
を
意
味
す
る
実
有
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
実
有
は
一
般
に
物
が
限
定
さ
れ
た
こ
の
も
の

で
あ
る
こ
と
に
と
っ
て
の
内
的
原
因
（dia; tiv

）
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
実
有
の
概
念
が
原
因
の
概
念
と
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
有
の
問
題
は
そ
の 

dia;

（
を
通
じ
て
）
の
規
定
に
よ
っ
て
生
成
の
問
題
と
内
的
に
結
び
付
く
こ
と
に
な
る
。
生
成
は
過
程
的
な
も
の

と
し
て
ま
さ
に
生
成
で
あ
る
。
自
然
学
の
中
で
は
、「
生
成
と
云
わ
れ
る
自
然
は
自
然
へ
の
道
で
あ
る
」
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
桜
の
樹
の
自
然
は
そ
の
生
長
の
過
程
に
於
て
顕
に
な
り
、
こ
の
過
程
に
よ
っ
て
そ
の
自
然
は
達
せ

ら
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
原
因
と
見
ら
れ
る
も
の
を
分
析
し
て
四
種
と
し
た
。
一
、
質
料
（u{lh

）
と
し
て

の
原
因
、
詳
し
く
云
え
ば
、「
物
が
そ
の
も
の
か
ら
生
じ
且
つ
生
じ
た
も
の
の
う
ち
に
内
在
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

も
の
」（to; ejx ou| givnetaiv ti ejnupavrcontoV

）
で
あ
る
。
彫
刻
の
ブ
ロ
ン
ズ
、杯
の
銀
の
如
き
が
そ
れ
で
あ
る
。

彫
刻
は
ブ
ロ
ン
ズ
か
ら
生
じ
、
し
か
も
ブ
ロ
ン
ズ
は
彫
刻
の
う
ち
に
内
在
し
て
い
る
。
二
、
形
相
（ei\doV

）
と

し
て
の
原
因
、彫
刻
に
現
さ
れ
た
ヘ
ル
メ
ス
の
姿
の
如
き
で
あ
る
。
三
、動
か
す
も
の
（kinou:n

）
と
し
て
の
原
因
、

彫
刻
を
制
作
す
る
彫
刻
家
の
如
き
で
あ
る
。
四
、
目
的
（tevloV, ou| e{neka

）
と
し
て
の
原
因
、
即
ち
完
成
さ
れ

た
彫
刻
が
そ
れ
で
あ
る
。
我
々
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
け
る
原
因
の
概
念
を
今
日
謂
う
原
因
の
概
念
と
同
一
視

し
て
は
な
ら
な
い
。
近
代
的
な
原
因
の
概
念
と
多
少
と
も
類
似
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
得
る
の
は
運
動
因
の
み
で

あ
る
。
原
因
は
結
果
の
外
に
あ
る
も
の
で
な
く
、
ま
た
結
果
の
生
ず
る
と
共
に
消
滅
す
る
も
の
で
も
な
い
。
物
が

そ
れ
か
ら
生
ず
る
質
料
因
に
し
て
も
、
生
じ
た
も
の
の
う
ち
に
内
在
的
（ejnupavrcon

）
で
あ
る
。
作
ら
れ
た
彫

刻
の
外
に
ブ
ロ
ン
ズ
は
あ
る
の
で
な
く
、
作
ら
れ
た
彫
刻
の
う
ち
に
ブ
ロ
ン
ズ
は
内
在
し
、
し
か
も
ブ
ロ
ン
ズ
自

身
も
他
の
も
の
と
区
別
さ
れ
る
形
相
を
有
す
る
限
り
、
そ
の
彫
刻
の
う
ち
に
或
る
仕
方
で
現
れ
て
お
り
、
我
々
は

そ
の
彫
刻
が
大
理
石
か
ら
成
る
も
の
で
な
く
ブ
ロ
ン
ズ
か
ら
成
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
識
別
す
る
。
然
し
ブ
ロ
ン

ズ
は
質
料
と
し
て
な
お
表
現
的
な
も
の
で
な
い
。
彫
刻
家
が
そ
れ
に
ヘ
ル
メ
ス
の
姿
を
刻
む
と
き
、
ブ
ロ
ン
ズ
は

表
現
的
な
も
の
と
な
り
、
ブ
ロ
ン
ズ
の
有
す
る
色
、
堅
さ
等
々
の
も
の
も
真
に
表
現
的
な
意
味
を
得
て
来
る
の
で

あ
る
。
こ
の
と
き
質
料
と
形
相
と
の
間
に
は
内
面
的
な
聯
関
が
形
作
ら
れ
、
ブ
ロ
ン
ズ
の
上
に
刻
ま
れ
た
姿
は
い
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わ
ば
ブ
ロ
ン
ズ
の
自
己
表
現
と
な
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
生
成
に
於
け
る
質
料
と
形
相
と
の
関
係
を
可
能
性
と

現
実
性
と
の
関
係
と
し
て
把
捉
し
た
の
に
は
か
く
の
如
き
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
生
成
は
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
表
現
0

0

と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
我
々
は
解
釈
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
従
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
に
於
け
る
原
因
の
概
念
は
近
代
的
な
機
械
的
因
果
の
問
題
に
か
か
わ
る
の
で
な
く
、
寧
ろ
表
現
の
問
題
に
か

か
わ
る
と
見
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
に
於
て
自
然
と
技
術
、
そ
れ
故
に
ま
た
ポ
イ
エ
シ
ス
（
制

作
）
と
が
最
も
密
接
な
関
係
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
。
精
神
論
第
三
巻
の
中
で
、
全
自
然
の

う
ち
に
は
各
々
の
類
に
と
っ
て
の
質
料
が
あ
る
一
方
、
丁
度
技
術
が
質
料
に
対
し
て
は
た
ら
く
の
と
同
じ
よ
う
に

凡
て
の
も
の
を
造
形
す
る
原
因
即
ち
作
動
因
が
あ
る
、
と
云
わ
れ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
け
る
所
謂
自

然
目
的
論
も
、凡
て
の
も
の
は
彼
に
於
て
表
現
的
な
も
の
と
見
ら
れ
た
と
い
う
意
味
に
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

生
成
を
生
成
と
し
て
、
言
い
換
え
る
と
、
過
程
乃
至
「
道
」（oJdovV

）
と
し
て
把
握
す
る
と
き
、
こ
の
過
程
或

は
道
の
終
り
が
特
に
重
要
な
も
の
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
テ
ロ
ス
（tevloV

）
は
も
と
終
り
を
意
味
し
、
そ
こ
か

ら
ま
た
目
的
と
考
え
ら
れ
、
然
る
に
終
り
は
ま
た
初
め
、
従
っ
て
原
理
（ajrchv, principium

）
と
考
え
ら
れ
、

か
く
し
て
ま
た
原
因
と
考
え
ら
れ
る
。
形
而
上
学
第
二
巻
第
二
章
に
曰
う
、「
そ
の
も
の
の
た
め
に
（ou| e{neka

）

と
い
う
も
の
が
テ
ロ
ス
で
あ
る
、
か
く
の
如
き
も
の
は
他
の
も
の
の
た
め
に
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
他
の
も
の
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が
そ
の
も
の
の
た
め
に
あ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
も
し
過
程
が
無
限
（a[peiron 

無
限
定
）
で
あ
る
べ
き
で
な
い

な
ら
ば
、
か
く
の
如
き
或
る
最
後
の
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
も
し
か
く
の
如
き
も
の
が
な
い
な
ら

ば
、
そ
の
も
の
の
た
め
に
と
い
う
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
」。「
理
性
を
有
す
る
者
は
少
な
く
と
も
つ
ね
に
何
物
か

の
た
め
に
行
為
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
も
の
は
限
界
（pevraV

）
で
あ
り
、
テ
ロ
ス
は
ペ
ラ
ス
（
限
界
）
で
あ
る
。」

過
程
が
無
限
で
な
く
、限
定
を
有
す
る
た
め
に
は
、終
り
が
、最
後
の
も
の
が
、即
ち
テ
ロ
ス
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

物
を
作
る
者
は
、
も
し
終
り
に
達
す
る
見
込
み
が
な
い
な
ら
ば
、
制
作
に
従
事
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
家
を
建
て
終

る
大
工
は
有
能
な
大
工
で
あ
り
、決
し
て
終
り
に
達
し
な
い
活
動
は
制
作
的
と
も
云
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
更
に
、

た
だ
技
術
を
持
っ
て
い
る
の
み
で
そ
れ
を
は
た
ら
か
せ
な
い
の
で
な
く
、
持
っ
て
い
る
技
術
を
現
に
は
た
ら
か
せ

る
大
工
が
有
能
な
大
工
な
の
で
あ
る
。
第
九
巻
第
八
章
に
は
云
わ
れ
て
い
る
、「
凡
て
生
ず
る
も
の
は
原
理
即
ち

テ
ロ
ス
に
向
っ
て
歩
む（
そ
の
も
の
の
た
め
に
と
い
う
も
の
が
原
理
で
あ
っ
て
、生
成
は
テ
ロ
ス
の
た
め
に
あ
る
）、

現
実
性
（ejnevrgeia

）
が
テ
ロ
ス
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
も
の
の
た
め
に
能
力
（duvnamiV 

可
能
性
）
は
持
た
れ

て
い
る
の
で
あ
る
」。
動
物
は
視
力
を
持
た
ん
が
た
め
に
視
る
の
で
な
く
、
視
ん
が
た
め
に
視
力
を
持
っ
て
い
る
。

同
様
に
ま
た
我
々
は
家
を
建
て
ん
が
た
め
に
建
築
術
を
持
ち
、
理
論
せ
ん
が
た
め
に
理
論
的
学
を
持
つ
の
で
あ
っ

て
、
理
論
的
学
を
持
た
ん
が
た
め
に
理
論
す
る
の
で
は
な
い
。「
更
に
、
質
料
は
形
相
に
達
せ
ん
が
た
め
の
故
に
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可
能
性
に
於
て
あ
る
、
現
実
性
に
於
て
あ
る
と
き
、
そ
れ
は
形
相
の
う
ち
に
あ
る
」。
こ
の
よ
う
に
し
て
運
動
は

過
程
と
し
て
或
は
道
と
し
て
、現
実
性
へ
向
っ
て「
歩
む
」道
で
あ
り
、可
能
性
に
於
て
あ
る
も
の
が
現
実
性
に「
達

せ
ん
が
た
め
に
」歩
む
過
程
で
あ
る
。
可
能
性
と
現
実
性
と
の
概
念
に
よ
っ
て
生
成
は
生
成
と
し
て
解
明
さ
れ
る
。

質
料
と
形
相
と
い
う
静
学
的
な
概
念
は
、
今
や
質
料
は
可
能
性
の
意
味
に
、
形
相
は
現
実
性
の
意
味
に
動
学
的
に

解
釈
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
我
々
は
可
能
性
及
び
現
実
性
の
概
念
に
就
い
て
、
そ
れ
ら
が
何
を
意
味
す
る
か
を
検
討
し
よ
う
。
第
九

巻
第
三
章
に
は
、「
可
能
的
な
も
の
と
は
、
そ
の
可
能
性
を
有
す
る
と
云
わ
れ
る
現
実
性
が
そ
の
も
の
に
属
す
る

場
合
、
何
等
不
可
能
な
こ
と
が
生
じ
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
定
義
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
定

義
は
不
十
分
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
こ
で
は
、
先
ず
可
能
と
い
う
こ
と
が
不
可
能
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
て
お
り
、
次
に
可
能
性
が
現
実
性
の
概
念
に
基
づ
い
て
規
定
さ
れ
、
従
っ
て
後
の
概
念
の
理
解
が
前
提

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
可
能
的
な
も
の
は
現
実
性
の
概
念
の
助
け
な
し
に
は
定
義
さ
れ
得
な
い
。
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
自
身
こ
の
巻
の
第
八
章
で
、
現
実
性
は
概
念
に
於
て
も
存
在
に
於
て
も
可
能
性
よ
り
も
よ
り
先
な
る
も
の

で
あ
り
、
後
者
の
概
念
及
び
認
識
に
は
前
者
が
先
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
現
実
性

と
は
何
を
謂
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
（ejnevrgeia 

現
実
性
）
の
名
は
、
エ
ン
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

テ
レ
ケ
イ
ア
（ejntelevceia 

完
全
性
）
と
関
係
を
有
す
る
の
で
あ
る
が
、
主
と
し
て
運
動
か
ら
他
の
も
の
へ
拡
張

さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
は
何
よ
り
も
運
動
と
同
じ
に
考
え
ら
れ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
彼
は 

ejnevrgeia 

の
名
が
運
動
を
現
す
ひ
と
つ
の
動
詞 e[rgw

（
は
た
ら
く
、業
を
為
す
）
か
ら
来
て
い
る
と
記
し
て
い
る
。

し
か
し
現
実
性
と
い
う
語
の
意
味
は
か
よ
う
な
運
動
乃
至
活
動
の
意
味
に
限
ら
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
ヘ
ル
メ
ス

の
像
は
、
そ
れ
が
彫
刻
さ
れ
て
完
成
し
た
作
品
と
し
て
存
す
る
場
合
、
現
実
性
に
於
て
あ
る
と
云
わ
れ
る
。
未
だ

彫
刻
家
の
手
が
加
わ
ら
な
い
大
理
石
は
こ
れ
に
反
し
て
可
能
性
に
於
て
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
認
識
せ
る
者
と
呼

ば
れ
る
人
が
、
認
識
さ
れ
た
対
象
の
観
想
の
う
ち
に
ま
さ
し
く
あ
る
場
合
、
彼
は
現
実
的
に
認
識
し
つ
つ
あ
る
者

で
あ
る
。
け
れ
ど
も
彼
が
そ
の
能
力
を
は
た
ら
か
せ
て
い
な
い
場
合
、
彼
は
認
識
せ
る
者
と
し
て
可
能
性
に
於
て

あ
る
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
家
を
建
て
得
る
者
に
対
し
て
家
を
建
て
つ
つ
あ
る
者
、
眠
っ
て
い
る
者
に
対

し
て
覚
め
て
い
る
者
、
視
力
は
持
っ
て
い
る
が
眼
を
閉
じ
て
い
る
者
に
対
し
て
眼
を
開
い
て
視
て
い
る
者
、
か
よ

う
な
も
の
は
現
実
性
に
於
て
あ
る
と
云
わ
れ
る
。
従
っ
て
現
実
性
に
於
て
と
い
う
こ
と
は
凡
て
同
じ
意
味
に
於
て

（oJmoivw
V

）
語
ら
れ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
比
論
に
よ
っ
て
（tw

:/ ajnavlogon

）
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が

ら
現
実
性
の
主
な
る
意
味
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
一
方
で
は
可
能
性
に
対
し
て
運
動
と
し
て
（w

JV kivnhsiV 

pro;V duvnamin

）
で
あ
り
、
他
方
で
は
或
る
質
料
に
対
し
て
実
有
と
し
て
（w

JV oujsiva provV tina u{lhn

）
で
あ



一
六
八

る
。
言
い
換
え
る
と
、
現
実
性
は
先
ず
活
動
性
の
意
味
に
、
次
に
質
料
の
う
ち
に
於
け
る
形
相
の
内
在
性
の
意
味

に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
重
の
意
味
の
結
合
に
於
て
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
（
現
実
性
）
の
意
味
は
充
実
す

る
。「
そ
れ
故
に
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
の
名
は
活
動
に
従
っ
て
語
ら
れ
、
そ
し
て
完
全
性
を
目
差
し
て
進
む
。」
エ
ネ
ル

ゲ
イ
ア
は
運
動
、
し
か
も
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
を
目
差
し
て
進
展
す
る
運
動
で
あ
る
、 ejntelevceia

（
エ
ン
テ
レ
ケ

イ
ア
）
と
い
う
の
は teleiovthV

（
完
全
性
）
の
意
味
で
あ
り
、
完
全
性
と
は
或
る
物
に
於
て
そ
れ
の
実
有
も
し

く
は
形
相
が
完
全
に
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
謂
い
、
そ
の
と
き
か
か
る
実
現
に
向
っ
て
進
む
運
動
は
そ
の
テ
ロ

ス
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
実
性
の
意
味
に
相
応
し
て
可
能
性
の
意
味
も
規
定
さ
れ
る
。
即
ち
そ
れ

は
現
実
性
に
な
い
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
「
可
能
的
な
も
の
と
は
、
そ
の
可
能
性
と
云
わ
れ
る
現
実
性
が
そ
の
も

の
に
属
す
る
場
合
、
何
等
不
可
能
な
こ
と
が
生
じ
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
」。
尤
も
デ
ュ
ナ
ミ
ス
（
可
能
性
）

と
い
う
語
は
運
動
の
力
、
或
は
「
運
動
の
原
理
」（ajrch; kinhvsew

V

）
と
い
う
意
味
に
於
て
も
用
い
ら
れ
る
。
例

え
ば
人
間
は
歩
く
力
、
坐
る
力
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
人
間
は
運
動
の
初
め
若
く
は
原
理
と
し
て
の
「
力
を

有
す
る
も
の
」（dunatovn

）
で
あ
る
。
か
よ
う
な
意
味
に
於
て
は
、神
は
運
動
の
第
一
原
理
と
考
え
ら
れ
る
故
に
、

神
は
つ
ね
に dunatovn 

で
あ
る
。
け
れ
ど
も
神
は
決
し
て dunavmei o[n

（
可
能
的
存
在
）
と
は
考
え
ら
れ
な
い
、

却
っ
て
神
は
最
も
勝
れ
た
意
味
に
於
て o]n ejnergeiva/

（
現
実
的
存
在
）
で
あ
る
、
蓋
し
神
は
純
粋
な
形
相
で
あ



一
六
九

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
可
能
的
存
在
の
意
味
に
於
け
る
可
能
性
の
概
念
に
就
い
て
は
、
そ
の
質
料
性
、
そ
こ
で

ま
た
不
完
全
性
の
意
味
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
よ
う
に
し
て
凡
て
質
料
と
形
相
と
か
ら
成
っ
て
い

る
も
の
は
可
能
的
存
在
と
現
実
的
存
在
と
の
結
合
か
ら
成
っ
て
い
る
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
例
え
ば
ブ
ロ

ン
ズ
は
ブ
ロ
ン
ズ
と
し
て
は
現
実
性
に
於
て
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
か
ら
作
ら
れ
る
彫
刻
に
対
し
て
は
可
能
性

に
於
て
あ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
よ
う
な
可
能
的
存
在
と
現
実
的
存
在
と
の
結
合
の
存
在
論
的
意
味
を
最
も

明
瞭
に
現
す
も
の
は
運
動
的
存
在
（o]n kinhvsei

）
で
あ
る
。

「
可
能
的
な
も
の
の
、
か
か
る
も
の
で
あ
る
限
り
に
於
け
る
、
現
実
性
を
私
は
運
動
と
呼
ぶ
」（th;n tou: 

dunavmei h:/ toiou:tovn ejstin ejnevrgeian levgw
 kivnhsin

）。
こ
れ
が
形
而
上
学
第
十
一
巻
第
九
章
に
於
て
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
運
動
の
定
義
で
あ
る
。
自
然
学
の
中
で
与
え
ら
れ
て
い
る
運
動
の
定
義
も
こ
れ

と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
定
義
に
よ
っ
て
言
い
表
さ
れ
て
い
る
の
は
何
よ
り
も
運
動
の
過
程
性
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
運
動
の
過
程
性
は
自
然
学
第
八
巻
第
五
章
の
次
の
言
葉
に
よ
っ
て
一
層
明
ら
か
に
言
い
表
さ
れ
て
い

る
、「
可
能
性
に
於
て
あ
る
も
の
は
現
実
性
（
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
）
に
向
っ
て
歩
む
、
し
か
る
に
運
動
と
は
動
く

も
の
の
な
お
完
た
か
ら
ぬ
現
実
性
で
あ
る
」（e[sti d= hJ kivnhsiV ejntelevceia kinhtou: ajtelhvV

）。
可
能
性
に

於
て
あ
る
も
の
が
現
実
性
に
向
っ
て
歩
む
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
性
を
テ
ロ
ス
と
し
て
こ
の
も
の
か
ら
規
定
さ
れ



一
七
〇

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
運
動
そ
の
も
の
は
「
完
た
か
ら
ぬ
現
実

性
」
で
あ
る
、
完
た
か
ら
ぬ
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
テ
ロ
ス
に
向
っ
て
進
行
し
つ
つ
あ
っ
て
、
な
お
テ
ロ
ス
に
達

し
て
い
な
い
故
で
あ
る
。
運
動
の
過
程
性
は ejntelevceia ajtelhvV

（
完
た
か
ら
ぬ
現
実
性
或
は
完
た
か
ら
ぬ
完
全

性
）
と
い
う
矛
盾
の
概
念
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
完
た
か
ら
ぬ
現
実
性
と
し
て
の
運
動
の
過
程
的
性
質
は
、
右

に
挙
げ
た
有
名
な
運
動
の
定
義
に
於
て
運
動
が
単
純
に
可
能
的
な
も
の
の
現
実
性
と
し
て
規
定
さ
れ
な
い
で
、
可

能
的
な
も
の
の
「
可
能
的
な
も
の
で
あ
る
限
り
に
於
け
る
」（h|/ toiou:ton

）
現
実
性
と
い
う
こ
と
が
特
別
に
強

調
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
示
さ
れ
て
い
る
と
解
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な
運
動
の
現
実
性
は
そ
れ
が
テ
ロ

ス
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
の
み
求
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
寧
ろ
可
能
的
存
在
が
可
能
的
存
在
と

し
て
、
運
動
に
あ
る
限
り
に
於
て
は
現
実
的
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

に
考
え
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
運
動
の
概
念
と
現
実
性
の
概
念
と
の
結
び
付
き
は
十
分
で
な
く
、
従
っ
て
過
程
と

し
て
の
運
動
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

の
現
実
性
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
運
動
の
運
動
と
し
て
の
理
解
は
何
よ
り

も
先
ず
過
程
そ
の
も
の
の
現
実
性
の
理
解
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
完
た
か
ら
ぬ
現
実
性
と
し
て
の
運
動
が
「
完
た

か
ら
ぬ
」
の
は
、
そ
れ
が
初
め
て
テ
ロ
ス
に
向
っ
て
歩
む
限
り
に
於
て
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
現
実
性
」
で
あ
る
の

は
そ
れ
が
ま
さ
に
事
実
上
運
動
し
て
お
り
、
運
動
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
限
り
に
於
て
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
運
動



一
七
一

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

の
現
実
性
は
た
だ
現
在
に
於
て
の
み
あ
る
。
そ
の
現
実
性
は
現
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
物
は
そ
れ
が
現
在
運
動
し

て
い
る
限
り
に
於
て
現
実
的
と
考
え
ら
れ
る
。
然
る
に
全
く
特
徴
的
な
こ
と
は
、
か
よ
う
な
現
在
性
は
運
動
し
て

い
る
物
が
「
何
で
あ
る
か
」
の
認
識
の
可
能
性
を
与
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
よ
う
な
認
識
の
可
能
性
は

運
動
が
そ
の
構
造
に
於
て
運
動
の
テ
ロ
ス
か
ら
、
従
っ
て
或
る
意
味
で
は
未
来
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
限
り
に
於

て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
運
動
の
現
実
性
は
現
在
性

0

0

0

で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
現
在
性
は
運
動
が
そ
の
構
造
に
於

て
自
己
の
テ
ロ
ス
た
る
形
相
（
本
質
、
実
有
）
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
る
場
合
特
に
勝
れ
た
意
味
に
於
て
現
在

性
で
あ
る
。
後
の
意
味
に
於
け
る
現
在
性
は
形
相
の
現
在
即
ち parousiva 

に
よ
っ
て
構
造
付
け
ら
れ
て
い
る
、 

parousiva 

と
い
う
語
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
質
料
の
う
ち
に
於
け
る
形
相
の
現
在
の
意
味
に
用
い
ら
れ

た
。
精
神
論
第
二
巻
第
七
章
に
於
て
は
、
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
も
し
く
は
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
が parousiva 

と
し
て
説

明
さ
れ
て
い
る
が
、
形
相
の
現
在
も
運
動
の
現
実
性
と
の
結
合
に
於
て
真
の
現
在
性
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
運
動
を
二
種
に
区
別
し
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち

狭
義
の
キ
ネ
シ
ス
に
屡
々
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
も
し
く
は
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
の
意
味
に
於
け
る
運
動
が
対
立
さ
せ
ら
れ

る
。
固
よ
り
二
つ
の
語
は
つ
ね
に
厳
密
に
区
別
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
多
く
の
場
合
後
の
種
類
の

勝
れ
た
意
味
に
於
け
る
運
動
も
一
般
的
な
キ
ネ
シ
ス
の
概
念
の
も
と
に
包
括
さ
れ
て
い
る
。
形
而
上
学
第
九
巻
第



一
七
二

六
章
に
曰
う
、「
限
界
を
有
す
る
行
為
の
如
何
な
る
も
の
も
テ
ロ
ス
で
な
く
、
却
っ
て
テ
ロ
ス
へ
導
く
こ
と
に
関

し
て
い
る
、
例
え
ば
痩
せ
る
過
程
の
如
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
痩
せ
つ
つ
あ
る
も
の
が
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
運
動
に

於
て
あ
り
、
こ
の
運
動
の
目
的
と
一
つ
で
な
い
場
合
、
そ
れ
は
行
為
で
な
く
、
或
は
少
な
く
と
も
完
き
行
為
で
は

な
い
（
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
テ
ロ
ス
で
な
い
か
ら
）、
こ
れ
に
反
し
て
テ
ロ
ス
を
自
己
の
う
ち
に
含
む
も
の
が
行
為

で
あ
る
。
例
え
ば
彼
は
見
、
熟
慮
し
ま
た
思
惟
す
る
と
同
時
に
ま
た
思
惟
し
た
と
云
わ
れ
る
。
然
る
に
彼
は
学
ぶ

と
同
時
に
学
ん
だ
、
健
康
に
な
る
と
同
時
に
健
康
に
な
っ
た
と
は
云
わ
れ
な
い
。」
痩
せ
る
と
い
う
が
如
き
過
程

は
そ
の
テ
ロ
ス
を
自
己
の
う
ち
に
有
し
な
い
故
に
本
来
の
意
味
に
於
て
は
活
動
と
は
云
い
得
な
い
。
痩
せ
る
と
い

う
過
程
（
キ
ネ
シ
ス
）
の
テ
ロ
ス
は
痩
せ
る
こ
と
そ
の
こ
と
に
あ
る
の
で
な
く
、
健
康
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
健
康
に
な
る
と
い
う
過
程
（
キ
ネ
シ
ス
）
の
テ
ロ
ス
も
ま
た
そ
の
こ
と
自
身
の
う
ち
に
あ
る
の
で

な
く
、
却
っ
て
そ
の
テ
ロ
ス
は
幸
福
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
て
見
る
こ
と
、
思
惟
す
る
こ
と
（noei:n

）

―
―
ほ
か
な
ら
ぬ
テ
オ
リ
ア
（
観
想
）
―
―
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
自
己
自
身
の
う
ち
に
テ
ロ
ス
を
有
す

る
、
言
い
換
え
れ
ば
、
自
己
目
的
的
な
活
動
（
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
）
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
自
己
自

身
が
す
で
に
活
動
と
し
て
こ
の
活
動
の
目
的
で
あ
る
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
次
い
で
云
っ
て
い
る
、「
か

か
る
も
の
の
う
ち
一
方
は
キ
ネ
シ
ス
と
呼
び
、
他
方
は
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
と
呼
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
。
け
だ
し
凡
て
の
キ



一
七
三

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

ネ
シ
ス
は
完
た
か
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
（pa:sa ga;r kivnhsiV ajtelhvV

）、
痩
せ
る
こ
と
、
学
ぶ
こ
と
、
歩
む
こ
と
、

建
て
る
こ
と
、
こ
れ
ら
は
キ
ネ
シ
ス
で
あ
り
、
し
か
も
完
た
か
ら
ぬ
キ
ネ
シ
ス
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
歩
む
と

同
時
に
歩
ん
だ
、
建
て
る
と
同
時
に
建
て
た
、
成
る
と
同
時
に
成
っ
た
、
動
く
と
同
時
に
動
い
た
、
と
は
云
わ
れ

な
い
、
却
っ
て
動
か
す
も
の
と
動
か
さ
れ
た
も
の
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
見
た
と
同
時
に
見
、

思
惟
す
る
と
同
時
に
思
惟
し
た
の
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
。
後
の
も
の
を
私
は
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
と
呼
び
、
前
の
も

の
を
キ
ネ
シ
ス
と
呼
ぶ
」。
私
が
散
歩
す
る
場
合
、
そ
の
目
的
は
散
歩
そ
の
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
健
康
で
あ
る
。

健
康
と
い
う
も
の
に
動
か
さ
れ
て
散
歩
と
い
う
動
く
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
動
か
す
も
の
と
動
か
さ
れ

た
も
の
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
私
は
歩
む
と
同
時
に
歩
ん
だ
と
は
云
わ
れ
な
い
。
寧
ろ
私
は
歩
む

と
同
時
に
健
康
に
な
っ
た
と
云
わ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
歩
む
こ
と
の
ほ
か
に
健
康
が
生
ず
る
。
ま
た
技
術

に
よ
っ
て
は
建
て
る
こ
と
の
ほ
か
に
家
が
生
ず
る
。
然
る
に
視
る
こ
と
（
凡
そ
観
想
）
の
目
的
は
視
る
こ
と
（
凡

そ
観
想
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
ほ
か
に
視
る
こ
と
（
凡
そ
観
想
）
と
は
異
な
る
よ
う
な
如
何
な
る
業
も
生
じ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
狭
義
に
於
け
る
キ
ネ
シ
ス
と
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
と
を
区
別
し
た
。
前
者
は
そ

の
運
動
に
於
て
テ
ロ
ス
を
自
己
自
身
の
外
に
有
し
、
こ
の
も
の
に
向
っ
て
進
ん
で
ゆ
く
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
反

し
て
後
の
種
類
の
運
動
に
あ
っ
て
は
自
己
と
自
己
の
テ
ロ
ス
が
同
一
で
あ
る
。
こ
の
場
合
運
動
は
そ
れ
が
何
で
あ
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る
か
の
認
識
を
初
め
て
可
能
な
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
未
来
の
テ
ロ
ス
を
指
示
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
、
そ
れ
は
そ

の
構
造
に
於
て
過
去
か
ら
現
在
を
通
じ
て
未
来
に
及
ぶ
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
却
っ
て
そ
れ
は
恒
に
現
在
的
で

あ
り
、
且
つ
恒
に
現
在
的
に
留
ま
る
の
で
あ
る
。

　

三
こ
こ
に
於
て
我
々
は
何
故
に
観
想
的
生
活
が
最
高
の
生
活
と
見
做
さ
れ
た
か
の
存
在
論
的
理
由
を
理
解
し
得
る

で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
あ
ら
ゆ
る
活
動
は
何
等
か
の
善
を
目
差
し
て
い
る
、
と
考
え
た
。
善
と
は
彼

に
於
て
如
何
な
る
意
味
の
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。こ
の
場
合
ひ
と
は
近
代
倫
理
学
の
概
念
を
持
ち
出
し
て
、

例
え
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
倫
理
学
に
於
て
心
情
主
義
を
取
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
結
果
説
を
取
っ
た
か
、
な
ど

と
問
う
こ
と
を
最
初
か
ら
却
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
善
は
何
よ
り
も
存
在
の
、
就

中
人
間
の
存
在
の
仕
方
を
意
味
し
た
。
彼
の
倫
理
学
は
全
く
存
在
論
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理

学
の
中
で
、善
は
存
在
と
同
じ
よ
う
に
種
々
に
語
ら
れ
、し
か
も
ま
さ
し
く
存
在
が
語
ら
れ
る
だ
け
そ
れ
だ
け
種
々

に
善
は
語
ら
れ
る
（tajgaqo;n ijsacw

:V levgetai tw
:/ o[nti

）、
と
云
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら
善
も
ま
た
い
わ

ゆ
る
超
越
概
念
に
数
え
ら
れ
、
善
は
存
在
と
転
換
さ
れ
る
と
ト
マ
ス
は
書
い
た
の
で
あ
っ
た
。
か
よ
う
に
し
て
善
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

の
最
初
の
、
最
も
基
礎
的
な
意
味
は
「
存
在
の
原
理
」（ajrch; tou: o[ntoV

）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
形
而
上
学

第
一
巻
第
三
章
に
於
て
四
種
の
原
因
が
論
ぜ
ら
れ
た
際
、
運
動
因
に
対
す
る
目
的
因
と
謂
う
の
は
そ
の
も
の
の
た

め
に
と
い
う
も
の
即
ち
善
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
も
の
は
あ
ら
ゆ
る
生
成
と
運
動
と
の
テ
ロ
ス
で
あ
る
、
と
記
さ

れ
て
い
る
。次
に
、善
は
存
在
の
原
理
と
し
て
特
に「
限
界
」（pevraV

）と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
。無
限（a[peiron 

無
限
定
）
を
哲
学
の
原
理
と
し
て
樹
て
る
人
々
は
善
の
本
性
を
蔽
い
隠
す
も
の
で
あ
る
、
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は

云
っ
て
い
る
。
し
か
し
原
理
は
凡
て
或
る
ペ
ラ
ス
を
意
味
す
る
に
し
て
も
、
凡
て
の
ペ
ラ
ス
（
限
界
）
が
原
理
で

あ
る
の
で
な
い
。
そ
こ
で
第
三
に
、
善
は
テ
ロ
ス
（
終
り
）
と
し
て
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
善
は
目
的
と
考
え

ら
れ
る
が
、
目
的
に
も
そ
れ
自
身
が
目
的
で
あ
る
も
の
と
他
の
も
の
の
た
め
に
目
的
と
さ
れ
る
も
の
（ajgoqovn 

tini

）
と
が
あ
る
。
後
者
は
結
局
手
段
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
自
体
に
於
て
目
的
で
あ
る
も
の
は
、
そ
れ
が
他
の

も
の
の
た
め
に
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
他
の
凡
て
の
も
の
が
そ
の
も
の
の
た
め
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
テ
ロ
ス

と
は
そ
の
も
の
の
た
め
に
と
云
わ
れ
る
も
の
の
最
後
の
も
の
（to; ou| e{neka e[scaton

）
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

意
味
に
於
て
善
は
最
も
究
極
的
な
も
の
或
は
完
全
な
も
の
（tevleion

）
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

か
く
の
如
き
善
の
規
定
と
我
々
が
前
節
の
終
り
に
引
用
し
そ
し
て
説
明
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
と
を
比

較
す
る
と
き
何
故
に
テ
オ
リ
ア
が
最
高
の
生
活
と
さ
れ
る
か
は
お
の
ず
か
ら
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
テ
オ
リ
ア
は
単
な
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る
キ
ネ
シ
ス
と
は
区
別
さ
れ
る
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
、
即
ち
そ
の
テ
ロ
ス
を
自
己
自
身
の
う
ち
に
含
む
活
動
で
あ
る
。

か
く
の
如
き
テ
オ
リ
ア
が
人
間
的
存
在
そ
の
も
の
の
テ
ロ
ス
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
テ
オ
リ
ア
は
他
の
行
為
よ

り
も
中
断
さ
れ
る
こ
と
が
稀
で
あ
る
。
観
想
に
於
て
は
人
間
は
実
践
に
於
け
る
よ
り
も
持
続
的
で
あ
る
こ
と
が
出

来
る
。
行
為
は
絶
え
ず
異
な
る
が
、
純
粋
な
観
想
は
絶
え
ず
中
断
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
ま
た
そ
れ
は
よ

り
自
足
的
（au[tarkeV
）
で
あ
る
。
社
会
的
実
践
的
生
活
に
於
て
は
ひ
と
は
他
の
人
間
と
交
渉
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、観
想
的
生
活
に
於
て
は
彼
は
た
だ
自
己
に
俟
つ
の
み
で
あ
る
。
観
想
は
恒
に
あ
る
も
の
を
対
象
と
す
る
。

か
か
る
も
の
は
初
め
て
作
ら
れ
る
こ
と
を
要
せ
ず
、
ま
た
そ
こ
に
は
そ
れ
を
初
め
て
探
し
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い

う
不
安
は
な
い
。
恒
に
あ
る
と
云
わ
れ
る
も
の
は
絶
え
ず
現
在
的
で
あ
り
、
恒
に
今
に
於
て
あ
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
凡
て
時
に
於
て
あ
る
も
の
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
「
今
」（to; nu:n

）
に
よ
っ
て
量
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
、
あ
ら
ゆ
る
変
化
は
或
る
も
の
か
ら
或
る
も
の
と
い
う
構
造
を
も
っ
て
い
る
、
す
で
に metabolhv

（
変

化
）
と
い
う
語
そ
の
も
の
が
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
、
な
ぜ
な
ら
こ
の
語
は
、
或
る
も
の
の
「
後
に
」（metav

）

或
る
も
の
と
い
う
、
言
い
換
え
れ
ば
、
或
る
も
の
が
前
で
或
る
も
の
が
後
と
い
う
意
味
を
含
む
か
ら
、
と
彼

は
云
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
時
間
と
は
前
後
に
従
っ
て
の
運
動
の
数
で
あ
る
」（tou:to gavr ejstin oJ crovnoV, 

ajriqmo;V kinhvsew
V kata; to; provteron kai; u{steron

）
と
い
う
の
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
有
名
な
時
間
の
定
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

義
で
あ
る
。
変
ず
る
も
の
は
凡
て
時
に
於
て
あ
る
。
今
が
時
を
そ
れ
が
前
後
を
含
む
限
り
に
於
て
量
る
。
然
る
に

そ
れ
の
今
が
恒
に
（ajeiv

）
で
あ
る
も
の
は
量
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
の
今
は
限
り
を
知
ら

な
い
か
ら
。
か
く
の
如
き
意
味
に
於
て
、
然
し
た
だ
か
く
の
如
き
意
味
に
於
て
の
み
、
そ
れ
は
永
遠
（ajivdion

）

で
あ
る
。
か
か
る
永
遠
な
も
の
の
純
粋
な
、
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
観
想
に
は
驚
歎
す
べ
き
悦
楽
が
属
し
、
そ

こ
に
人
生
の
至
高
の
幸
福
が
存
す
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
形
而
上
学
第
九
巻
第
八
章
の
中
で
可
能
性
と
現
実
性
と
の
関
係
に
就
い
て
、
現
実
性

は
可
能
性
よ
り
も
よ
り
先
な
る
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
三
つ
の
意
味
に
於
て
で
あ
る
。
一
、

そ
れ
は
概
念
上
（lovgw

/

）
よ
り
先
な
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
可
能
的
な
も
の
は
た
だ
そ
れ
が
現
実
的
で
あ

り
得
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
的
で
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
。
例
え
ば
私
は
建
築
す
る
こ
と
の
出
来
る
も

の
を
建
築
の
能0

の
あ
る
も
の
と
、
視
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
を
視
力0

が
あ
る
も
の
と
、
視
ら
れ
る
こ
と
の
出
来
る

も
の
を
可0

視
的
な
も
の
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
そ
の
他
の
こ
と
に
就
い
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
か
く
て
現
実
的
な
も

の
の
概
念
及
び
認
識
は
可
能
的
な
も
の
の
概
念
及
び
認
識
よ
り
も
よ
り
先
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
二
、

現
実
的
な
も
の
は
時
間
上
（crovnw

/

）
可
能
的
な
も
の
よ
り
も
よ
り
先
な
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
生
成
の
過

程
が
始
ま
る
以
前
に
、
そ
れ
な
く
し
て
は
可
能
的
な
も
の
が
現
実
的
に
な
り
得
ぬ
と
こ
ろ
の
運
動
の
原
因
が
そ
こ
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に
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
。
蓋
し
つ
ね
に
、
可
能
的
な
も
の
か
ら
現
実
的
な
も
の
は
現
実
的
な
も
の
に
よ
っ
て
生

ず
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
人
間
は
人
間
に
よ
っ
て
、
音
楽
的
な
も
の
は
音
楽
的
な
も
の
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
こ
に
は
つ
ね
に
第
一
に
動
か
す
も
の
が
あ
り
、
し
か
る
に
動
か
す
も
の
は
既
に
現
実
的
に
存
在
す
る
も

の
で
あ
る
。
三
、
現
実
的
な
も
の
は
本
質
上
（th:/ oujsiva/

）
可
能
的
な
も
の
よ
り
も
よ
り
先
な
る
も
の
で
あ
る
。

本
質
乃
至
実
有
と
い
わ
れ
る
の
は
何
よ
り
も
形
相
で
あ
り
、
形
相
は
現
実
性
で
あ
る
。
先
ず
例
え
ば
植
物
は
種
子

よ
り
も
、
同
様
に
成
年
者
は
子
供
よ
り
も
よ
り
先
な
る
も
の
で
あ
る
。
種
子
が
植
物
に
成
る
と
云
わ
れ
る
が
、
こ

の
よ
う
に
生
成
に
於
て
よ
り
後
な
る
も
の
が
却
っ
て
形
相
即
ち
実
有
に
於
て
は
よ
り
先
な
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
植
物
は
既
に
完
全
に
形
相
を
も
っ
て
お
り
、
種
子
は
ま
だ
で
あ
る
か
ら
。
ま
た
凡
て
生
ず
る
も
の
は
原
理
即

ち
テ
ロ
ス
に
向
っ
て
歩
む
の
で
あ
っ
て
、
生
成
は
テ
ロ
ス
の
た
め
に
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
テ
ロ
ス
は
現
実

性
で
あ
り
、
こ
の
も
の
の
た
め
に
ひ
と
は
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
視
力
を
持
た
ん
が
た
め
に

視
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
視
ん
が
た
め
に
視
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
は
他
の
箇
所
に
於
て
は
、「
形
相
は
質
料
よ
り
も
よ
り
先
な
る
も
の
で
あ
り
且
つ
よ
り
多
く
存
在
で
あ
る
」（to; 

ei\doV th:V u{lhV provteron kai; ma:llon o[n

）
と
も
云
い
、
ま
た
「
完
全
な
る
も
の
は
不
完
全
な
る
も
の
よ
り

も
本
性
上
よ
り
先
な
る
も
の
で
あ
る
」（to; ga;r tevleion provteron th:/ φuvsei tou: ajtelou:V

）と
も
云
っ
て
い
る
。



一
七
九

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
学
」

今
や
我
々
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
神
学
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
前
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
特
に
形
而
上

学
第
十
二
巻
の
内
容
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
既
に
云
っ
た
如
く
こ
の
巻
は
形
而
上
学
中
最
も
初
期
に
属
し
、
プ

ラ
ト
ン
主
義
と
最
も
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
点
に
就
い
て
は
イ
エ
ー
ガ
ー
が
詳
細
な
る
研
究
を

遂
げ
て
い
る
。
多
く
の
文
献
学
的
歴
史
的
論
議
を
必
要
と
す
る
こ
の
問
題
に
我
々
は
こ
こ
で
立
ち
入
る
こ
と
を
断

念
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
も
か
く
我
々
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
う
神
が
今
日
理
解
さ
れ
る
神
と
は
殆
ど
類
似

を
有
せ
ぬ
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
彼
の
い
う
「
神
学
」
が
今
日
の
意
味
で
は
何
等
神
学
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
な

い
こ
と
を
云
っ
て
お
こ
う
。
彼
の
い
う
神
は
寧
ろ
宇
宙
乃
至
自
然
の
、
特
に
運
動
の
体
系
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
宇

宙
の
聯
関
に
於
て
見
ら
れ
た
神
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
そ
れ
は
特
に
天
体
論
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
存
在
論
的
に

云
っ
て
そ
の
場
合
重
要
な
見
地
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
現
実
性
は
可
能
性
よ
り
も
よ
り
先
な
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
、
ま
た
と
り
わ
け
動
か
さ
れ
る
も
の
と
動
か
す
も
の
と
の
系
列
は
無
限
に
溯
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
ず
、
何

処
か
で
立
停
ら（sth:nai

）な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、そ
れ
故
に
凡
て
テ
ロ
ス
の
思
想
で
あ
る
。
神
が「
第

一
に
動
か
す
も
の
」（prw

:ton kinou:n

）
と
考
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
も
、
ま
た
神
が
質
料
を
含
ま
ぬ
純
粋
な
形

相
、
可
能
性
を
含
ま
ぬ
純
粋
な
現
実
性
と
考
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
も
、
凡
て
か
か
る
テ
ロ
ス
の
思
想
と
根
本
に

於
て
つ
な
が
っ
て
い
る
。
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序

私
は
こ
の
書
に
於
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
教
育
思
想
を
で
き
る
だ
け
忠
実
に
論
述
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
よ

っ
て
そ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
本
質
と
特
性
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
得
た
と
す
れ
ば
幸
で
あ
る
。
本
書
は
固
よ
り
何

等
の
独
創
を
誇
り
得
る
性
質
の
も
の
で
な
い
が
、
も
し
い
く
ら
か
で
も
特
色
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
教
育
論
を
彼
の
体
系
の
諸
根
本
概
念
と
の
聯
関
に
於
て
理
解
し
よ
う
と
試
み
た
こ
と
で
あ
る
。
併
し

そ
の
際
前
著
（
岩
波
「
大
思
想
文
庫
」
に
於
け
る
私
の
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
形
而
上
学
」）
と
の
重
複
を
な
る
べ

く
避
け
る
た
め
に
説
明
を
簡
単
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
場
合
も
あ
っ
た
か
ら
、
読
者
が
こ
の
前
著
を
参
照
さ
れ
る

よ
う
に
希
望
す
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
教
育
学
は
政
治
学
乃
至
倫
理
学
―
―
倫
理
学
と
政
治
学
と
は
彼
に

と
っ
て
或
る
意
味
で
は
一
つ
で
あ
る
―
―
の
一
部
分
で
あ
る
が
、
こ
の
も
の
に
関
す
る
説
明
も
釣
合
上
省
略
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
多
か
っ
た
。
彼
の
体
系
の
こ
の
部
分
に
就
い
て
は
他
日
独
立
に
論
述
し
た
い
と
思
う
。
本

書
の
た
め
に
利
用
し
た
文
献
の
挙
示
を
一
切
思
い
止
ま
っ
た
こ
と
は
前
著
に
於
け
る
と
同
様
で
あ
る
。

一
九
三
八
年
八
月
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第
一
章　

教
育
の
基
礎

一

政
治
学
第
七
巻
第
十
三
章
に
於
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、「
如
何
に
し
て
ひ
と
は
有
徳
の
人
に
な
る
か
」
と
問

う
て
、
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。「
人
間
は
三
つ
の
も
の
に
よ
っ
て
善
く
且
つ
有
徳
に
な
る
。
か
よ
う
な
三
つ

の
も
の
と
い
う
の
は
、
自
然
、
習
慣
、
理
性
で
あ
る
。
蓋
し
先
ず
ひ
と
は
何
か
他
の
動
物
と
し
て
で
な
く
人
間
と

し
て
生
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
次
に
ま
た
身
体
及
び
精
神
に
関
し
て
一
定
の
性
質
を
も
っ
て
生
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
併
し
ま
た
或
る
も
の
に
就
い
て
は
生
れ
な
が
ら
に
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
何
の
役
に
も
立
た
ぬ
、
な
ぜ

な
ら
そ
れ
ら
は
習
慣
に
よ
っ
て
変
ぜ
ら
れ
る
か
ら
。
蓋
し
或
る
自
然
に
よ
っ
て
具
わ
る
も
の
は
習
慣
に
よ
っ
て
一

層
悪
い
も
の
に
も
一
層
善
い
も
の
に
も
転
化
さ
れ
る
。
他
の
動
物
は
主
と
し
て
自
然
に
よ
っ
て
生
活
し
、
た
だ
或

る
も
の
は
僅
か
な
点
に
関
し
て
ま
た
習
慣
に
よ
っ
て
生
活
す
る
。然
る
に
人
間
は
ま
た
理
性
に
よ
っ
て
生
活
す
る
。

蓋
し
人
間
の
み
が
理
性
を
有
す
る
。
か
く
し
て
こ
れ
ら
の
も
の
は
互
い
に
調
和
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ひ
と
は

理
性
に
よ
っ
て
、
そ
う
で
な
い
こ
と
が
一
層
善
い
と
説
得
さ
れ
る
場
合
、
習
慣
や
自
然
に
反
す
る
多
く
の
こ
と
を
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為
す
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
立
法
者
に
と
っ
て
容
易
に
手
懸
け
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
る
に
は
人
間
は
如
何
な
る
自

然
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
は
、
先
に
規
定
し
た
。
爾
余
の
こ
と
は
い
ま
教
育
の
仕
事
で
あ
る
。
ひ
と
は
或
る

も
の
は
習
慣
に
よ
っ
て
学
び
、
或
る
も
の
は
聴
く
こ
と
に
よ
っ
て
学
ぶ
の
で
あ
る
」。

こ
の
文
章
は
教
育
の
基
礎
を
明
ら
か
に
示
し
た
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
先
ず
教
育
の
目
的
は
有
徳
の
人

（oJ spoudai:oV

）
を
作
る
こ
と
に
あ
る
。
有
徳
の
人
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
就
い
て
は
後
に
至
っ
て
述

べ
よ
う
と
思
う
。
差
当
り
我
々
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
教
育
の
基
礎
と
し
て
、
自
然
（φuvsiV

）、
習
慣
（e[qoV

）、

理
性
（lovgoV

）
の
三
つ
の
も
の
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
留
め
よ
う
。

教
育
の
基
礎
と
見
ら
れ
る
か
よ
う
な
三
つ
の
も
の
に
就
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
彼
の
著
作
の
種
々
の
箇
所
に

於
て
論
及
し
て
い
る
。
例
え
ば
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
十
巻
第
九
章
に
於
て
は
、「
或
る
者
は
自
然
に
よ
っ
て
、

或
る
者
は
し
か
し
習
慣
に
よ
っ
て
、
或
る
者
は
し
か
し
ま
た
教
授
に
よ
っ
て
善
き
人
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
」、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ロ
ゴ
ス
（
理
性
）
の
代
り
に
教
授
（didachv

）
と
い
う
語
が
出
て
い
る
が
、

意
味
内
容
は
変
ら
な
い
。な
ぜ
な
ら
こ
の
箇
所
に
於
て
も oJ lovgoV kai; hj didachv 

と
い
う
風
に
云
わ
れ
て
お
り
、

教
授
と
は
言
葉
―
―
ロ
ゴ
ス
は
も
と
言
葉
を
意
味
す
る
―
―
を
通
じ
て
、
他
の
者
の
理
性
に
訴
え
、
彼
を
啓
発
す

る
こ
と
を
謂
い
、
他
方
前
の
文
章
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
最
後
の
句
か
ら
分
る
よ
う
に
、
理
性
（
ロ
ゴ
ス
）
と
は
他
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の
人
の
言
葉
を
聴
き
、
自
己
の
理
性
に
於
て
納
得
す
る
こ
と
を
謂
う
の
で
あ
る
。
ま
た
修
辞
学
に
於
て
は
、
ひ
と

が
弁
論
の
力
を
得
る
の
は
、或
は
好
き
素
質
（euj φuhvV

）
に
よ
っ
て
、或
は
練
習
（gegumnasmevnoV

）
に
よ
っ
て
、

或
は
方
法
（mevqodoV

）
に
よ
っ
て
で
あ
る
、と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
詩
学
に
於
て
は
、芸
術
は
技
術
（tevcnh

）

と
習
熟
（sunhvqeia
）
と
自
然
（φuvsiV

）
と
に
基
づ
く
、
と
云
わ
れ
て
い
る
。
更
に
形
而
上
学
に
於
て
は
、
人

間
の
能
力
に
は
生
れ
つ
き
の
も
の
（suggenei:V

）、
習
慣
に
な
っ
た
も
の
（e[qei

）、
学
ば
れ
た
も
の
（maqhvsei

）

が
あ
る
、
と
書
か
れ
て
い
る
。
か
く
の
如
く
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
に
就
い
て
同
様
の
三
つ
の
も
の
が
考
え
ら

れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
教
育
が
人
間
生
活
の
す
べ
て
の
領
域
に
関
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し

て
い
る
で
あ
ろ
う
。
教
育
は
学
問
に
就
い
て
も
、
道
徳
に
就
い
て
も
、
弁
論
や
芸
術
に
就
い
て
も
存
在
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
ウ
ス
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
教
育
に
は
三
つ
の
も
の
、
即
ち
自
然

（φuvsiV

）、
学
修
（mavqhsiV

）、
練
習
（a[skhsiV

）
が
必
要
で
あ
る
と
語
る
の
を
つ
ね
と
し
た
、
と
伝
え
て
い
る
。

そ
れ
ら
は
教
育
の
三
位
と
呼
ば
れ
て
好
い
で
あ
ろ
う
。

尤
も
、
か
よ
う
な
思
想
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
始
ま
る
の
で
は
な
い
。
す
で
に
プ
ラ
ト
ン
の
メ
ノ
ン
に
於
て
、

徳
は
教
授
さ
れ
得
る
も
の
（didaktovn

）
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
練
習
さ
れ
得
る
も
の
（ajskhtovn

）
で
あ
る
か
、

そ
れ
と
も
自
然
に
具
わ
る
も
の
（φuvsei

）
で
あ
る
か
、
と
問
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
パ
イ
ド
ロ
ス
に
於
て
は
、
弁
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論
家
に
対
し
て
素
質
（φuvsei

）
と
知
識
（ejpisthvmh

）
と
努
力
（melevth

）
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
か
よ
う
な

三
位
は
他
の
ギ
リ
シ
ア
の
著
述
家
た
ち
に
於
て
も
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
古
代
の
教
育
思
想
の
謂
わ
ば
共
有

財
で
あ
っ
た
。
ロ
ー
マ
人
に
あ
っ
て
は
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
こ
れ
を natura

（
自
然
）、usus

（
習
慣
）、ratio

（
理
性
）

と
い
う
言
葉
で
述
べ
て
い
る
。

右
の
三
つ
の
も
の
の
う
ち
固
有
な
意
味
に
於
て
教
育
と
云
わ
れ
る
の
は
ロ
ゴ
ス
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
教
え
る
こ

と
、
そ
し
て
学
ぶ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
が
ま
た
方
法
乃
至
技
術
と
い
う
語
を
も
っ
て
言
い
換
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
は
既
に
注
意
を
要
す
る
。
然
る
に
教
育
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
人
間
は
教
育
さ
れ
得
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
或
る
一
定
の
性
質
を
生
れ
な
が
ら
に
有
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
如
何
な
る
教
育
も
教
育
さ
れ
る
人
間
に
自
然
的
素
質
と
し
て
全
く
具
わ
ら
ぬ
も
の
を
与
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
自
然
は
教
育
の
前
提
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
単
な
る
前
提
に
止
ま
ら
な
い
。
も
し
教
育
が
、

educatio

（education

）
と
い
う
語
の educo

（to lead forth, draw
 out

）
か
ら
の
由
来
の
示
す
如
く
、
人
間
に
自

然
的
素
質
と
し
て
あ
る
も
の
を
引
き
出
し
て
く
る
こ
と
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
自
然
は
教
育
の
過
程
の
う
ち
に
要

素
と
し
て
含
ま
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
か
よ
う
に
教
育
と
自
然
と
が
内
的
に
結
び
付
く
と
い
う
こ

と
は
、
教
育
に
就
い
て
の
、
ま
た
特
に
自
然
に
就
い
て
の
た
だ
一
定
の
見
方
の
も
と
に
於
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
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な
ぜ
な
ら
、
も
し
自
然
が
動
か
ぬ
も
の
、
変
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
教
育
は
無
意
味
で
あ
り
、
ま
た
不
可
能

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
教
育
そ
の
も
の
も
ひ
と
つ
の
運
動
或
は
生
成
を
意
味
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
る

に
も
し
ロ
ゴ
ス
と
自
然
と
が
全
く
乖
離
的
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
然
が
教
育
の
う
ち
に
内
的
な
要

素
と
し
て
入
り
込
む
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
ま
た
不
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
習
慣
に
就
い
て
も
同

様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
蓋
し
習
慣
は
自
然
の
如
き
も
の
で
あ
る
、「
習
慣
は
第
二
の
自
然
」（consuetudo 

altera natura

）
と
云
わ
れ
る
。
従
っ
て
理
性
と
自
然
と
の
内
的
な
関
係
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
ぬ
哲
学
は
習

慣
を
教
育
の
内
的
な
要
素
と
し
て
認
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
の
特
徴
は
、
理
性
と
自
然
、
そ
し
て
習
慣
と
を
内
的
に
結
び
付
け
て
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
こ
に
ま
た
彼
の
教
育
学
の
特
徴
が
存
在
す
る
。
彼
の
全
哲
学
の
根
本
概
念
で
あ
る
運

動
（kivnhsiV

）
乃
至
生
成
（gevnesiV

）、
こ
れ
を
解
明
す
る
可
能
性
（duvnamiV

）
と
現
実
性
（ejnevrgeia

）
の
概

念
等
は
、
彼
の
教
育
学
に
と
っ
て
も
根
本
概
念
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
ら
の
根
本
概
念
、
殊
に
特
徴
的
な
も

の
と
し
て
は
彼
の
自
然
の
概
念
を
根
柢
と
し
て
、
自
然
、
習
慣
、
理
性
と
い
う
三
つ
の
も
の
は
「
互
い
に
調
和
す

る
」（sum φw
nei:n ajllhvloiV

）
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
を
互
い
に
排
斥
し
合
う
三
つ
の
場
合
と
し
て
で
な
く
、

却
っ
て
互
い
に
調
和
す
る
三
つ
の
要
素
と
し
て
理
解
す
る
と
こ
ろ
に
彼
の
教
育
学
の
重
要
な
特
徴
が
あ
る
。
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二

自
然
と
い
う
語
は
種
々
に
語
ら
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
形
而
上
学
第
五
巻
第
四
章
に
於
て
そ
の
種
々
の
意

味
を
区
別
し
て
い
る
。
自
然
は
先
ず
生
長
す
る
も
の
の
生
成
を
意
味
す
る
。
次
に
自
然
は
生
長
す
る
も
の
に
内
在

的
な
質
料
を
意
味
す
る
、
そ
の
も
の
は
こ
れ
か
ら
生
長
す
る
の
で
あ
る
。
更
に
自
然
は
そ
れ
ぞ
れ
の
自
然
的
な
も

の
に
内
在
す
る
運
動
の
原
理
を
意
味
し
て
い
る
。
更
に
自
然
は
例
え
ば
ブ
ロ
ン
ズ
が
彫
刻
の
自
然
と
呼
ば
れ
る
意

味
に
於
て
質
料
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
自
然
は
生
長
と
は
関
係
な
く
一
般
に
質
料
的
原
理
を
謂
う
の
で
あ

る
。
更
に
自
然
は
自
然
的
な
も
の
の
実
有
（oujsiva

）
を
意
味
し
て
い
る
。
自
然
的
に
在
る
も
し
く
は
生
ず
る
も

の
に
就
い
て
、
そ
れ
か
ら
そ
の
も
の
が
自
然
的
に
在
る
も
し
く
は
生
ず
る
も
の
は
既
に
存
在
す
る
に
し
て
も
、
そ

の
も
の
が
形
相
を
有
し
な
い
場
合
、
自
然
を
有
し
な
い
と
云
わ
れ
る
。
動
物
と
そ
の
部
分
は
自
然
的
に
在
る
も
の

で
あ
る
、
そ
れ
ら
は
質
料
と
形
相
と
の
両
者
か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
自
然
は
一
方
に
於
て
は
な
お
形
相
に
達

し
な
い
質
料
、
形
相
へ
生
成
し
つ
つ
あ
る
も
の
の
質
料
的
基
体
を
謂
い
、
他
方
に
於
て
は
こ
の
生
成
の
目
的
（to; 

tevloV th:V genevsew
V

）
即
ち
形
相
を
指
し
て
い
る
。
後
の
意
味
に
於
て
、
自
然
的
な
も
の
も
、
そ
の
実
有
で
あ

る
形
相
、
そ
の
テ
ロ
ス
と
し
て
の
形
相
に
達
し
て
い
な
い
限
り
、
自
然
を
有
し
な
い
と
云
わ
れ
る
。
か
よ
う
に
自
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然
の
種
々
の
意
味
を
区
別
し
た
後
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
本
来
の
意
味
に
於
け
る
自
然
と
は
自
己
自
身
の
う
ち
に

運
動
の
原
理
を
有
す
る
も
の
の
実
有
で
あ
る
と
規
定
し
た
。
質
料
も
、
生
成
や
生
長
も
、
こ
れ
に
関
係
し
て
自
然

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

い
ま
教
育
に
於
て
そ
の
出
発
点
も
到
達
点
も
自
然
で
あ
る
。
教
育
の
対
象
を
な
す
人
間
は
自
然
的
な
も
の
、
生

成
し
生
長
す
る
も
の
、
自
己
自
身
の
う
ち
に
運
動
の
原
理
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
教
育
は
こ
の
人
間
に
働
き
掛

け
る
。
教
育
活
動
に
と
っ
て
教
育
さ
れ
る
人
間
は
質
料
的
基
体
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
於
け
る
自
然
で
あ
る
。
教

育
は
人
間
の
自
然
を
前
提
し
、
こ
の
自
然
が
教
育
の
出
発
点
で
あ
る
。
教
育
さ
れ
る
人
間
は
な
お
そ
の
形
相
に
、

そ
の
生
成
の
テ
ロ
ス
（
目
的
）
に
達
し
て
い
な
い
と
い
う
意
味
に
於
て
質
料
的
自
然
的
で
あ
り
、
そ
の
限
り
彼
は

教
育
を
受
け
得
る
性
質
の
も
の
、
ま
た
教
育
を
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
必
要
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
未
だ
彼
の
自

然
を
有
し
な
い
、
な
ぜ
な
ら
彼
は
未
だ
そ
の
生
成
の
テ
ロ
ス
、
彼
の
「
固
有
の
形
相
」（oi;kei:on ei\doV

）
に
達

し
て
お
ら
ず
、
自
然
と
い
う
の
は
こ
の
場
合
か
よ
う
な
テ
ロ
ス
、
形
相
の
こ
と
で
あ
る
。
教
育
は
人
間
に
そ
の
自

然
を
得
さ
せ
る
。教
育
の
到
達
点
は
自
然
で
あ
る
。教
育
そ
の
も
の
は
固
よ
り
自
然
で
な
く
、却
っ
て
方
法
で
あ
り
、

技
術
で
あ
る
。
併
し
人
間
の
自
然
に
働
き
掛
け
て
彼
の
自
然
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
が
教
育
の
仕
事
で
あ
る
。
そ
れ

は
可
能
性
に
於
て
あ
る
人
間
の
自
然
を
現
実
性
に
齎
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
教
育
の
出
発
点
に
於
け
る
自
然
は
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
）

可
能
性
（
質
料
）
の
意
味
に
於
け
る
自
然
で
あ
り
、
そ
の
到
達
点
に
於
け
る
自
然
は
現
実
性
（
形
相
）
の
意
味
に

於
け
る
自
然
で
あ
る
。

教
育
は
先
ず
人
間
が
一
定
の
自
然
を
有
す
る
こ
と
を
予
想
し
て
い
る
。
教
育
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
人
間

は
本
性
上
教
育
さ
れ
得
る
も
の
、
先
に
引
用
し
た
文
章
に
依
れ
ば
、
習
慣
を
作
り
得
る
も
の
、
ロ
ゴ
ス
を
有
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
絶
え
ず
か
よ
う
な
自
然
的
前
提
に
就
い
て
語
り
、
そ
こ
か
ら

出
立
す
る
の
を
つ
ね
と
し
た
。
こ
れ
は
彼
の
哲
学
に
於
て
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
形
而
上
学
は
「
凡

て
の
人
間
は
生
れ
な
が
ら
に
し
て
（φuvsei

）
知
る
こ
と
を
欲
す
る
」
と
い
う
句
を
も
っ
て
始
ま
っ
て
い
る
。
人

間
は
知
識
に
対
す
る
自
然
的
な
欲
求
と
素
質
と
を
有
す
る
。
ま
た
詩
学
第
一
巻
第
四
章
に
は
、
模
倣
す
る
こ
と

は
子
供
の
時
か
ら
人
間
に
生
具
的
（suvm φuton
）
で
あ
る
と
云
い
、
こ
れ
を
芸
術
の
「
自
然
的
原
因
」（aijtivai 

φusikaiv

）
の
一
つ
と
見
做
し
て
い
る
。
蓋
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
依
れ
ば
芸
術
は
模
倣
で
あ
る
。
人
間
は
動
物

の
う
ち
「
最
も
模
倣
的
」
で
あ
り
、
彼
は
最
初
模
倣
に
よ
っ
て
学
び
、
模
倣
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
を
悦
ぶ
と
い
う

こ
と
は
人
間
に
と
っ
て
自
然
的
で
あ
る
。「
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
哲
学
者
に
と
っ
て
の
み
で
な
く
他
の
人
間
に
と

っ
て
も
同
様
に
最
大
の
快
楽（h{diston

）で
あ
る
」か
ら
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
箇
所
に
於
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、

模
倣
は
人
間
の
自
然
的
衝
動
で
あ
っ
て
教
育
の
最
初
の
手
段
は
模
倣
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
凡
て
の
人
間
は
学
ぶ
こ
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と
に
最
大
の
快
楽
を
感
ず
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
教
育
に
対
す
る
自
然
的
欲
求
を
有
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
か
よ
う
な
素
質
が
な
け
れ
ば
教
育
は
不
可
能
で
あ
る
と
共
に
、
か
よ
う
な
素
質
に
基
づ
い
て
教
育
は
人
間
生

活
の
到
る
処
に
於
て
自
然
的
に
行
わ
れ
て
い
る
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。

知
識
や
芸
術
の
み
で
な
く
道
徳
に
就
い
て
も
人
間
は
自
然
的
素
質
を
有
し
て
い
る
。
従
っ
て
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理

学
第
六
巻
第
十
三
章
に
記
さ
れ
る
如
く
、「
自
然
的
徳
」（φusikh; ajrethv

）
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
凡
て
の
人
に

は
倫
理
（h\qoV

）
の
そ
れ
ぞ
れ
が
或
る
仕
方
で
自
然
的
に
具
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
我
々
は
生
れ
な
が
ら
に

し
て
正
義
、
或
は
節
制
、
或
は
勇
気
、
或
は
そ
の
他
の
性
質
を
有
す
る
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
我
々
は
、
勝
れ
た
意

味
に
於
け
る
善
（to; kurivw

V ajgaqovn

）
を
或
る
他
の
も
の
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
性
質
が
他
の
仕
方
で
我
々
に
属

す
る
こ
と
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
子
供
も
禽
獣
も
そ
の
よ
う
な
自
然
的
な
状
態
（e{xiV

）
を
有
す
る
が
、
理
性
を

欠
く
た
め
に
有
害
な
も
の
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
強
い
身
体
も
眼
が
働
か
な
い
な
ら
ば
躓
く
に
も
却
っ
て
強
く
躓

く
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ひ
と
が
理
性
と
い
う
眼
を
得
る
場
合
行
為
に
差
異
が
出
来
て
く
る
。
そ
の
と
き
彼
の
状

態
は
、
以
前
と
同
様
で
あ
り
な
が
ら
、
勝
れ
た
意
味
に
於
け
る
徳
（kuriva ajrethv

）
に
な
る
。
教
育
は
か
よ
う

に
自
然
的
徳
を
勝
れ
た
意
味
に
於
け
る
徳
に
高
め
る
こ
と
で
あ
る
。
後
者
は
前
者
が
理
性
に
従
い
思
慮
に
即
し
た

も
の
に
な
る
と
き
生
ず
る
。
教
育
は
自
然
で
な
く
て
理
性
で
あ
る
。
併
し
こ
の
教
育
の
過
程
に
於
て
自
然
的
な
も
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
）

の
、
ロ
ゴ
ス
的
な
ら
ぬ
も
の
を
重
ん
ず
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
大
倫
理
学
第
二
巻
第
七
章
に
は
次
の
如
く
書
か

れ
て
い
る
、「
一
般
的
に
云
っ
て
、
他
の
人
々
の
考
え
る
よ
う
に
、
徳
の
端
初
と
指
導
者
は
理
性
で
な
く
寧
ろ
感

情
（pavqh

）
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
先
ず
我
々
の
う
ち
に
（
事
実
と
し
て
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
）
善
き
こ
と
に

対
す
る
或
る
理
性
的
な
ら
ぬ
衝
動
（a[lugoV oJrmhv

）
が
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
然
る
後
に
理
性
が
投
票
し
決

定
す
る
。
こ
れ
は
子
供
や
考
え
な
い
で
生
活
す
る
者
の
場
合
か
ら
知
ら
れ
得
る
こ
と
で
あ
る
。
か
よ
う
な
者
に
於

て
は
理
性
か
ら
離
れ
て
先
ず
善
き
こ
と
に
対
す
る
感
情
の
衝
動
が
生
じ
、
理
性
は
後
に
加
わ
っ
て
投
票
し
善
き
こ

と
を
実
行
さ
せ
る
。
然
る
に
も
し
善
き
こ
と
へ
の
端
初
を
理
性
か
ら
取
る
な
ら
ば
、
感
情
は
必
ず
し
も
こ
れ
に
一

致
し
て
従
わ
ず
、
却
っ
て
屡
々
反
対
す
る
。
故
に
善
き
状
態
に
あ
る
感
情
が
寧
ろ
理
性
よ
り
も
徳
に
対
し
て
端
初

を
な
す
と
思
わ
れ
る
」。
徳
は
感
情
と
理
性
と
が
「
互
い
に
調
和
す
る
」
と
き
完
全
で
あ
る
。
し
か
も
感
情
が
自

然
的
な
も
の
と
し
て
よ
り
先
な
る
も
の
で
あ
り
、
理
性
は
よ
り
後
な
る
も
の
で
あ
る
。
教
育
は
感
情
に
端
初
を
取

り
、
感
情
を
善
き
状
態
に
置
く
こ
と
か
ら
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
教
育
論
は
単
な
る
主

知
主
義
で
は
な
い
。
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
二
巻
第
三
章
に
も
云
っ
て
い
る
、「
倫
理
的
徳
（hjqikh; ajrethv

）
は

快
楽
と
苦
痛
と
に
関
わ
る
。
蓋
し
我
々
は
快
楽
の
た
め
に
悪
し
き
こ
と
を
為
し
、
苦
痛
の
た
め
に
善
き
こ
と
を
為

さ
な
い
。
故
に
プ
ラ
ト
ン
の
云
う
如
く
ひ
と
は
年
少
の
頃
か
ら
或
る
仕
方
で
指
導
さ
れ
、
か
く
し
て
ま
さ
に
然
る
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べ
き
も
の
を
悦
び
ま
た
苦
と
す
る
よ
う
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
こ
れ
こ
そ
正
し
い
教
育
（ojrqh; paideiva

）
で

あ
る
」。同
じ
く
第
十
巻
の
初
め
に
も
、快
楽
と
苦
痛
と
は
何
物
よ
り
も
深
く
我
々
の
人
間
性
と
結
び
付
い
て
お
り
、

従
っ
て
年
少
者
を
教
育
す
る
に
は
快
楽
と
苦
痛
と
に
よ
っ
て
舵
を
取
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
悦
ぶ
べ
き
も
の
を
悦
び
嫌

う
べ
き
も
の
を
嫌
う
と
い
う
こ
と
は
倫
理
的
徳
に
最
も
大
き
な
関
係
が
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
幸
福
を
求
め
る

の
は
人
間
性
の
最
も
深
い
自
然
と
見
ら
れ
、
そ
こ
に
倫
理
学
の
端
初
が
原
理
的
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
教
育
の
自
然
的
基
礎
を
重
要
視
し
た
。
人
間
の
素
質
の
う
ち
に
全
く
具
わ
っ

て
い
な
い
も
の
を
教
育
が
植
え
付
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
併
し
な
が
ら
若
し
自
然
の
み
で
十
分
で
あ

る
な
ら
ば
教
育
は
ま
た
不
要
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。「
凡
て
の
技
術
と
教
育
と
は
自
然
の
欠
け
て
い
る
も
の
を
満

た
そ
う
と
す
る
」（pa:sa ga;r tevcnh kai; paideiva to; proslei:pon bouvletai th:V φuvsew

V ajnaplhrou:n

）

と
政
治
学
第
七
巻
の
終
に
近
く
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
自
然
学
第
二
巻
第
八
章
に
は
、「
お
よ
そ
技
術
は
一
方
に

於
て
自
然
が
仕
遂
げ
得
な
い
こ
と
を
完
成
し
、
他
方
に
於
て
自
然
を
模
倣
す
る
」（o{lw

V te hJ tevcnh ta; me;n 

ejpitelei: a{ hJ φuvsiV ajdunatei: ajpergavsasqai, ta; de; mimei:tai

）、
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
は

教
育
と
自
然
と
の
関
係
を
最
も
明
瞭
に
言
い
表
し
て
い
る
。
教
育
は
技
術
と
し
て
自
然
の
欠
け
て
い
る
も
の
を
満

た
す
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
を
完
成
す
る
。
併
し
そ
の
際
教
育
は
自
然
に
従
い
自
然
を
模
倣
す
る
。
教
育
は
人
間
性
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
）

の
理
解
の
上
に
立
っ
て
人
間
性
の
完
成
を
目
的
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　

三

と
こ
ろ
で
人
間
は
為
す
こ
と
に
於
て
学
ぶ
。
為
す
こ
と
は
学
ぶ
こ
と
で
あ
り
、
学
ぶ
こ
と
は
為
す
こ
と
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
為
す
こ
と
に
於
て
人
間
は
彼
の
徳
を
証
す
る
よ
う
に
、
為
す
こ
と
は
ま
た
彼
に
と
っ
て
徳
を
得
る

た
め
の
条
件
で
あ
る
（
徳
と
は
、
後
に
述
べ
る
如
く
、
有
能
性
を
、
働
き
の
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
）。
為

す
こ
と
、
繰
り
返
し
為
す
こ
と
、
行
動
と
練
習
と
は
教
育
の
基
礎
で
あ
る
。

我
々
に
自
然
的
に
具
わ
る
も
の
は
我
々
は
先
ず
そ
の
可
能
性
を
具
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
後
に
そ
の
現
実
性

を
顕
す
の
で
あ
る
。
例
え
ば
感
覚
の
場
合
、
屡
々
視
る
こ
と
或
は
屡
々
聴
く
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
は
視
覚
或
は
聴

覚
を
得
た
の
で
な
く
、
反
対
に
そ
れ
を
使
う
前
に
そ
れ
を
有
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ

を
有
す
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
。
併
し
そ
の
能
力
が
現
実
的
に
な
る
の
は
そ
れ
を
働
か
せ
る
こ
と
に
於
て
で

あ
る
。
眼
の
徳
は
善
く
視
る
こ
と
で
あ
り
、
耳
の
徳
は
善
く
聴
く
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
か
よ
う
な
徳
は
、
他

の
技
術
に
於
て
の
よ
う
に
、
先
ず
そ
れ
を
働
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
我
々
が
学
ん
だ
者

と
し
て
為
す
べ
き
こ
と
、
そ
れ
を
我
々
は
為
す
こ
と
に
よ
っ
て
学
ぶ
」（a{ ga;r dei: maqovntaV poiei:n, tau:ta 
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poiou:nteV manqavnomen

）。
ひ
と
は
建
築
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
建
築
家
と
な
り
、
竪
琴
を
弾
く
こ
と
に
よ
っ
て

竪
琴
弾
き
と
な
る
。
同
様
に
我
々
は
正
し
い
こ
と
を
為
す
こ
と
に
よ
っ
て
正
し
く
な
り
、
節
制
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
節
制
的
と
な
り
、
勇
気
の
あ
る
行
為
に
よ
っ
て
勇
気
の
あ
る
人
と
な
る
。
併
し
同
じ
こ
と
か
ら
且
つ
同
じ
こ
と

に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
徳
は
生
ず
る
と
共
に
滅
ぶ
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
竪
琴
を
弾
く
こ
と
か

ら
善
い
竪
琴
弾
き
と
共
に
悪
い
竪
琴
弾
き
が
出
来
る
。
善
く
建
築
す
る
こ
と
か
ら
善
い
建
築
家
が
生
じ
、
悪
く
建

築
す
る
こ
と
か
ら
悪
い
建
築
家
が
生
ず
る
。「
も
し
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
、教
師
は
何
等
必
要
で
な
い
で
あ
ろ
う
」、

と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
云
っ
て
い
る
。
徳
の
あ
る
即
ち
有
能
な
人
間
と
な
る
た
め
に
は
為
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
為
す

こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
人
間
は
彼
の
可
能
性
、
従
っ
て
質
料
の
意
味
に
於
け
る
自
然
を
、
現
実
性
に
齎
し
、
か
く

し
て
形
相
の
意
味
に
於
け
る
彼
の
自
然
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど
も
為
す
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
善
く
な

り
も
す
る
が
、
ま
た
悪
く
な
り
も
す
る
故
に
、
彼
に
は
教
師
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

教
育
は
為
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
練
習
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
然
る
に
人
間
は
為
す
こ
と
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ

っ
て
習
慣
を
得
る
。
行
為
は
習
慣
に
よ
っ
て
固
め
ら
れ
、
只
一
度
切
り
の
も
の
で
な
く
、
性
格
的
な
も
の
と
な
る
。

習
慣
は
教
育
の
基
礎
で
あ
る
。
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
二
巻
第
一
章
に
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
即
ち h\qoV  

と
い
う
語
が e[qoV 

と
い
う
語
か
ら
僅
か
の
変
化
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
如
く
、 mjqikh; ajrethv

（
倫
理
的
徳
）
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
）

は  e[qoV 
（
習
慣
）
か
ら
生
ず
る
、
と
。
習
慣
と
倫
理
と
は
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
、
普
通
に
道
徳
的
と
い

う
の
は
エ
テ
ィ
ケ
ー
の
こ
と
で
あ
り
、
習
慣
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
性
格
的
な
徳
の
こ
と
で
あ
る
。
徳
は
勝
れ
た

意
味
に
於
て
は
自
然
的
に
我
々
に
具
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
我
々
の
理
性
的
な
ら
ぬ
部
分
が
理
性
に
従
う

よ
う
に
習
慣
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
併
し
他
方
、
石
は
自
然
的
に
下
へ
動
く
も
の
で

あ
っ
て
、
た
と
い
そ
れ
を
一
万
遍
も
上
へ
投
げ
た
に
し
て
も
、
上
へ
動
く
よ
う
に
習
慣
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
い

よ
う
に
、
自
然
的
な
も
の
の
如
何
な
る
も
の
も
そ
の
自
然
に
反
し
て
習
慣
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。「
そ

こ
で
徳
は
自
然
的
（φuvsei

）
に
も
自
然
に
反
し
て
（para; φuvsin

）
も
生
じ
な
い
、
寧
ろ
我
々
は
一
方
そ
れ
を

受
け
容
れ
る
自
然
を
有
し
、
他
方
習
慣
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
」。
教
育
は
我
々
が
そ
れ
を
受
け
容
れ
る
自
然
を

有
す
る
も
の
を
与
え
る
の
で
な
け
れ
ば
無
駄
で
あ
る
、
習
慣
は
教
育
の
与
え
る
も
の
を
自
然
的
な
も
の
に
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
完
成
す
る
。
教
育
に
と
っ
て
練
習
が
大
切
で
あ
る
の
も
習
慣
の
か
か
る
性
質
に
基
づ
い
て
い
る
。

蓋
し
「
習
慣
は
実
に
自
然
の
如
き
も
の
で
あ
る
」（w

{sper ga;r φuvsiV h[dh to; e[qoV

）
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

は
云
う
。
ま
た
他
の
箇
所
で
は
、「
習
慣
的
に
な
っ
た
も
の
は
謂
わ
ば
自
然
的
な
も
の
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
習

慣
は
自
然
に
類
す
る
或
る
も
の
で
あ
る
。
蓋
し
屡
々
と
い
う
こ
と
（to; pollavkiV

）
は
恒
に
と
い
う
こ
と
（to; 

ajeiv

）
に
近
い
か
ら
。
自
然
は
恒
に
と
い
う
こ
と
に
属
し
、習
慣
は
屡
々
と
い
う
こ
と
に
属
す
る
」、「
注
意
、熱
心
、
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緊
張
は
苦
し
い
も
の
で
あ
る
、
習
慣
に
な
ら
な
い
限
り
、
そ
れ
ら
は
強
制
的
な
も
の
、
強
要
的
な
も
の
で
あ
る
。

併
し
習
慣
は
そ
れ
ら
を
快
い
も
の
に
す
る
」、
と
も
彼
は
云
っ
て
い
る
。
習
慣
の
力
に
依
る
の
で
な
け
れ
ば
教
育

は
そ
の
訓
練
を
成
就
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
習
慣
は
自
然
に
類
す
る
或
る
も
の
と
し
て
ロ
ゴ
ス
と
自
然
と
を
媒
介

す
る
こ
と
が
で
き
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
教
育
の
三
位
の
中
間
を
占
め
て
い
る
。
教
育
の
与
え
る
も
の
は
習
慣

的
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
の
如
き
も
の
と
な
り
、
こ
の
自
然
即
ち
第
二
の
自
然
は
第
一
の
自
然
に
代
る
、
固

よ
り
第
二
の
自
然
も
第
一
の
自
然
に
全
く
反
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
習
慣
の
重
要
性
に
就
い

て
、「
年
少
の
頃
か
ら
如
何
な
る
習
慣
を
作
る
か
は
そ
の
差
が
小
さ
く
な
い
、
却
っ
て
非
常
に
大
き
く
、
寧
ろ
凡

て
で
あ
る
」、
と
書
い
て
い
る
。

習
慣
は
自
然
の
如
き
も
の
で
あ
る
故
に
、
教
育
さ
れ
る
者
の
自
然
を
重
ん
ず
べ
き
教
育
は
ま
た
彼
が
既
に
有
す

る
習
慣
と
性
格
と
を
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
形
而
上
学
第
二
巻
第
三
章
に
は
次
の
如
く
云
っ
て
い

る
。
講
義
が
聴
き
手
に
与
え
る
効
果
は
彼
の
習
慣
に
依
存
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ひ
と
は
自
分
の
習
慣
に
な
っ
て
い
る

よ
う
な
仕
方
で
話
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
、
こ
れ
に
反
す
る
も
の
は
不
似
合
い
な
も
の
と
思
わ
れ
、
習
慣
に
な
っ

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
し
難
い
も
の
、
縁
遠
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
。
習
慣
の
力
は
法
律

に
於
て
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
、
そ
の
う
ち
の
神
話
的
な
も
の
、
子
供
ら
し
い
も
の
に
就
い
て
、
習
慣
は
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
）

知
識
よ
り
も
一
層
大
き
な
影
響
を
有
し
て
い
る
。
或
る
者
は
ひ
と
が
数
学
的
に
説
く
の
で
な
け
れ
ば
聴
か
な
い

し
、
他
の
者
は
し
か
し
例
を
挙
げ
て
話
す
の
で
な
け
れ
ば
聴
か
ず
、
更
に
他
の
者
は
詩
人
を
証
拠
と
し
て
引
く
こ

と
を
要
求
す
る
。
ま
た
或
る
者
は
凡
て
の
も
の
に
就
い
て
精
密
を
求
め
、
他
の
者
は
し
か
し
、
そ
れ
に
蹤つ

い
て
ゆ

く
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
も
し
く
は
そ
れ
を
詰
ら
ぬ
衒
学
と
考
え
る
た
め
に
、
精
密
を
喜
ば
な
い
。
実
際
、

精
密
と
い
う
こ
と
は
何
か
斯
く
の
如
き
性
質
を
有
し
、
従
っ
て
取
引
に
於
て
の
よ
う
に
議
論
に
於
て
も
或
る
人
々

に
は
卑
し
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ひ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
の
こ
と
を
如
何
に
証
明
す
べ
き
か
に
就

い
て
教
育
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
知
識
と
知
識
の
仕
方
と
を
同
時
に
求
め
る
こ
と
は
合
理
的
で
な
い

か
ら
で
あ
る
、
し
か
も
そ
の
い
ず
れ
も
容
易
に
得
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
こ
こ
で
「
知
識
の
仕
方
」（trovpoi 

ejpisthvmhV

）
と
い
っ
て
い
る
の
は
学
的
な
講
義
の
種
々
の
仕
方
と
方
法
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
求
め
る
こ
と

と
「
知
識
」
を
求
め
る
こ
と
と
を
区
別
し
て
い
る
の
は
教
授
と
研
究
と
の
区
別
に
当
る
と
見
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

教
授
乃
至
教
育
と
研
究
と
は
別
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
教
授
に
堪
能
で
あ
る
た
め
に
は
特
別
に
訓
練
さ
れ
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
か
く
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
右
の
箇
所
に
於
て
、
教
育
に
際
し
て
は
教
育
さ
れ
る
者
が
、
彼
等
の

習
慣
が
、
従
っ
て
ま
た
性
格
が
顧
み
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
更
に
そ
の
場
合
彼
が
聴
き

手
を
三
つ
の
種
類
に
、
即
ち
数
学
的
な
精
密
を
求
め
る
者
、
具
体
的
な
例
を
求
め
る
者
、
詩
人
の
証
拠
を
求
め
る
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者
に
分
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
分
類
は
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
教
育
学
に
於
て
関
心
の
も
た
れ
る

方
向
が
思
弁
的
、
経
験
的
、
美
的
の
三
つ
に
区
別
さ
れ
た
の
に
相
応
す
る
で
あ
ろ
う
。
教
育
を
受
け
る
者
が
如
何

な
る
も
の
で
あ
る
か
は
教
育
に
当
っ
て
重
要
な
関
係
が
あ
る
。
そ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ま
た
、
種
子
が
芽
を

出
す
よ
う
に
す
る
た
め
に
土
地
を
耕
す
如
く
、
聴
き
手
の
心
が
善
き
こ
と
を
愛
す
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
習
慣
に

よ
っ
て
予
め
耕
す
こ
と
が
大
切
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

既
に
云
っ
た
如
く
、
我
々
は
正
し
い
こ
と
を
為
す
こ
と
に
よ
っ
て
正
し
い
人
に
な
り
、
節
制
的
な
こ
と
を
為
す

こ
と
に
よ
っ
て
節
制
的
な
人
に
な
る
。
徳
は
為
す
こ
と
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
為
さ
ぬ
こ
と
か
ら
何
人
も
善

い
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
と
こ
ろ
で
同
様
の
活
動
か
ら
習
性
が
生
ず
る
（ejk tw

:n oJmoivw
n ejnergeiw

:n aiJ 

e{xeiV givnontai

）。
た
だ
一
つ
善
い
こ
と
を
為
す
者
は
未
だ
徳
を
有
す
る
と
は
云
い
得
な
い
、
徳
は
習
性
で
あ
る
。

ヘ
ク
シ
ス
（
習
性
）
と
い
う
概
念
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
、
特
に
倫
理
学
に
於
て
極
め
て
重
要
な
地
位
を
占

め
て
い
る
。
固
有
な
意
味
に
於
け
る
徳
は
自
然
的
に
我
々
の
う
ち
に
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
我
々
は
パ
ト
ス
に

よ
っ
て
自
然
的
に
動
か
さ
れ
る
。
怒
り
、
怖
れ
、
等
、
感
情
は
快
と
苦
と
に
伴
わ
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
し
か

し
感
情
に
従
っ
て
我
々
は
善
い
と
か
悪
い
と
か
と
云
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
我
々
は
選
意
（proaivresiV

） i

な
し

i
　proairesis:

何
を
優
先
す
る
か
を
決
め
る
力
、
あ
る
い
は
決
め
る
意
志
。
選
択
意
志
。
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
）

に
怒
っ
た
り
怖
れ
た
り
す
る
。
然
る
に
徳
は
或
る
一
定
の
選
意
で
あ
り
、
も
し
く
は
選
意
を
含
む
も
の
で
あ
る
。

同
じ
理
由
か
ら
徳
は
可
能
性
も
し
く
は
力
（
デ
ュ
ナ
ミ
ス
）
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
我
々
は
感
情
に
動
か
さ
れ
る

こ
と
が
で
き
る
（
力
）
こ
と
の
た
め
に
善
い
と
か
悪
い
と
か
と
云
わ
れ
る
の
で
な
く
、
ま
た
我
々
が
こ
の
よ
う
な

可
能
性
を
有
す
る
こ
と
は
自
然
に
よ
る
の
で
あ
る
。
徳
は
本
来
、
選
意
に
基
づ
く
活
動
に
関
わ
り
、
し
か
も
か
か

る
活
動
が
同
じ
仕
方
で
繰
り
返
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ず
る
習
性
に
関
わ
っ
て
い
る
。
か
く
い
う
ヘ
ク
シ
ス
と
は

如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
ら
ゆ
る
徳
は
、
そ
の
徳
が
属
す
る
も
の
自
身
を
善
き
状
態
（eu\ e[con

）
に
完

成
せ
し
め
る
と
共
に
そ
の
も
の
の
仕
事
（e[rgon

）
を
善
く
為
さ
し
め
る
。
例
え
ば
、
眼
の
徳
は
眼
そ
の
も
の
と

共
に
眼
の
働
き
を
立
派
に
す
る
。
馬
の
徳
は
馬
を
立
派
に
す
る
と
共
に
、
馳
け
た
り
、
乗
る
人
を
運
ん
だ
り
、
敵

を
待
伏
せ
た
り
す
る
こ
と
を
善
く
為
す
よ
う
に
す
る
。
凡
て
か
く
の
如
く
、
人
間
の
徳
と
は
ヘ
ク
シ
ス
、
そ
れ
に

よ
っ
て
人
間
が
善
く
な
り
且
つ
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
仕
事
を
善
く
為
さ
し
め
る
と
こ
ろ
の
習
性
で
あ
る
、
と
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
は
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
二
巻
第
五
章
に
於
て
云
っ
て
い
る
。
即
ち
習
性
と
は
一
方
状
態
乃
至
所

有
（e[con

）
を
意
味
す
る
と
共
に
他
方
仕
事
、従
っ
て
活
動
乃
至
現
実
性
（
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
）
に
関
わ
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
二
つ
の
意
味
に
於
て
ヘ
ク
シ
ス
（e{xiV

）
に
善
い
（eu\
）
と
い
う
こ
と
が
属
す
る
と
き
徳
で
あ
る
。
徳
に

よ
っ
て
善
く
な
る
の
は
人
間
で
あ
る
と
同
時
に
彼
の
仕
事
で
あ
る
。
ヘ
ク
シ
ス
は
所
有
（habitus

）
と
し
て
単
純
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に
活
動
を
謂
う
の
で
な
い
に
し
て
も
、
活
動
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
単
な
る
所
有
で
な
く
、
可
能

性
と
も
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
状
態
と
し
て
デ
ィ
ア
テ
シ
ス
（diavqesiV, dispositio

）
と
見
ら
れ
る
が
、
デ

ィ
ア
テ
シ
ス
が
容
易
に
変
化
す
る
に
反
し
て
ヘ
ク
シ
ス
は
持
続
的
で
あ
る
と
い
う
意
味
の
区
別
が
存
す
る
。
習
慣

は
或
る
意
味
で
習
性
と
同
じ
で
あ
る
。
も
し
人
間
に
習
慣
を
作
る
と
い
う
性
質
が
な
い
な
ら
ば
習
性
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
併
し
習
慣
は
自
然
の
如
き
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
選
意
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
然

る
に
徳
は
本
来
選
意
的
な
活
動
に
就
い
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
法
律
篇
の
中
に  pa:n h\qoV dia; 

e[qoV

（
凡
て
の
倫
理
は
習
慣
に
よ
っ
て
）
と
記
さ
れ
て
い
る
如
く
、
習
慣
は
徳
へ
の
教
育
に
欠
く
こ
と
の
で
き
ぬ

基
礎
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
教
育
は
そ
の
仕
事
に
於
て
は
徳
と
し
て
の
習
性
を
養
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ

ろ
う
。
習
慣
は
い
わ
ば
自
然
的
に
作
ら
れ
る
。
教
育
家
の
思
慮
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
教
育
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ

る
の
は
か
か
る
意
味
の
習
慣
で
あ
り
得
ず
、
勝
れ
た
意
味
に
於
け
る
徳
と
し
て
の
習
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
併

し
教
育
の
与
え
る
も
の
が
習
性
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
、
人
間
は
習
慣
を
作
る
性
質
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
を
基

礎
と
し
て
い
る
。

四
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
）

教
育
は
、
最
初
に
揚
げ
ら
れ
た
よ
う
に
、
自
然
で
も
習
慣
で
も
な
く
、
固
有
な
意
味
に
於
て
は
理
性
（
ロ
ゴ
ス
）

で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
方
法
と
も
技
術
と
も
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
教
育
が
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
と
い
う
の
は
如
何

な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
教
育
は
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
如
何
に
し
て
自
然
乃
至
習
慣
と
結
び
付
き
得
る

で
あ
ろ
う
か
。

ロ
ゴ
ス
を
有
す
る
こ
と
そ
の
こ
と
が
人
間
の
自
然
で
あ
る
。
人
間
は
ロ
ゴ
ス
を
有
す
る
動
物
と
し
て
定
義
さ
れ

る
。
ロ
ゴ
ス
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
人
間
の
固
有
な
且
つ
優
越
な
規
定
で
あ
る
。
動
物
の
う
ち
ひ
と
り
人
間
の

み
が
ロ
ゴ
ス
を
有
し
て
い
る
。
教
育
は
人
間
の
自
然
を
完
成
す
る
も
の
と
し
て
何
よ
り
も
人
間
の
ロ
ゴ
ス
的
本
質

を
実
現
せ
し
め
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ロ
ゴ
ス
は
教
育
の
基
礎
で
あ
る
。
も
し
も
人
間
に
ロ
ゴ
ス
が
具
わ

ら
な
い
な
ら
ば
教
育
と
い
う
こ
と
は
一
般
に
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
本
性
上
ロ
ゴ
ス
を
有
す
る
者
と
し
て
可

能
的
に
は
知
れ
る
者
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。「
学
ぶ
者
は
可
能
的
に
は
知
れ
る
者
で
あ
る
」、
と
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
は
書
い
て
い
る
。
ひ
と
は
可
能
的
に
は
知
れ
る
者
で
あ
る
故
に
、
ひ
と
は
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ

ど
も
可
能
的
に
知
れ
る
者
は
未
だ
現
実
的
に
然
る
者
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
ぬ
。
そ
こ
に
教
育
の
必
要
が
あ

り
、
教
育
と
は
可
能
的
に
知
れ
る
も
の
を
現
実
的
に
知
れ
る
も
の
に
為
す
こ
と
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
、
か
よ
う

に
可
能
性
が
現
実
性
に
な
る
に
当
っ
て
、
何
故
に
教
育
と
い
う
特
別
の
活
動
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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現
実
性
は
可
能
性
よ
り
も
先
な
る
も
の
で
あ
る
（provteron ejnevrgeia dunavmew

vV ejstin

）
と
い
う
の
は
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
の
根
本
命
題
で
あ
る
。
現
実
的
な
も
の
は
本
質
上
（tw

/ ei[dei kai; th: oujsiva/

）
可
能
的
な

も
の
よ
り
も
先
な
る
も
の
で
あ
る
。
植
物
は
種
子
よ
り
も
先
な
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
植
物
は
恒
に
形
相
を

も
っ
て
い
る
が
、
種
子
は
ま
だ
で
あ
る
か
ら
。
成
人
と
子
供
と
の
関
係
に
於
て
も
同
様
で
あ
る
。
尤
も
子
供
が
成

人
に
な
り
種
子
が
植
物
に
な
る
と
い
う
意
味
に
於
て
は
、
即
ち
生
成
上
（th:/ genevsei

）
前
者
は
後
者
よ
り
も
先

な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
限
り
ま
た
時
間
上
（tw

:/ crovnw
/

）
現
実
的
な
も
の
は
可
能
的
な
も
の
よ
り
も
先
な
る

も
の
で
あ
る
と
は
云
わ
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
他
の
関
係
に
於
て
は
時
間
的
に
も
現
実
的
な
も
の
は
可
能
的
な
も
の

よ
り
も
先
な
る
も
の
で
あ
る
。
一
人
の
人
間
は
現
実
的
（
成
人
）
で
あ
る
前
に
可
能
的
（
子
供
）
で
あ
る
に
し
て

も
、
こ
の
人
間
即
ち
子
供
（
可
能
的
な
も
の
）
に
対
し
て
他
の
人
間
即
ち
成
人
（
現
実
的
な
も
の
）
は
時
間
上
先

な
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
人
間
（
成
人
）
が
親
と
し
て
か
の
人
間
（
子
供
）
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。「
蓋
し
恒
に

可
能
的
な
も
の
か
ら
現
実
的
な
も
の
は
現
実
的
な
も
の
に
よ
っ
て
生
ず
る
、
例
え
ば
人
間
は
人
間
か
ら
、
音
楽
家

は
音
楽
家
に
よ
っ
て
生
れ
る
、
そ
こ
に
は
恒
に
或
る
第
一
に
動
か
す
も
の
が
あ
り
、
然
る
に
動
か
す
も
の
は
既
に

現
実
性
に
於
て
あ
る
の
で
あ
る
」、
と
形
而
上
学
第
九
巻
第
八
章
に
記
さ
れ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在

論
に
と
っ
て
原
理
的
意
味
を
有
す
る
こ
の
文
章
は
ま
た
実
に
教
育
現
象
に
根
本
的
解
明
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
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リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
）

現
実
的
に
知
れ
る
も
の
は
可
能
的
に
知
れ
る
も
の
よ
り
も
本
質
上
先
な
る
も
の
で
あ
る
。
一
人
の
人
間
は
可
能
的

に
知
れ
る
も
の
か
ら
現
実
的
に
知
れ
る
も
の
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
時
間
的
に
云
っ
て
可
能
性
は
現
実

性
よ
り
も
先
な
る
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
か
よ
う
に
可
能
的
に
知
れ
る
も
の
か
ら
現
実
的
に
知
れ
る
も
の
が
生

ず
る
た
め
に
は
、
そ
こ
に
第
一
に
動
か
す
も
の
と
し
て
既
に
現
実
的
に
知
れ
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の

者
が
即
ち
教
育
家
で
あ
る
。
人
間
か
ら
人
間
が
生
れ
、音
楽
家
に
よ
っ
て
音
楽
家
が
生
ず
る
と
い
う
意
味
に
於
て
、

人
間
が
教
育
さ
れ
る
た
め
に
は
教
師
が
必
要
で
あ
り
、
教
師
は
教
育
さ
れ
る
者
よ
り
も
時
間
的
に
も
先
な
る
も
の

で
あ
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
。「
蓋
し
恒
に
可
能
的
な
も
の
か
ら
現
実
的
な
も
の
は
現
実
的
な
も
の
に
よ
っ
て
生

ず
る
」（ajei; ga;r ejk tou: dunavmei o[ntoV givgnetai to; ejnergeiva/ o]n uJpo; ejnergeiva/ o[ntoV

）
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
に
よ
っ
て
可
能
的
に
知
れ
る
も
の
か
ら
現
実
的
に
知
れ
る
も
の
が
生
ず
る
と
こ
ろ
の
現
実
的
に
知
れ
る
も
の

が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
か
る
も
の
が
教
師
で
あ
り
、
そ
こ
に
教
育
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
教
育
が
ロ
ゴ
ス
で

あ
る
と
い
う
意
味
は
先
ず
か
く
の
如
き
存
在
論
的
聯
関
に
於
て
原
理
的
に
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
聯
関
に

於
て
教
育
は
そ
れ
に
よ
っ
て
可
能
的
な
も
の
か
ら
現
実
的
な
も
の
が
生
ず
る
現
実
的
な
も
の
の
位
置
を
占
め
る
の

で
あ
る
が
、
現
実
的
な
も
の
と
い
う
の
は
形
相
的
な
も
の
、
ま
た
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
で
あ
る
。

教
育
は
、
可
能
的
な
も
の
が
そ
れ
に
よ
っ
て
現
実
的
な
も
の
に
な
る
と
い
う
意
味
に
於
て
、
ひ
と
つ
の
運
動
で
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あ
り
、生
成
で
あ
る
。
教
育
が
運
動
（kivnhsiV

）
乃
至
生
成
（gevnesiV

）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、一
見
平
凡
な
、

併
し
最
も
真
面
目
に
取
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
教
育
の
一
般
的
規
定
で
あ
る
。教
育
は
固
よ
り
自
然
的
生
成
で
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
自
然
の
生
長
に
於
て
は
運
動
の
原
理
は
自
己
自
身
の
う
ち
に
あ
る
に
反
し
て
、
教
育
の
過
程
に
於
て
は

運
動
の
原
因
は
教
育
さ
れ
る
者
自
身
の
う
ち
に
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
他
の
者
の
う
ち
に
即
ち
教
育
家
の
う
ち

に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
教
育
の
過
程
に
於
て
第
一
に
動
か
す
原
理
を
有
す
る
も
の
は
教
師
で
あ
る
。
か
く
の
如
く

教
育
は
そ
の
運
動
の
原
因
が
自
己
自
身
の
う
ち
に
な
い
生
成
と
し
て
技
術
に
依
る
（ajpo; tevcnhV

）
生
成
で
あ
り
、

技
術
に
依
る
生
成
は
固
有
な
意
味
に
於
け
る
生
成
に
対
し
て
制
作
（poivhsiV

）
と
称
せ
ら
れ
る
。
教
育
は
ま
さ

に
制
作
で
あ
り
、
所
謂 B

ildung
（
形
成
作
用
）
で
あ
る
。
そ
こ
に
教
育
の
一
つ
の
重
要
な
規
定
が
与
え
ら
れ
る
。

教
育
と
は
人
間
を
質
料
的
基
体
と
し
て
行
わ
れ
る
制
作
で
あ
り
、形
成
作
用
で
あ
る
。
然
る
に
既
に
述
べ
た
如
く
、

教
育
は
一
方
に
於
て
自
己
自
身
の
う
ち
に
運
動
の
原
因
を
有
す
る
自
然
的
な
も
の
と
し
て
の
被
教
育
者
た
る
人
間

の
自
然
が
可
能
性
か
ら
現
実
性
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
限
り
自
然
的
生
成
の
如
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

が
、
今
ま
た
他
方
に
於
て
教
育
は
技
術
に
依
る
生
成
と
し
て
本
来
は
制
作
の
意
味
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す

れ
ば
、
自
然
と
制
作
と
は
如
何
に
し
て
統
一
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

凡
て
技
術
に
依
っ
て
生
ず
る
も
の
に
於
て
形
相
は
制
作
家
の
心
の
中
に
あ
る
、
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
形
而
上
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学
第
七
巻
第
七
章
に
於
て
云
っ
て
い
る
。
例
え
ば
医
術
は
人
間
を
健
康
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
先
ず

健
康
の
形
相
が
医
者
の
心
の
中
に
あ
る
。
そ
し
て
健
康
を
作
り
出
す
こ
と
は
次
の
仕
方
で
行
わ
れ
る
。
即
ち
健
康

の
形
相
か
ら
出
立
し
て
、
健
康
と
は
し
か
じ
か
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
健
康
で
あ
る
に
は
し
か
じ
か
の
こ
と
が
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、こ
の
こ
と
が
あ
る
に
は
更
に
し
か
じ
か
の
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
風
に
考
え
て
ゆ
き
、

遂
に
最
後
の
点
に
達
し
、
こ
の
も
の
か
ら
逆
に
医
者
の
為
す
こ
と
は
出
立
す
る
。
こ
の
も
の
か
ら
の
、
健
康
に
向

っ
て
の
運
動
が
制
作
と
呼
ば
れ
る
。「
そ
れ
故
に
或
る
意
味
に
於
て
は
健
康
は
健
康
か
ら
、
家
は
家
か
ら
、
質
料

を
有
す
る
も
の
は
質
料
な
き
も
の
か
ら
生
ず
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
蓋
し
医
術
や
建
築
術
は
健
康
や
家
の
形
相

で
あ
る
、
そ
し
て
質
料
な
き
実
有
と
は
本
質
の
こ
と
で
あ
る
」。
健
康
や
家
の
形
相
と
い
う
の
は
健
康
や
家
の
本

質
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
医
者
や
建
築
家
の
心
の
中
に
あ
る
も
の
と
し
て
質
料
な
き
も
の
、
質
料
な
き
実

有
で
あ
る
。
か
よ
う
な
家
、
か
よ
う
な
健
康
か
ら
我
々
の
住
む
家
、
我
々
の
身
体
の
健
康
は
生
ず
る
の
で
あ
り
、

後
の
意
味
に
於
け
る
家
や
健
康
は
質
料
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
医
術
や
建
築
術
は
健
康
や
家
の
形
相
で
あ
る
。

「
蓋
し
技
術
は
形
相
で
あ
る
」（hJ ga;r tevcnh to; ei\doV
）。
こ
の
も
の
を
運
動
の
原
理
と
し
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て

健
康
や
家
は
生
ず
る
の
で
あ
る
が
、
か
よ
う
に
運
動
の
原
理
は
形
相
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
制
作
は
、
健
康
が
健
康

か
ら
、
家
が
家
か
ら
生
ず
る
と
い
う
意
味
に
於
て
、
人
間
が
人
間
を
生
む
と
い
う
自
然
の
過
程
と
同
一
に
見
ら
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れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
然
に
於
て
も
技
術
に
於
て
も
或
る
意
味
で
は
凡
て
の
も
の
は
同
じ
名
の
も
の
か
ら
（ejx 

oJmw
nuvmou

）
生
ず
る
、
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
記
し
て
い
る
（
形
而
上
学
第
七
巻
第
九
章
）。
生
む
人
間
と
生
れ

た
人
間
と
が
人
間
と
し
て
同
じ
形
相
（oJmoeidhvV

）
で
あ
る
如
く
、
医
者
の
心
の
中
に
あ
る
健
康
或
は
医
術
と
こ

れ
に
よ
っ
て
我
々
の
身
体
に
生
ず
る
健
康
と
は
同
じ
形
相
で
あ
る
。
健
康
は
身
体
の
形
相
の
意
味
に
於
け
る
自
然

（hJ kata; to; ei\doV legomevnh φuvsiV

）
で
あ
る
、
家
は
質
料
た
る
煉
瓦
や
木
材
の
形
相
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
も

の
は
家
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
自
然
即
ち
本
質
を
実
現
す
る
。
そ
し
て
そ
の
自
然
と
建
築
家
の
心
の
中
に
あ

る
家
と
は
同
じ
形
相
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
分
析
し
て
来
る
な
ら
ば
、
人
間
が
人
間
を
生
む
と
い
う
場
合
と
技
術

に
依
る
生
成
の
場
合
と
は
同
じ
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
哲
学
の
特
色
は
、
自
然
と
技
術
と
を
、
一
方
は
そ
の
運
動
の
原
理
が
自
己
の
内
部
に
、
他
方
は
自
己
の
外
部
に

あ
る
も
の
と
し
て
区
別
し
な
が
ら
、
自
然
的
な
も
の
を
技
術
的
な
も
の
の
如
く
、
技
術
的
な
も
の
を
自
然
的
な
も

の
の
如
く
、
理
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
存
す
る
。
自
然
も
技
術
的
で
あ
り
、
技
術
も
自
然
的
で
あ
る
と
云
わ
れ
る

で
あ
ろ
う
。「
例
え
ば
も
し
家
が
自
然
的
に
生
ず
る
も
の
に
属
す
る
な
ら
ば
、
今
技
術
に
よ
っ
て
生
ず
る
と
同
様

の
仕
方
で
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
他
方
も
し
自
然
的
な
も
の
が
単
に
自
然
的
に
の
み
で
な
く
ま
た
技
術
に
よ
っ
て
生

ず
る
な
ら
ば
、
自
然
的
に
と
同
様
の
仕
方
で
生
ず
る
で
あ
ろ
う
」。
自
然
的
生
成
に
於
て
も
技
術
的
生
成
に
於
て
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リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
）

も
テ
ロ
ス
の
概
念
が
決
定
的
な
、
指
導
的
な
位
置
を
占
め
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
く
云
い
得
る
の
で

あ
る
。
教
育
と
自
然
と
の
統
一
も
か
よ
う
に
し
て
与
え
ら
れ
る
。
教
育
と
は
教
育
あ
る
者
（
教
育
家
）
が
教
育
あ

る
者
（
被
教
育
者
が
斯
く
な
る
）
を
作
る
こ
と
で
あ
り
、
教
育
さ
れ
る
者
に
於
て
現
実
性
に
達
す
る
形
相
即
ち
彼

の
自
然
と
教
育
す
る
者
の
心
の
中
に
あ
っ
て
教
育
と
い
う
運
動
の
原
理
と
な
る
形
相
即
ち
ロ
ゴ
ス
も
し
く
は
知
識

と
が
同
一
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
教
育
に
於
け
る
自
然
と
技
術
と
の
統
一
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
然
を
技
術
と

の
類
比
に
於
て
表
象
す
る
に
は
、
自
分
を
自
分
で
治
療
す
る
人
間
と
比
較
す
れ
ば
好
い
。
け
れ
ど
も
治
療
さ
れ
る

者
が
同
時
に
医
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
技
術
に
と
っ
て
偶
然
的
で
あ
る
。
そ
こ
に
そ
の
運
動
の
原
理
が
内
在
的

な
自
然
と
技
術
と
の
区
別
が
あ
り
、
教
育
に
於
て
教
育
家
が
必
要
な
理
由
も
ま
た
そ
こ
に
あ
る
。

か
く
て
教
育
は
自
然
的
生
成
で
な
く
て
技
術
に
依
る
生
成
即
ち
制
作
で
あ
る
。
然
る
に
制
作
に
於
て
は
制
作

（poivhsiV

）
そ
の
も
の
と
思
惟
（novhsiV

）
と
の
二
つ
の
部
分
が
区
別
さ
れ
る
。
先
に
云
っ
た
如
く
、
医
者
は
健

康
の
形
相
か
ら
出
立
し
て
、
健
康
で
あ
る
に
は
し
か
じ
か
の
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
次
々
に
考
え
て
ゆ
き
、

遂
に
最
後
の
点
に
達
し
、
や
が
て
そ
こ
か
ら
逆
に
出
立
し
て
彼
の
作
業
を
始
め
る
。
前
の
過
程
即
ち
原
理
と
形
相

か
ら
出
立
す
る
過
程
は
思
惟
で
あ
り
、
後
の
過
程
即
ち
思
惟
の
最
後
の
段
階
か
ら
出
立
す
る
過
程
は
狭
義
に
於
け

る
制
作
で
あ
る
。
こ
の
関
係
は
中
間
の
段
階
の
そ
れ
ぞ
れ
に
就
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
教
育
も
制
作
と
し
て
か
よ



二
〇
八

う
に
思
惟
と
制
作
そ
の
も
の
と
の
二
つ
の
部
分
を
含
む
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
教
育
は
「
方

法
」（mevqodoV

）
と
称
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
正
し
い
教
育
は
方
法
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

教
育
は
思
惟
的
に
行
わ
れ
る
も
の
と
し
て
本
質
的
に
は
「
思
惟
に
依
る
」（ajpo; dianoivaV

）
制
作
で
あ
る
と

云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
併
し
な
が
ら
そ
れ
は
教
育
が
あ
ら
ゆ
る
場
合
、
あ
ら
ゆ
る
方
法
に
於
て
純
粋
に
合
理
的
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
制
作
に
於
て
「
思
惟
に
依
る
」
も
の
と
「
技

術
に
依
る
」（ajpo; tevcnhV
）
も
の
と
「
能
力
に
依
る
」（ajpo; dunavmew

V

）
も
の
と
を
区
別
し
て
い
る
（
形
而

上
学
第
七
巻
第
七
章
、
同
第
六
巻
第
一
章
）。
こ
の
場
合
、
思
惟
（nou:V  

と
も
記
さ
れ
て
い
る
）、
技
術
、
能

力
と
い
う
三
つ
の
も
の
は
次
第
に
減
じ
て
ゆ
く
合
理
性
の
程
度
を
示
す
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
能
力
は
経
験

（ejmpeiriva

）
の
如
き
も
の
或
は
学
理
に
依
ら
な
い
で
実
地
に
得
た
方
法
の
如
き
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。
我
々

は
多
く
の
大
工
が
た
だ
経
験
に
基
づ
い
て
家
を
作
る
の
に
出
会
う
。
技
術
は
か
よ
う
な
能
力
と
思
惟
と
の
中
間
に

置
か
れ
て
い
る
。
技
術
は
或
る
意
味
で
は
思
惟
で
あ
り
、
或
る
意
味
で
は
経
験
で
あ
る
。
普
通
に
技
術
と
い
わ
れ

る
も
の
は
実
際
か
く
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
六
巻
第
四
章
に
於
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、

「
技
術
と
真
な
る
ロ
ゴ
ス
を
も
っ
て
の
制
作
的
習
性
と
は
同
一
で
あ
ろ
う
」（taujto;n a[n ei[h tevcnh kai; e{xiV 

meta; lovgou ajlhqou:V poihtikhv

）
と
云
っ
て
い
る
。
技
術
は
ひ
と
つ
の
ヘ
ク
シ
ス
（
習
性
）
と
し
て
、
習
慣
的
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ス
ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
）

な
と
こ
ろ
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
自
然
生
長
的
に
出
来
て
く
る
経
験
に
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
に
し
て

も
、
そ
れ
は
本
来
ど
こ
ま
で
も
合
理
的
（meta; lovgou

）
な
も
の
で
あ
る
。
他
方
思
惟
に
依
る
制
作
も
制
作
で
あ

る
限
り
技
術
的
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
方
法
的
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
於
て
す
で
に
技
術
的
で

あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
い
ま
教
育
は
人
間
の
自
然
の
要
求
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
人
間
の
社
会
的
生
活
の

到
る
処
に
存
在
す
る
現
象
で
あ
る
。
専
門
的
な
教
師
の
み
が
教
育
家
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
か
よ
う
な
広
汎
な
意

味
に
於
け
る
教
育
の
凡
て
は
思
惟
に
依
っ
て
純
粋
に
合
理
的
に
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
或
は
能
力
に
依
っ

て
経
験
的
に
、
或
は
思
惟
と
区
別
さ
れ
た
意
味
に
於
け
る
技
術
に
依
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
合
理
性
の
程

度
に
従
っ
て
分
た
れ
た
制
作
の
右
の
三
つ
の
種
類
は
実
際
生
活
に
於
て
一
般
に
見
出
さ
れ
る
教
育
現
象
の
分
類
に

移
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

更
に
思
惟
に
依
る
教
育
も
た
だ
単
に
合
理
的
に
進
め
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
つ
ね
に
純
粋
に
合
理
的
で
あ
ろ

う
と
す
る
こ
と
は
却
っ
て
非
方
法
的
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
教
育
に
於
て
は
教
育
さ
れ
る
も
の

の
性
質
が
顧
み
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
の
も
の
が
普
通
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
子
供
で
あ
っ
て
理
性
の
未
発
達
で

あ
る
場
合
、
之
に
相
応
し
て
合
理
的
な
方
法
以
外
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
寧
ろ
真
に
合
理
的
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
徳
に
「
知
性
的
徳
」（dianohtikh; ajrethv

）
と
「
倫
理
的
徳
」（hjqikh; ajrethv

）
と
を
区
別
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し
、
そ
し
て
先
に
述
べ
た
如
く
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
二
巻
第
一
章
の
初
め
に
於
て
、
倫
理
的
徳
は
習
慣
か
ら
生

ず
る
と
云
い
、こ
れ
に
対
し
て
「
知
性
的
徳
は
主
と
し
て
そ
の
生
成
と
増
大
と
を
教
授
（didaskaliva

）
に
負
う
、

従
っ
て
経
験
と
時
間
を
要
す
る
」、
と
書
い
て
い
る
。
知
性
的
徳
は
「
主
と
し
て
」（to; plei:on

）
教
授
に
、
従

っ
て
知
的
な
合
理
的
な
教
育
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る
が
、
全
部
は
そ
う
で
な
い
と
い
う
の
は
、
昔
の
注
釈
家
の
誌

す
如
く
、知
性
的
徳
も
そ
の
端
初
を
自
然
に
負
い
、―
―
蓋
し
人
間
は
知
識
を
容
れ
得
る
も
の
で
あ
る
（dektiko;n 

ga;r oJ a[nqrw
poV ejpisthvmhV

）
と
い
う
こ
と
が
前
提
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
―
―
ま
た
そ
の
増
大
を
習
慣
に
も

負
う
故
で
あ
る
。
知
識
も
経
験
か
ら
来
る
も
の
で
あ
り
、従
っ
て
時
間
を
要
す
る
。
分
析
論
後
書
の
最
後
に
於
て
、

「
既
存
の
知
識
か
ら
（ejk prou&parcouvshV gnw

vsew
V

）
で
な
け
れ
ば
如
何
に
し
て
我
々
が
知
り
ま
た
学
ぶ
か
」

と
問
わ
れ
、
―
―
こ
の
句
は
こ
の
書
の
冒
頭
に
あ
る
「
凡
て
知
性
的
な
教
え
と
学
び
と
は
既
存
の
知
識
か
ら
生
ず

る
」
と
い
う
句
に
対
応
す
る
―
―
感
性
知
覚
、
記
憶
、
経
験
、
技
術
と
学
と
い
う
知
識
の
系
譜
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
系
譜
学
は
形
而
上
学
の
最
初
に
於
け
る
叙
述
と
一
致
し
て
い
る
。
か
く
の
如
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
凡
て
の

も
の
に
就
い
て
そ
の
生
成
も
し
く
は
発
達
の
考
察
に
努
め
た
。
そ
の
本
質
に
於
て
ひ
と
つ
の
生
成
に
ほ
か
な
ら
ぬ

教
育
は
そ
の
方
法
に
於
て
も
生
成
乃
至
発
達
を
重
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
知
的
教
育
は
知
識
の
系
譜

学
を
顧
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
発
達
論
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
の
根
本
思
想
か
ら
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ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
）

従
っ
て
来
る
彼
の
教
育
学
の
特
色
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
生
成
の
テ
ロ
ス
は
ロ
ゴ
ス
で
あ
り
、
凡
て
の
生
成
は
こ
の

も
の
に
向
っ
て
の
生
成
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
教
育
に
於
て
も
生
成
の
段
階
に
十
分
留
意
し
な
が
ら
全
体
と
し
て
は

ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
教
育
家
は
つ
ね
に
こ
の
ロ
ゴ
ス
を
聢し
っ
かと

握
っ
て
い

る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

し
か
し
人
間
は
純
粋
に
理
性
的
な
存
在
で
な
く
、
多
く
の
欲
望
に
充
ち
て
い
る
。
欲
望
に
耳
を
貸
す
者
は
ロ
ゴ

ス
の
声
を
聴
き
難
い
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
子
供
は
主
と
し
て
欲
望
に
従
っ
て
生
き
て
い
る
。
そ
こ
で
子
供
の
教

育
に
は
特
に
躾
も
し
く
は
訓
育
（kolavzein

）
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
場
合
訓
育
と
い
う
の
は
理
性
に
依
っ
て
教

え
る
こ
と
で
な
く
、
命
令
と
力
と
罰
と
に
依
っ
て
欲
望
を
制
限
し
、
抑
止
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
従
っ
て

教
育
に
於
て
先
ず
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
従
順
（eujpeiqhvV

）
で
あ
る
。「
服
従
す
る
こ
と
を
学
ば
な
か
っ
た
者
は

善
く
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
」（oujk e[stin eu\ a[rxai mh; ajrcqevnta

）、
と
政
治
学
第
三
巻
第
四
章
に
記
さ

れ
て
い
る
。
善
く
支
配
し
よ
う
と
欲
す
る
者
は
先
ず
服
従
す
る
こ
と
を
学
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
。
訓
育
は
も
ろ
も
ろ
の

欲
望
に
節
度
を
与
え
、
そ
の
う
ち
に
「
秩
序
」（tavxiV

）
を
生
ぜ
し
め
る
。
徳
と
は
心
の
う
ち
に
作
り
出
さ
れ
る

秩
序
を
意
味
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
三
巻
の
終
に
曰
う
、「
子
供
が
教
育
家（paidagw

govV

）

の
命
令
に
従
っ
て
生
活
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
欲
望
的
要
素
（to; ejpiqumhtikovn

）
も
ロ
ゴ
ス
に
従
わ
な



二
一
二

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
節
制
的
な
人
に
あ
っ
て
欲
望
的
要
素
は
ロ
ゴ
ス
と
調
和
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
な

ら
両
者
に
と
っ
て
目
標
は
善
き
こ
と
で
あ
り
、
節
制
的
な
人
は
然
る
べ
き
も
の
を
、
然
る
べ
き
仕
方
で
、
ま
た
然

る
べ
き
時
に
（w

|n dei; kai; w
JV dei; kai; o{te

）
欲
求
す
る
、
か
よ
う
に
ロ
ゴ
ス
も
ま
た
命
令
す
る
の
で
あ
る
」。

ロ
ゴ
ス
は
我
々
の
欲
望
に
正
し
い
秩
序
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
子
供
は
先
ず
家
父
の
命
令
に
従
わ
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
家
父
は
と
り
わ
け
躾
に
よ
っ
て
子
供
を
教
育
す
る
。
し
か
し
家
父
の
教
育
で
は
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。

「
善
く
あ
ろ
う
と
す
る
人
は
善
く
育
て
ら
れ
習
慣
付
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
そ
し
て
か
よ
う
に
し
て
正
し
い
生

活
に
従
事
し
、
悪
い
行
為
を
不
承
不
承
に
せ
よ
好
ん
で
に
せ
よ
為
し
て
は
な
ら
ぬ
、
然
る
に
そ
の
こ
と
は
或
る
理

性
と
正
し
い
秩
序
に
従
っ
て
―
―
権
力
（ijscuvV

）
を
有
す
る
と
こ
ろ
の
―
―
生
活
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る

で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
家
父
の
命
令
は
権
力
も
拘
束
性
も
有
せ
ず
、
彼
が
王
か
或
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
な
い

限
り
、
一
般
に
一
人
の
人
間
の
命
令
は
か
よ
う
な
と
こ
ろ
を
有
し
な
い
。
然
る
に
法
律
（novmoV

）
は
或
る
思
慮

と
理
性
と
に
基
づ
く
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
と
共
に
（lovgoV w

]n ajpov tinoV φronhvsew
V kai; nou:

）
拘
束
的
な
力
を

有
す
る
」、
と
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
十
巻
第
九
章
に
云
っ
て
い
る
。
か
く
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
一
方
、

人
間
は
そ
の
本
性
上
ロ
ゴ
ス
的
で
あ
り
、
教
育
は
本
質
的
に
ロ
ゴ
ス
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
な
が
ら
、
他
方
、

人
間
の
生
活
に
於
け
る
感
情
や
欲
望
の
力
を
無
視
す
る
こ
と
な
く
、
教
育
に
当
っ
て
は
そ
れ
ら
を
善
く
習
慣
付
け



二
一
三

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
）

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
た
め
に
は
十
分
な
強
制
力
を
有
す
る
法
律
に
依
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
し

た
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
し
て
後
に
至
っ
て
詳
し
く
論
ず
る
よ
う
に
、
教
育
は
何
よ
り
も
国
家
の
仕
事

で
あ
る
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
立
法
と
い
う
最
高
の
技
術
に
属
し
て
い
る
。
然
る
に

右
の
文
章
に
於
て
同
時
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
法
律
の
究
極
の
源
泉
が
ロ
ゴ
ス
で
あ
り
、
思
慮
と
理
性
と
か
ら

発
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
教
育
の
権
威
も
根
本
に
於
て
は
ロ
ゴ
ス
に
基
礎
を
有
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
ま
た
ロ
ゴ
ス
は
そ
れ
だ
け
で
は
力
を
有
し
な
い
。「
法
律
は
習
慣
に
反
し
て
は
服
従
さ
せ
る

力
を
何
等
有
し
な
い
（oJ ga;r novmoV ijscu;n oujdemivan e[cei pro;V to; peivqesqai para; to; e[qoV

）、
そ
し
て

こ
の
も
の
は
多
く
の
時
間
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
生
じ
な
い
」、
と
政
治
学
第
二
巻
第
八
章
に
は
書
か
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
既
存
の
法
律
を
他
の
法
律
に
簡
単
に
変
え
る
こ
と
は
法
律
の
力
を
弱
め
る
こ
と
に
な
る
と
も
書
か
れ
て
い

る
。
ノ
モ
ス
（
法
律
）
は
ロ
ゴ
ス
（
理
性
）
で
あ
る
と
共
に
エ
ト
ス
（
習
慣
）
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。

か
く
し
て
教
育
の
基
礎
は
自
然
、
習
慣
、
理
性
の
三
位
で
あ
り
、
そ
の
統
一
で
あ
る
。



二
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第
二
章　

教
育
の
目
的

一

ギ
リ
シ
ア
の
教
育
思
想
に
於
て
中
心
的
位
置
を
占
め
て
い
る
の
は
ア
レ
テ
ー
（ajrethv  

徳
）
の
概
念
で
あ
る
。

普
通
に
教
育
と
訳
さ
れ
る
パ
イ
デ
イ
ア（paideiva

）と
い
う
語
は
、イ
エ
ー
ガ
ー
に
依
れ
ば
、今
日
知
ら
れ
る
限
り
、

紀
元
前
五
世
紀
に
漸
く
現
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
も
最
初
は
単
に
子
供
の
身
体
上
の
養
育
（tro φhv

）
と
い
う

如
き
意
味
を
有
す
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
が
や
が
て
得
る
に
至
っ
た
よ
り
高
い
意
味
か
ら
遥
か
に
遠
い
も
の
で
あ
っ

た
。「
ギ
リ
シ
ア
教
育
史
の
自
然
的
な
主
要
動
機
は
寧
ろ
最
も
古
い
時
代
に
ま
で
溯
ら
れ
る
ア
レ
テ
ー
の
概
念
で

あ
る
」、
と
イ
エ
ー
ガ
ー
は
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
り
高
い
意
味
に
於
け
る
パ
イ
デ
イ
ア
の
概
念
も
ア
レ

テ
ー
の
概
念
と
密
接
に
結
び
付
い
て
お
り
、
後
の
概
念
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
な
し
に
前
の
概
念
の
意
味
を
理

解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
の
言
葉
に
依
れ
ば
、
パ
イ
デ
イ
ア
は
本
来
「
ア
レ
テ
ー
へ
の
教
育
」
で
あ

る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
教
育
の
問
題
を
政
治
学
に
関
す
る
著
作
の
中
で
取
扱
っ
て
い
る
が
、
彼
に
於
て
政
治
学

と
倫
理
学
と
は
或
る
意
味
で
は
一
つ
の
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
彼
の
徳
論
を
除
外
し
て
彼
の
教
育
論
を
考
え
る
こ
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
）

と
は
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
正
当
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
人
間
的
生
活
の
意
義
は
生
き
る
こ
と
（zh:n

）
を

「
善
く
生
き
る
こ
と
」（eu\ zh:n

）
或
は
「
美
し
く
生
き
る
こ
と
」（kalw

:V zh:n

）
に
高
め
る
こ
と
に
存
し
、
人
間

的
活
動
は
す
べ
て
こ
れ
に
関
係
し
て
お
り
、
教
育
も
ま
た
固
よ
り
何
等
例
外
で
は
な
い
。「
凡
て
の
技
術
と
凡
て

の
方
法
、
同
様
に
ま
た
凡
て
の
実
践
と
選
意
と
は
何
等
か
の
善
を
目
差
す
と
考
え
ら
れ
る
。
故
に
善
と
は
凡
て
の

も
の
が
目
差
す
も
の
と
言
明
さ
れ
た
の
は
正
当
で
あ
る
」、
と
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
の
冒
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
。

美
し
く
且
つ
善
く
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
オ
ッ
ト
ー
・
ヴ
ィ
ル
マ
ン
【1839-1920

】
の
解
す
る
如
く
文
化
の
意

味
で
あ
る
と
見
て
好
い
で
あ
ろ
う
。
古
典
哲
学
に
於
て
は
教
育
（B

ildung

）
と
文
化
（K

ultur

）
と
は
一
つ
の
も

の
と
し
て
考
え
ら
れ
た
。
そ
こ
に
ギ
リ
シ
ア
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
根
本
精
神
が
見
出
さ
れ
る
。
我
々
は
す
で
に

本
書
の
初
め
に
政
治
学
か
ら
引
用
し
た
文
章
に
於
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
教
育
の
目
的
は
「
有
徳
の
人
」
を
作

る
こ
と
に
あ
る
と
し
た
の
を
知
っ
て
い
る
。
然
る
に
「
有
徳
の
人
と
は
、
そ
の
人
に
と
っ
て
は
徳
に
よ
っ
て
端
的

に
善
な
る
も
の
が
善
で
あ
る
が
如
き
人
の
こ
と
で
あ
る
」（toiou:tovV ejstin oJ spoudai:oV, w

|/ dia; th;n ajreth;n 

ajgaqav ejsti ta; aJplw
:V ajgaqav

）、
と
同
じ
箇
所
に
於
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
我
々
は
、
徳
と
は
何
か
、

ま
た
善
と
は
何
か
に
就
い
て
、
こ
こ
に
我
々
の
研
究
に
と
っ
て
必
要
な
限
り
、
論
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

こ
の
場
合
先
ず
、
ア
レ
テ
ー
と
い
う
語
は
徳
と
訳
さ
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
今
日
普
通
に
徳
と
考
え
ら
れ
る
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も
の
と
か
な
り
違
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
れ
は
主
観
的
な
心
情
の
倫
理
を

謂
う
の
で
な
く
、
寧
ろ
人
間
の
存
在
の
本
質
法
則
を
意
味
し
て
い
る
。
徳
は
全
体
の
人
間
に
、
彼
の
外
的
な
並
び

に
内
的
な
性
質
に
関
し
て
い
る
。
精
神
の
徳
が
あ
る
の
み
で
な
く
、
身
体
の
徳
が
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
単
に
所
謂

道
徳
の
こ
と
で
な
く
、寧
ろ
文
化
の
こ
と
で
あ
る
。
有
徳
の
人
と
は
今
日
文
化
人
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

か
よ
う
な
徳
の
概
念
に
於
て
特
徴
的
な
こ
と
は
、
そ
れ
が
屡
々
人
間
外
の
も
の
に
就
い
て
も
語
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
例
え
ば
眼
の
徳
と
か
馬
の
徳
と
か
に
就
い
て
述
べ
た
。
プ
ラ
ト
ン

の
ポ
リ
テ
イ
ア
に
は
次
の
よ
う
に
云
わ
れ
て
い
る
。
各
々
の
も
の
に
は
そ
の
も
の
の
み
が
、
或
は
そ
の
も
の
が
他

の
も
の
よ
り
も
最
も
善
く
為
し
得
る
こ
と
が
あ
る
。
か
よ
う
に
自
己
に
固
有
の
仕
事
（e[rgon

）
を
善
く
為
す
こ

と
が
そ
の
も
の
の
徳
で
あ
る
。
徳
と
は
「
善
く
為
す
」（eu\ pravttein

）
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
各
々
の
も
の

に
は
「
固
有
の
徳
」（hJ oijkeiva ajrethv
）
が
あ
る
。
視
る
と
い
う
こ
と
は
眼
に
属
す
る
仕
事
で
あ
り
、
従
っ
て
善

く
視
る
と
い
う
こ
と
が
眼
の
徳
で
あ
る
。
精
神
の
徳
に
就
い
て
も
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
精
神
の
仕
事

は
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
故
に
善
く
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
精
神
の
徳
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
徳
と
仕
事

と
は
結
び
付
け
て
考
え
ら
れ
た
。
為
さ
ぬ
と
い
う
こ
と
は
何
等
徳
で
は
な
い
。
徳
と
は
一
般
的
に
云
っ
て
仕
事
に

於
け
る
有
能
性
を
意
味
す
る
。
ま
た
プ
ラ
ト
ン
の
ゴ
ル
ギ
ア
ス
に
は
左
の
如
く
云
っ
て
い
る
。
先
ず
善
い
建
築
家
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
）

と
は
実
際
に
家
を
作
り
得
る
者
、
即
ち
彼
の
扱
う
煉
瓦
や
木
材
に
家
の
形
（ei\doV

）
を
与
え
得
る
者
、
役
に
立

つ
家
を
作
り
得
る
者
の
こ
と
で
あ
る
。
役
に
立
つ
家
と
い
う
の
は
「
秩
序
と
組
織
」（tavxiV kai; kovsmoV

）
を
具

え
た
家
の
こ
と
で
あ
る
。
次
に
同
じ
よ
う
に
身
体
に
就
い
て
も
、
善
い
医
者
と
は
身
体
を
整
え
る
者
で
あ
り
、
健

康
と
い
う
の
は
か
よ
う
な
身
体
の
秩
序
で
あ
る
。
更
に
精
神
に
就
い
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
秩
序
と
組
織

を
具
え
る
と
き
役
に
立
つ
（crhsthv

）
も
の
で
あ
り
、
即
ち
徳
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
徳
と
仕
事

と
が
結
び
付
け
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
ま
た
精
神
の
徳
と
技
術
的
領
域
に
於
け
る
徳
と
が
全
く
比
論
的
に
解
明
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
は
、
教
育
が
人
間
を
対
象
と
す
る
技
術
と
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
場
合
、
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

教
育
は
全
体
の
人
間
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
勿
論
身
体
の
面
倒
も
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
何
よ
り
も
「
精
神
の

面
倒
を
み
る
力
」（duvnamiV qerapeutikh; y

uch:V

）
で
あ
る
。
併
し
精
神
と
云
っ
て
も
、
今
日
普
通
に
考
え
ら

れ
る
よ
う
な
主
観
と
か
心
理
と
か
を
謂
う
の
で
は
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
に
依
れ
ば
、
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
精
神
の

仕
事
で
あ
る（tiv d= au\ to; zh:n ~ ouj y

uch:V φhvsomen e[rgon ei\nai ~

）。精
神
と
は「
生
あ
る
も
の
の
原
理
」（ajrch; 

tw
:n zw

v/w
n

）
で
あ
る
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
云
う
で
あ
ろ
う
。
即
ち
精
神
と
は
生
あ
る
存
在
者
の
優
越
な
存
在
、

そ
の
固
有
の
存
在
の
仕
方
を
意
味
し
て
い
る
。
ゴ
ル
ギ
ア
ス
に
於
て
は
、
対
象
が
身
体
で
あ
る
か
精
神
で
あ
る
か

に
従
っ
て
技
術
を
二
つ
に
分
ち
、
精
神
に
就
い
て
の
技
術
は
政
治
（politikhv

）
で
あ
り
、
身
体
の
面
倒
を
み
る
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技
術
は
一
方
で
は
体
操
（gumnastikhv

）
他
方
で
は
医
術
（ijatrikhv

）
で
あ
る
と
云
い
、
更
に
政
治
を
分
っ
て
、

体
操
に
相
応
し
て
立
法
（nomoqetikhv

）
が
、
医
術
に
相
応
し
て
治
法
（dikaiosuvnh

）
が
あ
る
と
云
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
我
々
は
精
神
の
概
念
が
極
め
て
具
体
的
に
理
解
さ
れ
、
そ
し
て
人
間
が
本
質
的
に
社
会
的
な
存
在
と
し
て

把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
得
る
と
共
に
、
技
術
の
概
念
が
政
治
に
ま
で
拡
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
出
し

得
る
で
あ
ろ
う
。
教
育
は
プ
ラ
ト
ン
に
於
て
も
国
家
の
仕
事
と
考
え
ら
れ
た
。
パ
イ
デ
イ
ア
と
は
「
正
義
を
も
っ

て
支
配
し
且
つ
服
従
す
る
こ
と
を
知
れ
る
完
全
な
市
民
と
な
る
欲
望
と
希
求
と
を
喚
び
起
す
と
こ
ろ
の
徳
へ
の
教

育
」
で
あ
る
、
と
プ
ラ
ト
ン
は
法
律
篇
の
中
で
云
っ
て
い
る
。
善
い
建
築
家
は
役
に
立
つ
家
の
形
相
を
有
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
善
い
教
育
家
は
そ
れ
に
向
っ
て
人
間
を
形
成
す
べ
き
立
派
な
人
間
の
形
相
を
有
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。二

既
に
述
べ
た
如
く
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
は
徳
は
単
に
倫
理
的
卓
越
の
み
で
な
く
、
却
っ
て
人
も
し
く
は
物
に

属
す
る
あ
ら
ゆ
る
立
派
さ
を
意
味
し
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
ま
た
、
形
而
上
学
第
五
巻
第
十
四
章
に
拠
れ
ば
、

ア
レ
テ
ー
を
一
般
的
に
「
如
何
に
」（poiovn, poiovthV

）
の
概
念
の
う
ち
に
含
ま
せ
て
い
る
。
か
く
し
て
徳
は
元
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
）

来
ひ
と
つ
の
存
在
論
的
規
定
で
あ
る
。
即
ち
そ
こ
に
は
運
動
す
る
も
の
と
し
て
の
運
動
す
る
も
の
の
様
態
、
ま
た

運
動
の
差
別
が
あ
り
、
徳
と
不
徳
と
は
か
よ
う
な
様
態
に
属
し
て
い
る
。
徳
及
び
不
徳
は
、
運
動
に
於
て
あ
る
も

の
が
そ
れ
に
従
っ
て
善
く
或
は
悪
く
働
き
掛
け
も
し
く
は
働
き
掛
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
運
動
と
活
動
の
差
別
を
現

す
も
の
で
あ
る
。蓋
し
或
る
一
定
の
仕
方
で
働
き
掛
け
ら
れ
も
し
く
は
働
き
掛
け
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
善
く
、

他
の
、反
対
の
仕
方
で
そ
う
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
悪
い
。
け
れ
ど
も
善
及
び
悪
は
主
と
し
て
精
神
（
生
命
）

を
有
す
る
も
の
に
関
し
て
「
如
何
に
」
を
、特
に
そ
の
中
で
も
選
意
（proaivresiV

）
を
有
す
る
も
の
に
関
し
て
「
如

何
に
」
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
右
の
箇
所
に
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、
選
意
を
有
す
る
も
の
と
い
う
の

は
人
間
の
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
ア
レ
テ
ー
は
主
と
し
て
人
間
に
就
い
て
語
ら
れ
る
に
し
て
も
、
よ
り
広
い
意
味
に

於
て
は
凡
て
生
命
を
有
す
る
も
の
に
就
い
て
、
更
に
よ
り
広
い
意
味
に
於
て
は
爾
余
の
も
の
に
就
い
て
も
語
ら
れ

る
。
た
だ
し
か
し
そ
れ
は
根
本
的
に
運
動
と
活
動
と
に
関
す
る
こ
と
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
に
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
倫
理
学
に
と
っ
て
、そ
し
て
ま
た
教
育
論
に
と
っ
て
問
題
に
な
る
の
は「
人
間
的
善
」（to; 

ajnqrw
vpinon ajgaqovn

）
で
あ
り
、「
人
間
的
徳
」（ajreth; ajnqrw

pivnh

）
で
あ
る
。
人
間
的
徳
は
選
意
に
、
有
意

的
な
、
自
由
選
択
的
な
行
為
に
関
わ
っ
て
い
る
。

人
間
的
徳
に
於
て
も
徳
は
一
般
に
活
動
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
特
に
「
精
神
の
活
動
」
に
関
す
る



二
二
〇

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
な
ぜ
な
ら
精
神
は
人
間
の
存
在
の
優
越
な
存
在
の
仕
方
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
そ

の
活
動
の
す
べ
て
が
徳
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
徳
と
資
格
付
け
ら
れ
る
活
動
に
は
「
善
い
」（to; eu\

）
と
い
う
こ

と
が
属
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
か
よ
う
な
活
動
に
も
種
々
の
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は

先
ず
実
践
（pra:xiV
）
と
制
作
（poivhsiV

）
と
を
区
別
し
て
い
る
。
徳
は
広
い
意
味
に
於
て
は
凡
て
の
人
間
的
活

動
に
就
い
て
、
従
っ
て
制
作
に
就
い
て
も
語
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
建
築
家
の
徳
が
あ
り
、
医
者
の
徳
が
あ
る
。
彼

等
は
自
己
の
仕
事
を
善
く
為
す
限
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
彼
等
の
技
術
的
活
動
に
関
し
て
有
能
で
あ
る
限
り
、
徳

を
有
し
て
い
る
。
併
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
固
有
な
意
味
に
於
け
る
徳
は
倫
理
的
卓
越
と
し
て
特
に
実
践
と
い
わ

れ
る
も
の
に
属
す
る
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
考
え
た
の
は
、如
何
な
る
理
由
に
依
る
の
で
あ
ろ
う
か
。こ
こ
に
我
々

は
制
作
と
実
践
と
の
区
別
が
何
処
に
存
す
る
と
せ
ら
れ
た
か
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

第
一
に
、
制
作
に
於
て
は
運
動
の
原
理
は
他
の
も
の
の
う
ち
に
、
外
部
に
あ
る
。
家
に
と
っ
て
そ
の
生
成
の
運

動
の
原
理
は
家
自
身
の
う
ち
に
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
建
築
家
の
う
ち
に
あ
る
。
固
よ
り
建
築
家
の
活
動
の

原
理
は
建
築
家
自
身
の
う
ち
に
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
制
作
的
活
動
に
就
い
て
は
原
理

が
他
の
も
の
の
う
ち
に
あ
る
と
云
わ
れ
る
の
は
、
制
作
が
制
作
す
る
主
体
即
ち
制
作
家
の
側
か
ら
で
な
く
、
専

ら
制
作
さ
れ
る
客
体
即
ち
作
品
の
側
か
ら
見
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
依
る
の
で
あ
る
。
こ
の
特
殊
な
考
察
の
仕
方



二
二
一

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
）

に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
実
践
に
就
い
て
は
考
察
は
専
ら
主
体
の
側
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。「
実
践

的
な
も
の
と
選
意
的
な
も
の
と
は
同
一
で
あ
る
」（to; aujto; ga;r to; prakto;n kai; proairetovn

）、
と
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
は
書
い
て
い
る
。
実
践
は
専
ら
主
体
に
就
い
て
、
そ
の
有
意
的
な
、
自
由
選
択
的
な
行
為
そ
の
も
の
と

し
て
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
右
の
こ
と
と
関
聯
し
て
実
践
と
制
作
と
に
於
て
は
テ
ロ
ス
（
目
的
）
の
存

在
の
仕
方
が
異
な
る
と
考
え
ら
れ
た
。
実
践
の
場
合
目
的
は
内
在
的
で
あ
り
、
制
作
の
場
合
目
的
は
外
在
的
で
あ

る
。
テ
ロ
ス
は
「
前
者
に
於
て
は
活
動
で
あ
る
に
反
し
、後
者
に
於
て
は
そ
れ
と
は
別
に
或
る
作
品
で
あ
る
」（ta; 

me;n gavr eijsin ejnevrgeiai, ta; de; par= aujta;V e[rga tinav

）。
制
作
的
活
動
に
於
て
は
、
こ
の
活
動
に
よ
っ
て

そ
の
外
部
に
家
と
か
彫
刻
と
か
と
い
う
作
品
が
出
来
上
る
、
作
品
が
出
来
上
る
と
共
に
こ
の
活
動
は
止
ん
で
し
ま

う
。
制
作
の
目
的
は
作
品
に
あ
る
。
然
る
に
実
践
に
於
て
は
活
動
そ
の
も
の
が
、「
善
く
行
う
こ
と
」（eujpraxiva

）

が
目
的
で
あ
る
。
か
く
し
て
第
三
に
、
実
践
に
於
て
は
人
間
自
身
が
問
題
で
あ
り
、
制
作
に
於
て
は
結
果
が
、
作

品
が
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
「
善
い
」（to; eu\

）
と
い
う
こ
と
は
前
の
場
合
に
は
主
体
の

う
ち
に
存
す
る
に
反
し
、
後
の
場
合
に
は
客
体
の
う
ち
に
横
た
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
制
作
に
於
て
は
客
体
即
ち

作
品
が
問
題
で
あ
る
か
ら
、
前
に
述
べ
た
通
り
自
然
と
同
様
、
家
は
家
か
ら
生
ず
る
と
い
う
風
に
見
ら
れ
、
従
っ

て
そ
の
活
動
が
選
意
的
で
あ
る
か
ど
う
か
は
問
題
と
な
ら
ず
、
か
く
て
反
面
こ
れ
に
対
し
て
「
実
践
的
な
も
の
と



二
二
二

選
意
的
な
も
の
と
は
同
一
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
第
三
の
点
は
何
故
に
徳
と
制
作
乃
至
技
術
と
が
別
の
こ
と
で
あ
る
か
を
理
解
す
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
。

徳
は
人
間
自
身
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
故
に
、
作
品
の
み
が
問
題
で
あ
る
制
作
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ニ

コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
二
巻
第
四
章
に
は
次
の
よ
う
に
明
瞭
に
云
っ
て
い
る
。「
技
術
の
場
合
と
徳
の
場
合
と
は
同

様
で
な
い
。
蓋
し
一
方
技
術
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
は
そ
の
価
値
（to; eu\

）
を
そ
の
も
の
自
身
の
う
ち
に
有
し
、

そ
の
も
の
が
一
定
の
性
質
の
も
の
で
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
し
か
る
に
他
方
徳
に
従
っ
て
生
ず
る
も
の
は
、
そ
れ

が
一
定
の
性
質
の
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
た
だ
し
く
或
は
つ
つ
ま
し
く
行
為
さ
れ
た
と
は
い
え
ず
、
却
っ
て
行

為
す
る
人
間
が
ま
た
一
定
の
性
質
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
即
ち
第
一
に
知
識
を
も
っ
て
、
第
二
に
選
意
的
に
、

し
か
も
そ
れ
自
体
の
た
め
に
自
由
選
択
し
て
、
第
三
に
ま
た
堅
固
不
動
に
行
為
す
る
場
合
初
め
て
、
そ
う
い
え
る

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
か
よ
う
な
こ
と
は
、
知
識
と
い
う
こ
と
だ
け
を
除
い
て
は
、
他
の
技
術
の
所
有
に
対
し
て

は
勘
定
に
入
ら
な
い
。
し
か
る
に
徳
の
所
有
に
対
し
て
は
知
識
は
何
等
或
は
少
し
し
か
重
要
で
な
い
に
反
し
、
他

の
こ
と
は
少
な
く
な
い
寧
ろ
全
部
の
影
響
を
有
し
て
い
る
」。
即
ち
技
術
乃
至
制
作
に
於
て
は
価
値
は
作
品
に
属

し
、
た
だ
作
品
が
一
定
の
性
質
を
有
す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
に
反
し
、
実
践
に
於
て
は
行
為
が
一
定
の
性
質
を

有
す
る
の
み
で
な
く
、
却
っ
て
ま
た
行
為
す
る
人
間
が
一
定
の
性
質
を
有
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
彼
の
如
何
な



二
二
三

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
）

る
主
体
的
状
態
か
ら
そ
の
行
為
が
為
さ
れ
た
か
が
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
右
の
文
章
に
於
て
か
よ
う
な
主
体
的
条

件
と
し
て
三
つ
の
も
の
が
、
即
ち
一
、
知
識
を
も
っ
て
（eijdw

vV

）
為
す
こ
と
、
二
、
そ
れ
自
体
の
た
め
に
選
意

し
て
（proairouvmenoV di= aujtav

）
為
す
こ
と
、詳
し
く
言
え
ば
、他
の
こ
と
の
た
め
に
そ
れ
を
為
す
の
で
な
く
、

そ
れ
自
体
の
た
め
に
そ
れ
を
選
択
し
て
為
す
こ
と
、
三
、
堅
固
に
し
て
不
動
（bebaivw

V kai; ajmetakinhvtw
V

）

の
状
態
に
於
て
為
す
こ
と
、
が
挙
げ
ら
れ
、
徳
の
条
件
と
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し

か
も
そ
れ
ら
三
つ
の
も
の
の
う
ち
、
第
一
の
も
の
は
知
性
に
、
第
二
の
も
の
は
意
志
に
、
第
三
の
も
の
は
感
情
に

関
す
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
徳
は
全
人
的
な
も
の
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
徳
は
全
人
的
な

立
派
さ
で
あ
る
。
技
術
も
主
体
に
於
け
る
知
識
を
必
要
と
す
る
が
、
し
か
し
知
識
だ
け
で
足
り
、
従
っ
て
人
間
的

見
地
に
於
て
は
部
分
的
で
あ
っ
て
全
体
的
で
は
な
い
。
徳
に
於
て
は
知
識
よ
り
も
寧
ろ
他
の
二
つ
の
点
が
重
要
で

あ
る
。
特
に
第
三
の
点
は
、
徳
は
へ
ク
シ
ス
（
習
性
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
関
聯
す
る
で
あ
ろ
う
。
唯
一
つ
善

い
こ
と
を
為
し
て
も
徳
と
は
云
え
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
行
為
は
な
る
ほ
ど
善
い
に
し
て
も
、
そ
れ
と
行
為
す
る

人
間
と
の
内
的
な
必
然
的
な
結
び
付
き
は
未
だ
明
ら
か
で
な
い
、
次
の
瞬
間
に
は
彼
は
悪
い
こ
と
を
為
す
か
も
分

ら
な
い
か
ら
。
唯
一
つ
の
行
為
だ
け
で
は
未
だ
そ
れ
が
性
格
的
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
知
ら
れ
な
い
。
徳
は

ひ
と
と
な
り
で
あ
り
、
彼
の
ひ
と
と
な
り
は
彼
の
凡
て
の
行
為
を
通
じ
て
顕
に
な
る
。
人
間
は
立
派
な
こ
と
を
為



二
二
四

す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
立
派
に
な
る
。
し
か
も
絶
え
ず
立
派
な
こ
と
を
為
し
て
そ
れ
が
習
性
と
な
り
、出
来
上
り
、

性
格
的
な
も
の
と
な
り
、
堅
固
不
動
の
状
態
に
あ
る
と
き
、
初
め
て
徳
で
あ
り
得
る
。
徳
と
は
か
よ
う
な
ヘ
ク
シ

ス
、
出
来
上
っ
て
い
る
こ
と
（Fertigkeit

）
で
あ
る
。
立
派
に
出
来
上
っ
て
い
る
人
間
は
つ
ね
に
立
派
な
こ
と
を

為
す
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
は
先
に
ヘ
ク
シ
ス
が
一
方
で
は
ひ
と
と
な
り
（to; e[con

）
を
、
他
方
で
は
仕
事
（to; 

e[rgon

）
を
、
両
者
の
統
一
を
意
味
す
る
こ
と
を
説
明
し
た
。「
人
間
の
徳
と
は
そ
れ
に
よ
っ
て
善
い
人
間
が
生
ず

る
と
共
に
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
仕
事
が
善
く
為
さ
れ
る
習
性
で
あ
る
」。
徳
は
単
な
る
状
態
で
な
く
て
活
動
で
あ

る
。
併
し
そ
れ
は
性
格
的
な
活
動
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
人
間
が
如
何
に
あ
る
か
が
問
題
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
徳
と
人
間
性
と
の
間
に
最
も
密
接
な
聯
関
が
建
て
ら
れ
る
。
徳
は
人
間
性
の
理
念
か
ら
理
解
さ

れ
、
人
間
的
本
質
の
中
心
へ
運
び
入
れ
ら
れ
た
。
徳
と
人
間
性
と
は
相
関
概
念
で
あ
る
。
徳
は
人
間
性
の
中
心
思

想
を
実
現
し
、
人
間
を
彼
の
最
も
高
貴
な
規
定
と
彼
の
究
極
の
完
全
性
と
に
導
く
。
人
間
性
の
最
も
深
い
理
念
と

最
も
高
い
規
定
と
に
対
す
る
関
係
が
徳
の
本
質
を
形
作
っ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
単
な
る
主
知
主
義
を
超

え
て
全
体
の
人
間
性
を
重
ん
じ
、
そ
の
三
つ
の
要
素
、
理
性
、
意
志
、
感
情
の
い
ず
れ
を
も
無
視
す
る
こ
と
を
欲

し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
は
一
定
の
仕
方
に
於
て
調
和
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
調
和
は
相
互
の
単
な
る
均

衡
に
よ
っ
て
齎
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
理
性
が
爾
余
の
人
間
性
を
貫
徹
し
、
支
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
達



二
二
五

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
）

せ
ら
れ
る
。
理
性
は
命
令
し
、
理
性
的
な
ら
ぬ
要
素
は
こ
の
命
令
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
理
性
は
思
惟
的
原
理
で

あ
る
の
み
で
な
く
、
命
令
的
原
理
で
あ
る
。「
ロ
ゴ
ス
を
有
す
る
」（lovgon e[con

）
と
い
う
こ
と
は
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
に
依
れ
ば
、
二
重
の
意
味
の
も
の
で
あ
る
、
そ
れ
は
一
方
で
は
固
有
な
意
味
に
於
て
即
ち
自
己
自
身
の
う

ち
に
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
他
方
で
は
例
え
ば
父
の
言
葉
に
聴
従
す
る
と
い
う
よ
う
に
ロ
ゴ
ス
に
与
る

（metevcon

）
意
味
に
於
て
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
一
巻
第
十
三
章
）。
か
よ
う
に

理
性
的
な
ら
ぬ
要
素
も
理
性
の
命
令
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
理
性
に
与
り
、
そ
の
結
果
人
間
は
全
体
と
し
て
ロ
ゴ

ス
を
有
す
る
も
の
と
な
る
、
人
間
は
そ
の
形
相
に
於
て
統
一
さ
れ
、
人
間
性
の
「
自
然
」
は
実
現
さ
れ
る
。
徳
の

担
い
手
は
単
な
る
理
性
で
な
く
、
ま
た
精
神
の
種
々
の
部
分
の
相
互
の
関
係
で
も
な
く
、
却
っ
て
右
の
二
重
の
意

味
の
統
一
に
於
て
ロ
ゴ
ス
を
有
す
る
全
体
的
な
人
間
で
あ
る
。

三

こ
こ
に
我
々
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
教
育
思
想
の
根
源
に
出
会
う
で
あ
ろ
う
。
併
し
な
が
ら
こ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
が
如
何
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
を
一
層
詳
し
く
知
る
た
め
に
、
我
々
は
進
ん
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と

っ
て
「
教
育
あ
る
者
」（oJ pepaideumevnoV

）
も
し
く
は
教
養
あ
る
者
と
は
何
を
意
味
し
た
か
を
明
ら
か
に
し
な
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け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

政
治
学
第
三
巻
第
十
一
章
に
於
て
彼
は
医
者
に
就
い
て
、
一
、
実
際
に
行
う
者
（dhmiourgovV

）、
二
、
指
導

し
或
は
命
令
す
る
者
（ajrcitektonikovV

）、
三
、
教
養
あ
る
者
（pepaideumevnoV

）
と
い
う
三
つ
の
種
類
の
人
間

を
区
別
し
、
同
様
の
区
別
は
凡
て
の
技
術
に
就
い
て
存
在
す
る
と
述
べ
て
い
る
。

第
一
の
種
類
の
人
間
は
実
際
に
仕
事
を
す
る
者
で
あ
っ
て
、
職
人
ま
た
は
労
働
者
を
意
味
し
て
い
る
。
彼
等
は

自
己
を
自
由
に
規
定
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
命
令
や
委
託
に
よ
っ
て
、
賃
銀
の
た
め
に
働
き
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
に
依
れ
ば
元
来
奴
隷
で
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。「
手
に
よ
っ
て
生
活
す
る
者
」（cernh:teV

）
は
奴
隷
の
う
ち

に
数
え
ら
れ
、
職
人
即
ち
「
労
働
す
る
技
術
家
」（oJ bavnausoV tecnivthV

）
は
こ
れ
に
属
し
て
い
る
。
彼
等
は

バ
ナ
ウ
ソ
ス i

即
ち
下
俗
で
教
養
を
欠
け
る
者
で
あ
る
。
か
よ
う
な
仕
事
に
は
善
き
自
由
な
市
民
は
従
事
す
べ
き
で

な
い
。
徳
に
従
っ
て
生
き
る
者
は
か
く
の
如
き
バ
ナ
ウ
ソ
ス
な
生
活
或
は
日
傭
労
働
者
の
生
活
を
営
む
こ
と
が
許

さ
れ
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
依
れ
ば
、
技
術
に
と
っ
て
も
実
践
に
と
っ
て
も
道
具
（o[rgana

）
が
必
要
で

あ
る
。
そ
し
て
技
術
と
実
践
と
は
概
念
に
於
て
差
が
あ
る
如
く
、
両
者
の
必
要
と
す
る
道
具
に
於
て
も
そ
れ
に
相

応
す
る
差
が
あ
る
。
技
術
的
活
動
は
テ
ロ
ス
を
自
己
の
外
に
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
道
具
も
使
用
そ
の

i
　
職
人
に
対
す
る
呼
び
名
が
い
く
つ
か
あ
る
中
で
、
暗
い
作
業
場
に
あ
っ
て
卑
し
い
か
の
よ
う
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
特
に
言
う
。
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
）

も
の
の
た
め
に
あ
る
の
で
な
く
て
こ
の
使
用
か
ら
或
る
他
の
も
の
が
生
ず
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
例
え
ば
、
竪
琴
の
弾
奏
に
於
け
る
撥
、
紡
績
に
於
け
る
織
機
の
如
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
然
る
に
実
践
は
活

動
そ
の
も
の
を
テ
ロ
ス
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
使
用
す
る
道
具
も
ま
さ
に
こ
の
使
用
そ
の
も
の
に
於
て

そ
の
本
質
を
有
す
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
、
た
と
え
ば
、
衣
服
や
寝
台
の
如
き
も
の
で
あ
る
、
こ
れ
ら
の
道
具

は
そ
の
使
用
か
ら
何
か
他
の
も
の
が
生
ず
る
の
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
道
具
に
も
生
命
を
有
せ
ぬ
（a[y

uca

）
道

具
と
生
命
を
有
す
る
（e[my

uca
）
道
具
と
が
あ
る
。
紡
績
の
技
術
に
と
っ
て
織
機
は
生
命
を
有
せ
ぬ
道
具
で
あ

り
、
織
工
即
ち
職
人
は
生
命
を
有
す
る
道
具
で
あ
る
。
同
様
に
実
践
に
と
っ
て
は
衣
服
や
寝
台
の
如
き
も
の
は
生

命
を
有
せ
ぬ
道
具
で
あ
り
、
奴
隷
は
生
命
を
有
す
る
道
具
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
奴
隷
を
も
っ
て
生
命
を

有
す
る
実
践
的
道
具
と
見
做
し
、
彼
等
に
は
本
来
ア
レ
テ
ー
は
属
し
な
い
と
考
え
た
。
彼
等
に
必
要
な
徳
は
た
だ

放
縦
に
流
れ
て
彼
等
の
仕
事
を
怠
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
職
人
の
仕
事
は
技
術
の
領
域
に
属
す

る
が
、
彼
等
も
或
る
奴
隷
的
な
と
こ
ろ
を
有
し
て
い
る
。
こ
こ
で
職
人
と
は
例
え
ば
医
者
に
就
い
て
、
す
べ
て
の

医
者
を
い
う
の
で
な
く
下
級
の
実
務
家
を
い
い
、
彼
等
は
バ
ナ
ウ
ソ
ス
な
技
術
家
で
あ
る
。
か
く
て
ま
た
技
術
か

ら
区
別
さ
れ
る
実
践
と
は
経
済
的
生
産
に
関
わ
り
の
な
い
活
動
を
意
味
し
て
い
る
。
政
治
学
第
八
巻
第
二
章
に
於

て
は
次
の
如
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
年
少
者
に
対
し
て
有
用
な
も
の
の
う
ち
必
要
な
も
の
が
教
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
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ぬ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
、
け
れ
ど
も
凡
て
で
は
な
い
、
な
ぜ
な
ら
自
由
な
仕
事
と
自
由
で
な
い
仕
事
と
の
区
別

が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
有
用
な
も
の
の
う
ち
そ
れ
に
与
る
こ
と
に
よ
っ
て
バ
ナ
ウ
ソ
ス
に
さ
れ
る
こ
と
の
な
い

よ
う
な
も
の
が
授
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
バ
ナ
ウ
ソ
ス
と
は
、
自
由
人
の
身
体
或
は
心
霊
或
は
知
性

（sw
:ma, y

uchv, diavnoia

）
を
徳
の
使
用
と
活
動
と
に
対
し
て
役
に
立
た
ぬ
も
の
に
す
る
仕
事
、
技
術
、
学
業
を

い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
身
体
を
醜
く
す
る
よ
う
な
技
術
は
バ
ナ
ウ
ソ
ス
と
呼
ば
れ
、
賃
銀
の
た
め
の
労
働
も

同
様
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
閑
暇
を
な
く
し
、
精
神
を
卑
し
く
す
る
か
ら
。「
自
由
な
知
識
」（ejleuqevrioi 

ejpisth:mai

）
の
或
る
も
の
も
ま
た
自
由
人
に
ふ
さ
わ
し
く
な
ら
な
い
程
度
に
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
、
そ
れ
に
練

達
し
よ
う
と
し
て
余
り
熱
心
に
打
ち
込
む
こ
と
は
矢
張
り
上
述
の
弊
害
を
伴
う
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
に
依
れ
ば
、
職
人
の
活
動
は
真
の
徳
か
ら
は
遠
い
も
の
で
あ
り
、
真
の
教
養
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
。

自
由
人
に
と
っ
て
は
何
よ
り
も
閑
暇
を
有
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
真
の
教
養
は
閑
暇
に
於
て
得
ら
れ
る
こ
と

が
で
き
る
。
職
人
の
活
動
は
有
用
で
あ
る
に
し
て
も
、
教
養
は
も
と
有
用
性
と
は
関
わ
り
の
な
い
も
の
で
あ
る
。

自
由
人
が
職
人
的
技
術
を
学
ぶ
こ
と
は
悪
い
こ
と
で
な
く
、
彼
の
教
養
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
に
し
て
も
、
た
だ

或
る
程
度
ま
で
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
余
り
熱
心
に
そ
れ
に
打
ち
込
む
こ
と
は
慎
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

職
人
に
対
し
て
棟
梁
（ajrcitektonikovV

）
は
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
。
制
作
に
於
て
思
惟
と
狭
義
の
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
）

制
作
と
の
区
別
さ
れ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
こ
れ
ら
二
つ
の
要
素
は
多
か
れ
少
な
か
れ
分
離
さ
れ
る
こ
と
が

で
き
、
後
者
は
職
人
に
属
し
、
前
者
は
棟
梁
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
職
人
は
た
だ
ル
ー
テ
ィ
ー
ヌ
に
従
っ
て
働
く

の
み
で
あ
っ
て
、
ロ
ゴ
ス
或
は
思
惟
は
棟
梁
の
も
の
で
あ
る
。
彼
は
思
惟
に
よ
っ
て
制
作
的
活
動
を
設
定
し
、
整

序
し
、
職
人
に
対
し
て
命
令
す
る
。
職
人
は
生
命
を
有
す
る
道
具
に
過
ぎ
な
い
。
然
る
に
ロ
ゴ
ス
は
既
に
論
じ
た

如
く
技
術
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
も
の
に
と
っ
て
そ
の
原
理
で
あ
る
。
従
っ
て
作
品
は
本
来
、
職
人
に
属
す
る
の
で

な
く
、
却
っ
て
棟
梁
に
属
し
て
い
る
。
そ
れ
は
勿
論
職
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
、
併
し
制
作
と
い
う
運
動
の
第
一

の
原
理
は
ロ
ゴ
ス
で
あ
り
、
そ
し
て
ロ
ゴ
ス
は
棟
梁
に
属
す
る
限
り
、
作
品
は
「
端
的
に
は
」（aJplw

:V

）
棟
梁

に
属
す
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
棟
梁
の
活
動
は
か
く
の
如
く
ロ
ゴ
ス
に
関
わ
る
と
す
れ
ば
、
彼
は
教

養
を
有
す
る
者
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
依
れ
ば
、
ま
た
一
般
に
ギ
リ
シ
ア
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
教
育
の
理
想
に
依
れ
ば
、
棟
梁

の
如
き
も
な
お
真
に
教
養
あ
る
者
と
云
う
こ
と
が
で
き
ぬ
。
ギ
リ
シ
ア
人
は
先
ず
教
養
と
職
業
的
目
的
に
向
け

ら
れ
た
学
芸
と
を
鋭
く
区
別
し
た
。
後
者
は
自
由
人
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
、
彼
は
「
自
由
な
学
芸
」（maqhvmata 

ejleuvqera

）
に
携
わ
り
、
そ
れ
も
或
る
一
定
の
限
度
に
止
め
て
専
門
的
な
く
ろ
う
と
に
な
る
ま
で
（pro;V to; 

ejntelevV

）
携
わ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
体
育
は
闘
技
者
に
な
る
た
め
で
な
く
、
音
楽
を
学
ぶ
こ
と
は
音
楽
家
に
な
る
た
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め
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。ま
し
て
学
問
を
経
済
的
に
評
価
す
る
が
如
き
こ
と
は
ギ
リ
シ
ア
人
に
は
卑
し
い
こ
と
、

下
等
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
た
。
教
育
は
道
具
で
な
く
、
却
っ
て
人
間
の
「
装
飾
」
で
あ
る
。
ま
さ
に
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
が
か
く
云
っ
た
と
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
ウ
ス
は
伝
え
て
い
る
。
か
か
る
こ
と
と
関
聯
し
て
次
に
、

ギ
リ
シ
ア
的
理
想
に
依
れ
ば
、
教
養
は
多
面
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
パ
イ
デ
イ
ア
（
教
養
）
は
、
魂
に
と
っ

て
多
く
の
視
る
も
の
、
聴
く
も
の
が
あ
る
「
魂
の
祝
祭
」（panhvguriV y

uch:V

）
で
あ
る
。
多
面
的
で
な
い
よ
う

な
、
従
っ
て
普
遍
的
で
な
い
よ
う
な
教
養
は
真
の
教
養
で
は
な
い
。
棟
梁
の
如
き
は
、
そ
の
知
識
が
特
殊
的
専
門

的
で
あ
る
と
い
う
点
に
於
て
も
教
養
あ
る
者
と
は
云
わ
れ
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ギ
リ
シ
ア
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
の
教
育
理
想
の
右
の
二
つ
の
特
徴
を
共
に
継
承
し
、
そ
の
意
味
を
哲
学
的
に
深
め
た
。
生
産
的
技
術
的
活
動

が
実
践
か
ら
区
別
さ
れ
て
徳
が
就
中
後
者
と
結
び
付
け
ら
れ
た
の
も
か
く
の
如
き
聯
関
に
於
て
で
あ
る
と
考
え
得

る
で
あ
ろ
う
。

ギ
リ
シ
ア
人
は
知
識
に
対
す
る
渇
望
に
絶
え
ず
動
か
さ
れ
る
活
溌
な
精
神
を
性
格
的
に
有
し
て
い
た
。
従
っ
て

国
民
の
指
導
者
で
あ
っ
た
哲
学
者
が
彼
等
に
対
し
て
警
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
知
識
の
多
面
的
な

拡
張
で
あ
る
よ
り
も
、
豊
富
さ
の
た
め
に
統
一
を
失
わ
な
い
こ
と
、
多
様
さ
の
た
め
に
浅
薄
に
堕
し
な
い
こ
と

で
あ
っ
た
。
ギ
リ
シ
ア
的
教
養
は
、
定
め
な
し
に
多
く
の
物
に
手
を
着
け
、
計
画
な
し
に
凡
て
を
学
ぼ
う
と
す
る
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
）

危
険
に
絶
え
ず
脅
か
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
は
「
博
識
は
精
神
を
与
え
な
い
」
と
教
え
、
ま
た

デ
モ
ク
リ
ト
ス
は
「
知
識
の
豊
富
（polumaqivh

）
で
な
く
精
神
の
豊
富
（polunoivh

）
が
努
め
ら
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
」
と
要
求
し
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
プ
ラ
ト
ン
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
に
対
す
る
反
対
も
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
学
問
が
徒
ら

に
多
き
を
求
め
て
分
裂
し
徹
底
性
を
欠
い
て
い
た
の
に
依
る
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
学
問
の
歴
史
に
お

い
て
博
学
を
も
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
所
謂
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
学
風
の
父
で
あ
る
と
云
う
こ
と
も
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
学
風
の
特
色
は
、
資
料
の
蒐
集
に
努
力
し
、
形
而
上
学
的
構
成
よ
り
も
個
々
の

事
実
の
実
証
的
研
究
に
重
き
を
お
く
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
彼
の
発
展
の
後
期
に
於
て
か
よ

う
な
学
問
へ
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
彼
は
経
験
的
な
特
殊
研
究
に
深
く
関
心
し
た
。
こ
の
時
期
に
於
け
る
彼
の

諸
著
作
を
特
徴
付
け
て
い
る
正
確
な
事
実
の
研
究
と
い
う
学
問
の
型
は
、
イ
エ
ー
ガ
ー
の
言
葉
に
依
れ
ば
、「
当

時
の
ギ
リ
シ
ア
的
世
界
に
於
て
は
或
る
全
く
新
し
い
も
の
、
劃
期
的
な
も
の
」
で
あ
っ
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は 

φiloso φia 

（philosophia

）
の
巨
匠
で
あ
っ
た
の
み
で
な
く
、
ギ
リ
シ
ア
的
意
味
に
於
け
る iJstoriva

（historia

）

即
ち
人
間
的
歴
史
的
な
も
の
の
研
究
並
び
に
自
然
及
び
自
然
的
生
命
に
就
い
て
の
特
殊
研
究
の
大
家
で
あ
っ
た
。

然
る
に
彼
が
か
く
の
如
く
個
別
的
な
も
の
を
重
ん
じ
、
そ
の
研
究
の
新
し
い
方
法
を
開
拓
し
た
と
い
う
こ
と
は
、

彼
の
哲
学
の
根
本
思
想
、
か
の
「
内
在
的
形
相
」（e[nulon ei\doV
）
の
思
想
に
基
づ
い
て
い
る
。
イ
デ
ア
は
個
物



二
三
二

を
離
れ
て
存
在
す
る
も
の
で
な
く
、
個
物
の
う
ち
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
学
風
に
先
鞭
を
着
け
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
学
風
の
陥
っ
た
弊
害
、
た
だ
博
識

（polumavqeia
）
を
求
め
て
、
資
料
の
単
な
る
蒐
集
と
個
々
の
知
識
の
単
な
る
堆
積
に
終
る
と
い
う
弊
害
を
共
に

し
て
い
な
い
。
動
物
部
分
論
の
中
で
彼
は
書
い
て
い
る
、「
も
し
ひ
と
が
他
の
動
物
に
就
い
て
の
研
究
を
無
価
値

で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
彼
は
人
間
の
研
究
を
も
同
様
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ひ
と
は
人
間

の
組
織
が
そ
れ
か
ら
合
成
さ
れ
て
い
る
も
の
、
血
、
肉
、
骨
、
血
管
、
そ
の
他
か
よ
う
な
部
分
を
多
く
の
嫌
悪
な

し
に
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
。
ま
た
ど
の
よ
う
な
部
分
或
は
器
官
に
就
い
て
論
ず
る
に
し
て
も
、
た
だ

質
料
（u{lh

）
に
注
意
す
る
の
で
も
質
料
の
た
め
に
論
ず
る
の
で
も
な
く
、
却
っ
て
全
体
の
形
相
（mor φhv

）
の

た
め
に
論
ず
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。例
え
ば
建
築
に
あ
っ
て
は
、煉
瓦
、混
砂
粘
土
、

木
材
が
問
題
で
な
く
、
家
が
問
題
で
あ
る
よ
う
に
。
自
然
研
究
者
に
と
っ
て
も
綜
合
と
全
体
の
本
質
と
が
問
題
で

あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
本
質
か
ら
分
離
さ
れ
て
は
お
よ
そ
存
在
し
な
い
部
分
が
問
題
で
あ
る
の
で
は
な
い
」。

即
ち
学
問
に
於
て
は
個
々
の
資
料
が
目
的
で
な
く
、却
っ
て
形
相
も
し
く
は
綜
合
と
全
体
の
本
質
が
重
要
で
あ
る
、

と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
徹
底
的
な
研
究
、
包
括
的
な
知
識
、
し
か
も
こ
れ
に
完
成
を
与
え
る

哲
学
に
よ
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
ダ
ン
テ
の
云
っ
た
如
く
、「
知
あ
る
者
の
教
師
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
）

文
献
学
的
研
究
即
ち
特
殊
研
究
が
流
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
に
於
て
も
―
―
文
献
学
者
（φilolovgoV

）
と

は
も
と
「
ロ
ゴ
ス
を
愛
し
教
養
に
熱
心
な
も
の
」（φilw
;n lovgouV kai; spoudavzw

n peri; paideivaV

）
と
い
う

意
味
で
あ
っ
た
が
、
エ
ラ
ト
ス
テ
ネ
ス
が
初
め
て
自
分
を
フ
ィ
ロ
ロ
ゴ
ス
と
称
し
た
と
い
わ
れ
る
―
―
哲
学
者
た

ち
は
そ
の
伝
統
に
従
っ
て
、
文
献
学
や
博
識
は
教
養
に
本
来
の
完
成
を
齎
す
も
の
で
な
く
、
彼
等
に
よ
っ
て
代
表

さ
れ
る
学
問
の
み
が
こ
れ
を
為
し
得
る
と
い
う
衿
持
を
有
し
た
の
で
あ
る
。

屡
々
引
用
さ
れ
る
動
物
部
分
論
の
冒
頭
に
於
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
あ
ら
ゆ
る
学
問
に
就
い
て
二
つ
の
種
類

の
態
度
が
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
一
方
は
物
の
知
識
（ejpisthvmh tou: pravgmatoV

）
と
呼
ば
れ
得
る
も
の
で

あ
り
、
他
方
は
或
る
教
養
（paideiva
）
で
あ
る
。
教
養
あ
る
者
は
論
者
の
説
き
方
が
善
い
か
悪
い
か
を
正
し
く

識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
一
般
的
教
養
を
有
す
る
者
」（oJ o{lw

V pepaideumevnoV

）
も
か
く
の
如
き
者
で
あ

り
、
固
よ
り
彼
は
単
に
或
る
特
殊
な
部
門
に
就
い
て
で
な
く
寧
ろ
凡
て
の
も
の
に
就
い
て
批
評
的
で
あ
る
。
批
評

的
（kritikovV

）
と
い
う
の
は
物
の
善
悪
、
正
非
を
適
切
に
識
別
す
る
（kri:nai eujstovcw

V

）
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。
こ
こ
に
一
般
的
哲
学
的
教
養
、
一
般
的
論
理
的
修
練
も
し
く
は
方
法
に
就
い
て
の
智
見
と
一
定
の
内
容
に

関
す
る
個
々
の
専
門
的
知
識
と
が
対
立
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
か
よ
う
に
哲
学
に
優
位
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
も
ま

た
ギ
リ
シ
ア
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
教
育
理
念
の
他
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
自
分
で
物
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
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教
養
に
と
っ
て
問
題
で
な
く
、
却
っ
て
自
分
は
制
作
に
従
事
す
る
こ
と
も
専
門
家
で
あ
る
こ
と
も
な
く
し
て
、
出

来
た
仕
事
に
対
し
て
正
し
い
判
断
を
下
し
得
る
者
が
教
養
あ
る
人
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
学
問
に
関
し
て
も
教

養
と
は
、
物
を
専
門
的
に
研
究
し
て
い
る
こ
と
で
な
く
、
寧
ろ
如
何
な
る
場
合
に
他
の
人
の
示
す
証
明
を
正
し
い

と
な
し
得
る
か
を
つ
ね
に
理
解
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
専
門
家
は
た
だ
彼
と
同
様
の
者
に
よ
っ
て
の
み
評
価
さ

れ
得
る
と
い
う
専
門
家
の
要
求
を
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
種
々
の
仕
方
で
斥
け
た
。
彼
は
云
う
、
多
く
の
技
術
的

仕
事
に
於
て
、
最
も
よ
く
判
断
し
得
る
の
は
そ
れ
を
作
っ
た
人
で
な
く
、
そ
の
技
術
を
有
し
な
い
者
も
そ
れ
に
就

い
て
理
解
を
有
す
る
。
例
え
ば
家
に
就
い
て
そ
れ
を
建
て
た
者
の
み
が
判
断
し
得
る
の
で
な
く
、
寧
ろ
そ
の
家
に

住
む
者
が
一
層
よ
く
判
断
す
る
、
舵
に
就
い
て
は
舵
手
が
大
工
よ
り
も
一
層
よ
く
判
断
し
、
料
理
に
就
い
て
は
料

理
人
よ
り
も
料
理
を
食
う
人
が
一
層
よ
く
判
断
す
る
。
尤
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
凡
て
の
技
術
に
於
て
、
批
評
の

能
力
を
得
る
た
め
に
は
自
分
で
そ
の
技
術
に
通
ず
る
こ
と
が
全
く
不
要
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
は
な
い
。
併
し
な

が
ら
教
養
あ
る
人
に
な
る
こ
と
は
専
門
家
に
な
る
こ
と
と
別
で
あ
る
。
余
り
に
熱
心
に
専
門
に
打
ち
込
む
の
は
教

養
に
却
っ
て
有
害
で
あ
る
と
彼
が
考
え
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
物
を
作
る
こ
と
で
な
く
、
作
ら
れ

た
物
に
就
い
て
価
値
を
識
別
し
得
る
と
い
う
こ
と
が
教
養
の
目
的
で
あ
る
。
教
養
は
専
門
的
で
な
く
普
遍
的
で
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
普
遍
性
は
特
に
種
々
の
知
識
の
領
域
に
於
け
る
方
法
の
理
解
に
於
て
示
さ
れ
る
。「
各
々
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
）

の
領
域
に
就
い
て
物
の
本
性
が
許
す
程
度
の
厳
密
性
を
求
め
る
の
が
教
養
あ
る
者
の
し
る
し
で
あ
る
」、
と
ニ
コ

マ
コ
ス
倫
理
学
の
初
め
に
云
わ
れ
て
い
る
。
人
間
学
者
に
対
し
て
数
学
者
に
対
す
る
と
同
一
の
厳
密
性
を
要
求
す

る
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
。
各
々
の
主
題
に
就
い
て
そ
れ
に
相
応
す
る
厳
密
性
、
そ
の
研
究
に
適
当
す
る
厳
密
性

を
求
め
る
こ
と
が
却
っ
て
学
問
的
で
あ
る
。

か
く
て
教
養
は
生
産
的
制
作
か
ら
、職
業
的
専
門
的
知
識
か
ら
分
た
れ
て
普
遍
人
間
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。

そ
し
て
そ
れ
は
先
の
道
徳
論
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
善
の
性
質
的
内
容
は
人
間
の
本
性
か
ら
導
き
出
さ
れ
、
幸
福

と
は
人
間
性
の
完
成
を
意
味
し
た
。
最
高
の
善
は
個
々
の
職
業
を
超
え
て
普
遍
人
間
的
な
目
的
か
ら
規
定
さ
れ
、

そ
れ
は
普
遍
的
に
人
間
的
で
同
時
に
固
有
的
に
人
間
的
な
も
の
即
ち
ロ
ゴ
ス
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
る
。
教
養
の
意

味
も
同
様
の
考
え
方
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
。
我
々
は
そ
こ
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
教
養
並
び
に
徳
の
概
念
の
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
性
格
と
共
に
そ
の
或
る
貴
族
主
義
的
性
格
、そ
の
或
る
非
実
践
的
性
格
を
認
め
得
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
れ
が
奴
隷
制
に
支
え
ら
れ
た
ギ
リ
シ
ア
の
社
会
に
相
応
す
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
ま
た
そ
れ

は
彼
に
於
け
る
実
践
の
概
念
に
一
致
し
て
い
る
。

四
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制
作
に
於
て
は
そ
の
活
動
の
外
に
出
来
る
作
品
が
目
的
で
あ
る
、
実
践
に
於
て
は
活
動
そ
の
も
の
の
他
に
目
的

が
あ
る
の
で
は
な
い
。
制
作
に
於
て
活
動
は
自
己
以
外
の
も
の
に
関
係
す
る
に
反
し
て
、
実
践
に
於
て
は
活
動
は

自
己
自
身
に
関
係
す
る
。
か
か
る
意
味
の
実
践
の
う
ち
に
は
物
質
的
技
術
的
活
動
は
含
ま
ず
、
従
っ
て
実
践
は
特

に
そ
れ
と
は
異
な
る
社
会
的
な
政
治
的
な
活
動
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
然
る
に
実
践
に
於
て
は
活
動
が
自
己

目
的
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
追
求
す
れ
ば
、
観
想
こ
そ
最
高
の
実
践
で
あ
り
、
か
く
し
て
最
高
の
徳
と
観
想
と

が
一
致
す
る
こ
と
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

周
知
の
如
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
伝
統
的
な
人
生
観
に
従
っ
て
三
つ
の
生
活
の
仕
方
を
区
別

し
た
。
即
ち
、
一
、
享
楽
的
生
活
（bivoV ajpolaustikovV

）、
こ
の
も
の
は
人
間
の
品
位
に
値
し
な
い
。
二
、
政

治
的
も
し
く
は
実
践
的
生
活
（bivoV politikovV

）、
こ
の
も
の
は
名
誉
と
徳
を
目
的
と
す
る
、
し
か
し
こ
れ
も
完

全
で
は
な
い
。
三
、
観
想
的
生
活
（bivoV qew

rhtikovV

）、
こ
の
も
の
が
最
高
の
生
活
で
あ
る
。
然
る
に
注
意
す

べ
き
こ
と
に
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
の
中
で
、
い
わ
ば
第
四
の
も
の
と
し
て
、
営
利
的
生

活
（bivoV crhmatisthvV

）
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
も
の
は
強
制
的
（bi;aioV

）
と
呼
ば
れ
る
、
即
ち
金
儲
け
は
生

活
の
必
要
の
た
め
に
余
儀
な
く
さ
れ
る
、
そ
れ
は
享
楽
の
た
め
に
な
さ
れ
る
の
で
も
な
く
、
そ
の
こ
と
自
身
の
た

め
に
な
さ
れ
る
の
で
も
な
い
、
そ
れ
は
た
だ
生
活
の
必
要
の
た
め
に
努
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
発
的
な
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
）

も
の
（eJkousivoV

）、
自
由
な
も
の
、
並
び
に
自
己
目
的
的
な
も
の
に
対
立
し
て
い
る
。
い
ま
制
作
は
実
践
的
生

活
に
属
す
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て
か
よ
う
な
営
利
的
生
活
に
属
し
て
い
る
。
尤
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
凡
て
の
技

術
―
―
そ
の
う
ち
に
は
芸
術
も
含
ま
れ
る
―
―
が
そ
う
で
あ
る
と
見
做
し
た
の
で
は
な
い
。
詩
や
音
楽
や
絵
画
は

自
由
な
市
民
、
従
っ
て
政
治
家
も
携
わ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
み
で
な
く
、
最
善
の
国
家
に
於
て
は
こ
れ
ら
の
技

術
に
対
す
る
教
育
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。け
れ
ど
も
功
利
的
技
術
乃
至
芸
術
は
奴
隷
的
な
も
の
で
あ
り
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
貴
族
主
義
的
な
厳
格
さ
を
も
っ
て
、
職
人
や
賃
銀
労
働
者
は
最
善
の
国
家
に
於
て
は
奴
隷
で

あ
る
べ
き
こ
と
を
要
求
し
た
、
彼
等
の
仕
事
は
自
由
な
市
民
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
固
よ
り
凡
て
の

技
術
的
な
も
の
が
そ
う
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
国
家
経
済
の
技
術
と
か
雄
弁
術
と
か
、或
は
ま
た
統
帥
術
の
如
く
、

国
家
に
於
て
極
め
て
尊
敬
さ
れ
る
技
術
も
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
に
従
事
す
る
こ
と
は
バ
ナ
ウ
ソ
ス
で
な
く
、
却
っ

て
政
治
的
生
活
及
び
観
想
的
生
活
に
関
係
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
最
も
尊
敬
さ
れ
る
有
用
技
術
は
も
と
も

と
道
徳
的
政
治
的
生
活
の
中
へ
入
り
込
ん
で
い
る
。
制
作
的
技
術
の
み
が
あ
る
の
で
な
く
、
実
践
的
乃
至
政
治
的

技
術
が
あ
る
。
た
だ
営
利
的
技
術
は
道
具
或
は
手
段
に
過
ぎ
な
い
。
併
し
他
方
そ
れ
は
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
於
て
国
家
の
部
分
を
成
す
と
考
え
ら
れ
る
。
国
家
も
手
段
を
必
要
と
す
る
故
に
、
営
利

的
技
術
も
或
る
仕
方
で
政
治
家
の
仕
事
に
属
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
二
つ
の
限
定
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を
有
し
て
い
る
。
第
一
に
、
こ
の
技
術
の
実
行
は
屡
々
卑
し
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の
技
術
の
う

ち
に
も
知
識
と
ロ
ゴ
ス
が
含
ま
れ
て
い
る
限
り
そ
れ
は
品
位
あ
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
、
政
治
家
は
政
治
家
と
し

て
厳
密
に
云
え
ば
手
段
の
生
産
に
携
わ
る
の
で
な
く
、
寧
ろ
た
だ
手
段
の
使
用
に
の
み
配
慮
す
る
の
で
あ
る
。
彼

は
営
利
的
技
術
を
国
家
に
奉
仕
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
か
く
し
て
有
用
技
術
は
実
践
に
対
し
て
そ
の
道
具
を
提
供
す

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
道
徳
的
生
活
と
そ
の
思
慮
に
奉
仕
的
に
従
属
し
て
い
る
。
こ
の
関
係
は
同
意
と
か
自

発
的
な
服
従
と
か
に
よ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
精
神
が
身
体
に
専
制
的
に
命
令
す
る
如
く
、
主
人
は
奴
隷
に
、
政

治
は
手
仕
事
や
有
用
技
術
に
、
専
制
的
に
命
令
す
る
の
で
あ
り
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
そ
の
技
術
は
自
己
の
外

に
存
在
す
る
目
的
に
仕
え
る
の
で
あ
っ
て
、
自
己
目
的
で
は
な
い
。
そ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
凡
て
の
有
用
技

術
を
政
治
上
社
会
上
の
奴
隷
制
と
関
係
さ
せ
て
考
え
た
。
自
由
な
市
民
が
よ
り
高
い
倫
理
的
並
び
に
知
性
的
徳
を

害
す
る
こ
と
な
し
に
携
わ
り
得
る
限
り
に
於
て
の
み
、
そ
れ
は
国
家
の
政
治
に
分
与
す
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
技
術
的
な
も
の
は
道
徳
的
行
為
に
と
っ
て
手
段
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
尤
も
技
術
そ
の
も
の
は
自

己
の
目
的
を
有
し
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
技
術
的
活
動
は
目
的
の
原
理
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
。
種
々
な
る

技
術
の
個
々
の
目
的
は
相
互
に
上
位
下
位
の
従
属
関
係
に
立
っ
て
お
り
、
そ
し
て
一
切
の
有
用
技
術
は
人
間
的

活
動
の
最
高
の
目
的
即
ち
幸
福
の
た
め
に
あ
る
。
こ
の
関
係
の
う
ち
に
諸
技
術
の A

rchitektonik 

が
成
立
す
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る
。A

rchitektonik 

と
い
う
語
は
も
と
建
築
術
に
就
い
て
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ

れ
を
ま
た
医
術
、
更
に
他
の
凡
て
の
技
術
の
関
係
に
適
用
し
、
技
術
に
於
て
実
際
に
作
る
者
（dhmiourgovV

）
に

対
し
て
命
令
す
る
位
置
に
あ
る
者
を
す
べ
て  ajrcitektonikovV 

と
称
し
て
い
る
。
そ
し
て
先
に
述
べ
た
如
く
、

技
術
に
於
け
る
作
品
は
実
際
に
作
る
者
即
ち
職
人
に
属
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
「
作
品
は
端
的
に
は
棟
梁
に

属
し
、
し
か
る
に
ロ
ゴ
ス
が
棟
梁
で
あ
る
」（to; ga;r e[rgon ejsti;n aJplw

:V tou: ajrcitevktonoV, oJ de; lovgoV 

ajrcitevkw
n

）。
こ
の
場
合
ア
ル
キ
テ
ク
ト
ー
ン
と
は
運
動
の
第
一
の
原
理
の
こ
と
で
あ
る
。
蓋
し
そ
の
外
的
並
び

に
物
質
的
実
現
に
於
け
る
す
べ
て
の
技
術
的
活
動
は
ロ
ゴ
ス
を
原
理
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
ロ
ゴ
ス
と
は
技
術
的

な
も
の
と
道
徳
的
な
も
の
と
に
共
通
で
あ
る
と
こ
ろ
の
論
理
的
乃
至
実
践
的
ロ
ゴ
ス
を
意
味
し
て
い
る
。
と
こ
ろ

で
各
々
の
技
術
に
は
そ
の
固
有
の
特
殊
な
目
的
が
指
示
さ
れ
て
お
り
、
他
の
目
的
或
は
す
べ
て
の
目
的
の
一
般
性

を
認
識
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
と
っ
て
役
立
た
な
い
。
織
匠
、
大
工
、
医
者
、
将
軍
、
等
々
は
、
彼
等
が
善
の
一

般
性
を
認
識
す
る
場
合
、
自
己
の
特
殊
な
仕
事
に
於
て
そ
の
た
め
に
一
層
怜
悧
に
な
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
彼
等

の
各
々
は
、
自
己
自
身
の
善
を
、
即
ち
例
え
ば
健
康
、
勝
利
、
家
、
等
々
を
目
的
と
し
て
有
し
て
い
る
。
各
人
は

そ
の
次
に
上
位
に
あ
る
技
術
か
ら
教
示
と
命
令
と
を
得
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
あ
ら
ゆ
る
技
術
は
た
だ
人
間
的
生

活
の
要
求
に
仕
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
技
術
が
そ
の
た
め
に
制
作
す
る
と
こ
ろ
の
人
間
的
善
は
、
独
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立
な
も
の
或
は
自
足
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
最
高
の
、
自
足
的
な
人
間
的
善
は
そ
れ
故
に
す
べ
て

の
技
術
の
全
体
の
体
系
に
と
っ
て
規
準
的
で
あ
り
、
各
々
は
自
己
の
立
場
か
ら
こ
れ
に
仕
え
る
の
で
あ
る
。
か
よ

う
な
ア
ル
キ
テ
ク
ト
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
認
識
を
有
す
る
者
は
政
治
家
で
あ
る
。
彼
の
認
識
す
る
善
は
個
々
の
技
術
の

目
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
一
切
の
善
を
包
括
す
る
。
そ
こ
で
技
術
的
制
作
的
な
も
の
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
政

治
的
実
践
的
な
も
の
に
従
属
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

然
る
に
実
践
は
ま
た
彼
に
於
て
観
想
の
下
位
に
立
っ
て
い
る
。
或
は
寧
ろ
彼
に
於
け
る
実
践
の
概
念
の
本
質
的

な
規
定
は
、
観
想
を
最
高
の
実
践
と
し
て
示
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
制
作
に
於
て
は
目
的
は
活
動
の
外
に
あ

る
に
反
し
て
、
実
践
に
於
て
は
活
動
の
う
ち
に
あ
り
、
活
動
そ
の
も
の
が
目
的
で
あ
る
。
両
者
は
運
動
と
し
て
そ

の
性
質
、
構
造
を
異
に
し
て
い
る
。
形
而
上
学
第
九
巻
第
六
章
に
於
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
運
動
の
二
つ
の
種
類

を
区
別
し
、
一
方
を
キ
ネ
シ
ス
と
呼
び
、
他
方
を
特
に
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
と
称
し
て
い
る
。
前
者
は
本
質
的
に
時
間

に
縛
ら
れ
、外
的
な
限
界
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
必
然
的
に
つ
ね
に
完
か
ら
ぬ
（ajtelhvV

）

運
動
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
目
的
を
追
求
し
つ
つ
目
的
を
所
有
し
て
い
な
い
か
ら
、
目
的
は
そ
の
運
動
の
外

部
に
あ
る
。
か
く
し
て
例
え
ば
ひ
と
は
、
家
を
建
て
る
と
同
時
に
建
て
た
、
学
ぶ
と
同
時
に
学
ん
だ
と
云
う
こ
と

が
で
き
な
い
、
建
て
る
と
か
学
ぶ
と
か
の
運
動
は
つ
ね
に
完
結
せ
ず
、
そ
れ
が
目
的
に
達
し
た
場
合
運
動
は
却
っ
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て
止
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
勝
れ
た
意
味
に
於
け
る
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
は
完
き
（teleiva

）
運
動
で
あ
っ
て
、
そ

の
目
的
を
自
己
自
身
の
外
に
有
す
る
こ
と
な
く
、
自
己
自
身
が
そ
れ
の
現
実
性
で
あ
る
と
こ
ろ
の
運
動
で
あ
る
。

例
え
ば
ひ
と
は
、
見
る
と
同
時
に
見
た
、
考
え
る
と
同
時
に
考
え
た
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
の
如
く
現

在
（praesens

）
と
完
了
（perfectum

）
と
が
同
時
的
で
あ
る
も
の
は
完
き
運
動
で
あ
り
、
然
ら
ざ
る
も
の
は
キ

ネ
シ
ス
と
い
わ
れ
る
完
か
ら
ぬ
運
動
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
技
術
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
完
か
ら
ぬ
運
動
の
例
と

し
て
家
を
建
て
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
キ
ネ
シ
ス
に
属
し
て
い
る
。
詭
弁

駁
論
第
二
十
二
章
に
於
て
彼
は
次
の
如
く
云
う
、「
同
一
の
も
の
を
作
る
（poiei:n

）
と
同
時
に
作
っ
た
と
い
う

こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
。
否
。
併
し
な
が
ら
確
か
に
、
同
時
に
且
つ
同
一
の
関
係
に
於
て
同
一
の
も
の
を
見
ま
た

見
た
と
い
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
」。
制
作
は
現
在
と
完
了
と
が
同
時
的
で
あ
る
よ
う
な
、
従
っ
て
時
間
の
規
定

を
含
ま
ぬ
現
実
性
で
あ
る
と
こ
ろ
の
完
き
運
動
に
属
し
な
い
。
こ
れ
に
反
し
実
践
に
於
て
は
活
動
そ
の
も
の
が
目

的
で
あ
り
、
自
己
自
身
の
外
に
初
め
て
到
達
し
よ
う
と
す
る
若
く
は
そ
れ
へ
の
途
上
に
あ
る
と
い
う
が
如
き
目
的

は
存
し
な
い
。
形
而
上
学
の
右
の
箇
所
に
於
て
は
か
よ
う
な
完
き
運
動
、
即
ち
テ
ロ
ス
を
自
己
自
身
の
う
ち
に
有

す
る
運
動
が
ま
さ
に
プ
ラ
ク
シ
ス
と
し
て
規
定
さ
れ
、
限
定
さ
れ
て
い
る
。
然
る
に
か
よ
う
に
限
定
さ
れ
た
実
践

の
概
念
に
該
当
す
る
も
の
は
何
で
あ
る
か
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
完
き
運
動
の
例
と
し
て
見
る
と
か
考
え
る
と
か
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と
い
う
こ
と
を
絶
え
ず
挙
げ
て
い
る
。
即
ち
観
想
こ
そ
優
越
な
実
践
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
政
治
学
第
七
巻
第
三

章
に
は
、
勝
れ
た
意
味
に
於
て
（kurivw

V

）
実
践
す
る
と
い
わ
る
べ
き
も
の
は
「
思
惟
の
棟
梁
」（oiJ dianoivaV 

ajrcitevktoneV
）
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
依
れ
ば
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
は
幸
福
を
目
差
し
て
い
る
。
幸
福
の
一
つ
の

本
質
的
な
規
定
は
活
動
で
あ
る
。
幸
福
は
活
動
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
幸
福
の
概
念
と
徳
の
概
念
と
は
結

び
付
け
ら
れ
る
。
徳
は
静
止
の
状
態
と
し
て
で
な
く
活
動
の
源
泉
と
し
て
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
幸
福
は

為
す
こ
と
な
く
眠
れ
る
状
態
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
人
間
の
美
質
は
そ
れ
自
身
と
し
て
既
に
幸
福
で
あ

る
の
で
な
く
、
そ
の
活
動
が
初
め
て
幸
福
を
作
る
。
恰
も
オ
リ
ュ
ン
ピ
ア
に
於
て
最
も
美
し
い
者
、
最
も
強
い
者

が
既
に
そ
れ
だ
け
で
栄
冠
を
得
る
の
で
な
く
、
彼
等
が
競
技
に
勝
っ
た
と
き
初
め
て
そ
れ
を
得
る
よ
う
に
、
ひ
と

は
活
動
に
よ
っ
て
初
め
て
幸
福
に
与
る
の
で
あ
る
。
幸
福
（eujdaimoniva

）
と
は
善
く
行
う
こ
と
（eujpraxiva

）

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
或
は
幸
福
と
は
「
徳
に
従
っ
て
の
活
動
」（kat= ajreth;n ejnevrgeia

）
で
あ
る
。
し
か
る
に

最
高
の
幸
福
は
観
想
に
於
て
達
せ
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
観
想
こ
そ
最
も
完
全
な
活
動
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
観

想
は
自
己
の
外
に
あ
る
他
の
も
の
に
関
係
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
目
的
を
自
己
の
う
ち
に
有
し
、
自
己
目
的
的

な
（aujtotelei:V

）
プ
ラ
ク
シ
ス
で
あ
る
。
純
粋
に
観
想
的
な
理
性
の
活
動
は
自
足
的
（aujtavrkhV

）
で
あ
っ
て
、
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外
的
条
件
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
閑
暇
の
う
ち
に
存
し
、
そ
の
真
剣
さ
に
於
て
優
り
、
且
つ
固
有
の
快
楽
を
有

し
て
い
る
。

こ
こ
に
於
て
我
々
は
先
に
述
べ
た
教
養
の
概
念
と
徳
の
概
念
と
の
結
び
付
き
を
理
解
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
最
高

の
教
養
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
あ
っ
て
哲
学
的
な
教
養
で
あ
り
、
こ
の
も
の
は
観
想
的
生
活
と
し
て
人
間
の
生

活
の
一
つ
の
仕
方
、
し
か
も
最
高
の
仕
方
と
し
て
把
握
さ
れ
、
そ
の
活
動
は
知
性
的
徳
と
し
て
最
高
の
徳
と
見
做

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
教
養
の
目
差
す
の
は
か
よ
う
な
知
性
的
徳
で
あ
る
。
そ
こ
に
ギ
リ
シ
ア
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
の
教
育
理
想
の
特
色
が
見
出
さ
れ
る
。
最
高
の
徳
は
理
性
の
活
動
、
し
か
も
観
想
的
或
は
理
論
的
理
性
（nou:V 

qew
rhtikovV

）
の
活
動
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
智
慧
（so φiva

）
で
あ
り
、
智
慧
は
理
論
的
理
性
の
徳
そ
の

も
の
で
あ
る
。
哲
学
即
ち
知
に
対
す
る
愛
は
純
粋
性
と
不
動
性
と
に
於
て
驚
歎
す
べ
き
快
楽
を
有
し
て
い
る
。
智

慧
は
他
の
徳
に
ま
さ
り
、
思
慮
或
は
実
践
知
（φrovnhsiV

）
よ
り
も
上
位
の
も
の
で
あ
る
。
倫
理
的
徳
は
思
慮
に

従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
け
れ
ど
も
、
思
慮
は
智
慧
に
対
し
て
支
配
的
な
力
を
有
す
る
の
で
な
く
、
ま
た
智
慧
よ
り

も
勝
れ
た
精
神
の
部
分
に
属
す
る
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
恰
も
医
術
の
健
康
に
対
す
る
関
係
と
同
じ
で
あ
っ
て
、

そ
れ
を
使
役
す
る
の
で
な
く
て
そ
れ
が
生
ず
る
よ
う
に
気
を
付
け
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
そ
れ
の
た
め
に
命

令
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
命
令
す
る
の
で
は
な
い
」（ejkeivnhV ou\n e{neka ejpitavttei, ajll= oujk 
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ejkeivnh/

）
と
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
六
巻
第
十
三
章
に
云
わ
れ
て
い
る
。
知
性
的
徳
は
倫
理
的
徳
よ
り
も
よ
り
高

い
。
倫
理
的
徳
は
実
践
知
が
精
神
の
理
性
的
な
ら
ぬ
部
分
に
命
令
し
、
こ
れ
を
支
配
す
る
と
こ
ろ
に
生
ず
る
の
で

あ
る
が
、
実
践
知
が
か
よ
う
に
命
令
す
る
の
は
知
性
的
徳
の
た
め
に
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
知
性
的
徳

が
生
ず
る
よ
う
に
気
を
付
け
る
の
で
あ
る
。

尤
も
、
観
想
は
最
高
の
幸
福
で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の
最
善
の
状
態
は
我
々
に
は
「
僅
か
な
時
間
」
し
か
与
え

ら
れ
て
い
な
い
（
形
而
上
学
第
十
二
巻
第
七
章
）。
観
想
が
我
々
の
最
高
の
活
動
で
あ
る
の
は
、
理
性
が
我
々
の

う
ち
に
存
す
る
も
の
の
う
ち
最
高
の
も
の
、
神
的
な
も
の
で
あ
り
、
理
性
の
関
わ
る
も
の
が
認
識
さ
れ
る
も
の
の

う
ち
最
高
の
も
の
、
神
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
観
想
の
生
活
は
身
体
を
有
す
る
人
間
に
と
っ
て

水
準
を
超
え
て
い
る
。
ひ
と
が
か
く
の
如
き
生
活
を
営
み
得
る
の
は
彼
が
人
間
で
あ
る
限
り
に
於
て
で
あ
る
よ
り

も
或
る
神
的
な
も
の
が
彼
の
う
ち
に
存
す
る
限
り
に
於
て
で
あ
る
。
最
高
の
幸
福
は
「
思
惟
の
思
惟
」（novhsiV 

nohvsew
V

）
で
あ
る
と
こ
ろ
の
神
に
の
み
持
続
的
な
状
態
と
し
て
属
し
て
い
る
。
完
き
幸
福
に
は
生
涯
の
全
き
長

さ
に
及
ぶ
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
何
人
に
と
っ
て
も
観
想
が
か
か
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
か
の
勧
告
、
人
な
れ
ば
人
の
こ
と
を
、
死
す
べ
き
も
の
な
れ
ば
死

す
べ
き
も
の
の
こ
と
を
思
慮
せ
よ
と
の
勧
告
に
従
う
べ
き
で
な
い
と
し
、
却
っ
て
我
々
が
で
き
る
だ
け
不
死
に
あ
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
）

や
か
り
、
自
己
の
う
ち
に
存
す
る
最
高
の
部
分
に
従
っ
て
生
き
る
よ
う
に
努
力
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
こ
の
も

の
が
我
々
に
於
け
る
よ
り
善
き
部
分
で
あ
り
支
配
的
な
部
分
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
各
人
は
こ
の
も
の
で
あ
る
と
考

え
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
各
々
の
も
の
に
と
っ
て
本
性
上
固
有
な
も
の
が
そ
の
も
の
に
と
っ
て
最
も
善
く
且
つ
最

も
快
楽
を
齎
ら
す
。
そ
し
て
人
間
に
と
っ
て
固
有
な
の
は
理
性
に
即
し
て
の
生
活
で
あ
る
（
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学

第
十
巻
第
七
章
）。
知
性
的
徳
は
人
間
に
普
遍
的
な
且
つ
固
有
な
ロ
ゴ
ス
に
即
し
て
の
よ
り
高
い
活
動
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
観
想
の
関
わ
る
も
の
は
神
的
な
も
の
、
永
遠
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
他
の
よ
う
に
は
あ
り
得
な

い
も
の
」（to; mh; ejndecovmenon a[llw

V e[cein

）
で
あ
る
。
智
慧
は
第
一
の
原
理
と
原
因
の
知
識
で
あ
る
。
然
る

に
実
践
に
属
す
る
も
の
は
「
他
の
よ
う
に
で
も
あ
り
得
る
も
の
」（to; ejndecovmenon a[llw

V e[cein

）
で
あ
る
。

ま
た
行
為
の
関
わ
る
の
は
一
般
的
な
も
の
で
な
く
て
つ
ね
に
特
殊
的
な
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
実
践
的
理
性

（nou:V praktikovV

）
は
理
論
的
理
性
と
は
異
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
精
神
論
第
三
巻
第
九
章
に
於
て

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
理
性
は
動
か
す
も
の
で
な
い
と
云
っ
て
い
る
。
蓋
し
先
ず
理
論
的
理
性
は
何
等
実
践
的
な
も

の
を
思
惟
し
な
い
、
そ
れ
は
追
い
求
め
る
こ
と
と
避
け
逃
れ
る
こ
と
と
に
何
等
関
係
を
有
せ
ず
、
然
る
に
運
動
と

は
こ
の
場
合
或
る
物
を
追
い
求
め
る
と
か
避
け
逃
れ
る
と
か
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
単
に
理
論
的
理
性

ば
か
り
で
な
く
、
理
性
は
一
般
に
動
か
す
も
の
で
は
な
い
。
実
践
的
理
性
は
そ
の
実
践
的
性
格
を
欲
求
（o[rexiV

）
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と
の
関
係
か
ら
得
て
く
る
。
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
六
巻
第
二
章
に
於
て
は
、
実
践
と
真
理
認
識
と
を
司
る
も
の

が
精
神
に
於
て
三
つ
あ
る
と
云
い
、
感
性
知
覚
、
理
性
、
欲
求
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
そ
の
う
ち
感
性
知
覚
は
如
何

な
る
行
為
の
原
理
と
も
な
る
も
の
で
な
く
、
そ
し
て
知
性
に
於
て
肯
定
と
否
定
が
あ
る
よ
う
に
、
欲
求
に
於
て
は

追
い
求
め
る
こ
と
と
避
け
逃
れ
る
こ
と
（divw

xiV kai; φughv

）
が
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
理
性
は
か
よ
う
に
し

て
欲
求
と
結
び
付
い
て
実
践
的
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
行
為
に
於
て
支
配
的
な
も
の
が
欲
求
で
あ
る
と
考

え
て
は
な
ら
な
い
。
節
制
的
な
人
は
欲
求
に
動
か
さ
れ
て
も
欲
求
に
負
け
る
こ
と
な
く
、理
性
に
従
う
の
で
あ
る
。

実
践
知
或
は
思
慮
（
プ
ロ
ネ
シ
ス
）
な
し
に
は
倫
理
的
徳
は
あ
り
得
な
い
。
既
に
論
じ
た
如
く
、
倫
理
的
徳
は
ヘ

ク
シ
ス
（
習
性
）
で
あ
り
、
行
い
得
る
真
実
の
善
に
就
い
て
実
践
的
理
性
を
し
て
指
示
せ
し
め
、
こ
れ
を
善
き
行

為
に
於
て
実
現
す
る
と
こ
ろ
の
ヘ
ク
シ
ス
で
あ
る
。
然
る
に
そ
の
た
め
に
は
実
践
的
理
性
そ
の
も
の
も
ヘ
ク
シ
ス

で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
プ
ロ
ネ
シ
ス
と
い
わ
れ
る
の
は
か
よ
う
な
ヘ
ク
シ
ス
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
は
そ
れ
を
規
定
し
て
、「
人
間
に
と
っ
て
善
き
も
の
と
悪
し
き
も
の
と
に
関
し
て
の
ロ
ゴ
ス
を
伴
え
る
真
な
る

実
践
的
ヘ
ク
シ
ス
」
で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
。
プ
ロ
ネ
シ
ス
は
、倫
理
的
徳
が
一
般
に
ヘ
ク
シ
ス
で
あ
る
よ
う
に
、

ヘ
ク
シ
ス
即
ち
持
続
的
な
状
態
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
実
践
的
理
性
は
つ
ね
に
そ
し
て
到
る
処
、
行
い
得
る
真

実
の
善
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
思
慮
あ
る
人
と
い
わ
れ
る
に
は
か
よ
う
な
善
を
た
だ
或
る
場
合
に
認
識
す
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ア
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ス
ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
）

る
の
で
は
十
分
で
な
い
、
彼
は
か
よ
う
な
認
識
を
凡あ
ら

ゆ
る
個
々
の
場
合
に
於
て
つ
ね
に
為
し
得
る
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
六
巻
第
二
章
に
於
て
は
「
知
性
そ
の
も
の
は
何
も
動
か
さ
な
い
」（diavnoia d= 

aujth; oujqe;n kinei:
）
と
云
い
、
知
性
は
欲
求
と
結
び
付
い
て
実
践
的
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
実
践
の
端
初
で
あ

る
選
意
は
欲
求
的
理
性
（ojrektiko;V nou:V

）
も
し
く
は
知
性
的
欲
求
（o[rexiV dianohtikhv

）
で
あ
り
、「
人
間

が
か
よ
う
な
端
初
を
な
す
」、
と
云
わ
れ
て
い
る
。
倫
理
的
徳
は
そ
の
意
味
に
於
て
人
間
的
な
徳
で
あ
る
。

知
性
的
徳
が
或
る
神
的
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
倫
理
的
徳
は
特
に
人
間
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
幸
福
も

ま
た
特
に
人
間
的
な
幸
福
で
あ
る
。
理
性
の
純
粋
に
観
想
的
な
生
活
に
対
し
て
他
の
徳
に
従
っ
て
の
生
活
は
「
第

二
次
的
な
」（deutevrw

V

）
も
の
で
あ
る
。
倫
理
的
徳
は
身
体
を
有
す
る
、
従
っ
て
パ
ト
ス
を
有
す
る
人
間
に
と

っ
て
特
に
人
間
的
な
徳
で
あ
る
。
そ
れ
は
パ
ト
ス
が
ロ
ゴ
ス
に
従
う
と
こ
ろ
に
生
ず
る
。
固
よ
り
プ
ロ
ネ
シ
ス
そ

の
も
の
は
ど
こ
ま
で
も
「
知
性
の
徳
」
で
あ
り
「
精
神
の
理
性
的
部
分
の
徳
」
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
実
践

的
な
ヘ
ク
シ
ス
と
し
て
、
つ
ね
に
エ
ー
ト
ス
に
、
従
っ
て
ま
た
パ
ト
ス
に
関
係
付
け
ら
れ
て
い
る
。
倫
理
的
徳
な

く
し
て
思
慮
あ
る
人
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
思
慮
な
く
し
て
善
き
人
間
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
徳
と

は
「
正
し
い
ロ
ゴ
ス
（ojrqo;V lovgoV

）
を
伴
え
る
ヘ
ク
シ
ス
」
で
あ
る
。
エ
ー
ト
ス
に
関
す
る
正
し
い
ロ
ゴ
ス

が
思
慮
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
よ
う
な
正
し
い
ロ
ゴ
ス
は
「
中
」（mevson

）
に
存
す
る
。「
徳
と
は
ロ
ゴ
ス
に
よ
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っ
て
限
定
さ
れ
た
る
、
ま
た
思
慮
あ
る
人
が
そ
れ
に
よ
っ
て
規
定
す
る
で
あ
ろ
う
も
の
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た

る
、
我
々
へ
の
関
係
に
於
て
の
意
味
の
中
庸
（mesovthV

）
の
う
ち
に
存
す
る
選
意
的
ヘ
ク
シ
ス
で
あ
る
」
と
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
定
義
し
て
い
る
。
我
々
の
自
然
的
性
状
は
我
々
の
行
為
を
し
て
過
剰
或
は
過
少
に
傾
か
せ
る
。

我
々
の
パ
ト
ス
は
無
限
定
と
対
立
と
の
う
ち
に
あ
る
。
こ
れ
に
統
一
と
秩
序
と
を
与
え
る
も
の
が
中
で
あ
る
。
こ

の
中
は
た
だ
量
的
な
中
間
の
意
味
に
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
正
し
い
中
と
い
う
概
念
は
人
間
的
パ

ト
ス
の
対
立
か
ら
導
き
出
さ
れ
な
い
、
却
っ
て
後
者
は
前
者
に
よ
っ
て
初
め
て
認
識
さ
れ
、
前
者
に
於
て
評
価
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
寧
ろ
中
の
概
念
は
根
本
的
に
は
彼
の
哲
学
の
原
理
的
思
想
に
属
す
る
質
料
と
形
相
と
の
関
係
に

従
っ
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
パ
ト
ス
は
質
料
的
な
も
の
、
無
限
定
な
も
の
で
あ
る
、
中
の
概
念
は
こ
れ
に
限

定
を
与
え
る
形
相
的
原
理
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
中
は
単
に
両
極
端
を
避
け
た
平
凡
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
反
対
に

「
善
き
極
端
」（to; eu\ ajkrovthV

）
で
あ
り
「
最
善
の
も
の
」（to; a[riston

）
で
あ
る
。
徳
は
そ
の
実
有
（oujsiva

）

と
本
質
（to; tiv h\n ei\nai

）
の
意
味
に
於
け
る
ロ
ゴ
ス
に
従
っ
て
中
庸
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
正
し
い

ロ
ゴ
ス
と
し
て
実
践
知
に
根
差
し
て
い
る
。
徳
は
単
に
精
神
の
個
々
の
機
能
の
調
和
的
協
同
に
あ
る
の
で
な
く
、

人
間
の
も
ろ
も
ろ
の
能
力
の
位
階
的
秩
序
付
け
に
あ
る
。
そ
こ
に
於
て
支
配
す
る
も
の
は
つ
ね
に
ロ
ゴ
ス
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
よ
う
な
調
和
的
協
同
と
位
階
的
秩
序
付
け
と
は
共
通
の
テ
ロ
ス
に
向
っ
て
い
る
。
倫
理
的
徳
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ス
ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
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は
知
性
的
徳
へ
惹
か
れ
て
ゆ
く
。
既
に
そ
れ
は
プ
ロ
ネ
シ
ス
、
こ
の
「
知
性
の
徳
」
な
し
に
は
成
立
し
得
な
い
の

で
あ
る
。
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
六
巻
に
於
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
知
性
的
徳
に
就
い
て
技
術
、
学
、
実
践
知
、

智
慧
、
叡
智
の
五
つ
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
凡 

て ajlhqeuvein  

即
ち
真
理
認
識
或
は
存
在
開
示
の
そ
れ

ぞ
れ
の
仕
方
で
あ
る
。
存
在
開
示
な
し
に
は
、
真
理
認
識
な
し
に
は
、
制
作
も
行
為
も
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

行
為
に
は
実
践
知
が
必
要
で
あ
り
、
制
作
に
は
制
作
そ
の
も
の
の
ほ
か
に
思
惟
が
含
ま
れ
る
。
学
は
固
よ
り
、
実

践
知
も
、
技
術
の
如
き
も ajlhqeuvein 

の
一
つ
の
仕
方
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
に
於
て
知
性
的
徳
に
属
し
て
い
る
。

そ
し
て
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
ヌ
ー
ス
（
叡
智
）
を
テ
ロ
ス
と
し
て
、
こ
の
も
の
に
定
位
を
と
っ
て
い
る
。
人
間
の

あ
ら
ゆ
る
ロ
ゴ
ス
的
な
活
動
は
ヌ
ー
ス
に
牽
引
さ
れ
、
且
つ
い
わ
ば
そ
の
尖
端
に
於
て
ヌ
ー
ス
に
触
れ
て
い
る
。

先
に
述
べ
た
如
く
「
ロ
ゴ
ス
を
有
す
る
」
と
い
う
人
間
の
本
質
規
定
は
固
有
な
意
味
に
於
て
ロ
ゴ
ス
を
有
す
る
と

い
う
こ
と
と
ロ
ゴ
ス
に
与
る
と
い
う
こ
と
と
の
二
重
の
意
味
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
従
っ
て
知
性
的
徳
と
倫
理

的
徳
と
が
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
倫
理
的
徳
も
も
と
知
性
的
徳
を
テ
ロ
ス
と
し
て
い
る
。
い
ま
教
育
の
目
的

は
有
徳
の
人
を
作
る
こ
と
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
有
徳
の
人
は
か
く
し
て
教
養
あ
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
す
べ

て
の
教
養
は
本
質
的
に
智
慧
を
目
差
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
教
育
に
と
っ
て
人
間

理
想
と
し
て
立
っ
て
い
た
の
は
「
智
者
」（oJ so φovV

）
で
あ
る
。
尤
も
つ
ね
に
具
体
的
で
あ
る
こ
と
を
欲
し
た
ア
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リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
か
よ
う
な
教
育
理
念
を
抽
象
的
に
考
え
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
彼
は
知
性
的
徳
に
対
す
る
倫

理
的
徳
の
意
義
を
飽
く
ま
で
現
実
的
に
評
価
し
た
。
プ
ロ
ネ
シ
ス
、
ヘ
ク
シ
ス
等
は
彼
の
倫
理
学
を
特
色
付
け
る

重
要
な
概
念
で
あ
る
。
教
育
に
於
て
は
倫
理
的
徳
の
形
成
に
基
礎
的
な
重
要
性
が
認
め
ら
れ
る
。
然
る
に
教
育
は

何
よ
り
も
国
家
の
仕
事
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
と
教
育
の
目
的
は
有
徳
の
人
を
作
る
に
あ
る
と
い
う
こ
と

と
の
関
係
が
次
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
国
家
と
教
育
と
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
な
し
に
は
教

育
の
目
的
を
、
或
る
意
味
で
は
徳
の
概
念
そ
の
も
の
を
も
具
体
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
云
わ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
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第
三
章　

教
育
と
社
会

一

あ
ら
ゆ
る
人
間
的
活
動
は
何
等
か
の
善
を
目
差
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
す
べ
て
テ
ロ
ス
を
有
し

て
い
る
。
善
と
は
そ
の
為
め
に
爾
余
の
こ
と
が
為
さ
れ
る
も
の
、
即
ち
テ
ロ
ス
（
目
的
）
で
あ
る
。
医
術
は
健
康

を
、
造
船
術
は
船
を
、
統
帥
術
は
勝
利
を
、
家
政
は
富
を
、
目
的
と
し
て
い
る
。
か
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
技
術
は

そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
の
間
に
ま
た
上
位
下
位
の
従
属
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
手
綱

や
そ
の
他
の
馬
具
を
作
る
技
術
は
乗
馬
術
に
従
属
し
、
乗
馬
術
は
そ
の
他
の
軍
事
上
の
行
動
と
共
に
統
帥
術
に
従

属
し
て
い
る
。
か
く
の
如
き
従
属
関
係
に
応
じ
て
上
位
の
技
術
は「
棟
梁
的
」（ajrcitektonikhv

）と
称
せ
ら
れ
る
。

他
の
技
術
の
目
的
は
こ
の
棟
梁
的
な
技
術
の
目
的
の
た
め
に
追
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
先
に
述
べ
た
よ
う

に
技
術
的
な
も
の
に
対
し
て
政
治
的
な
も
の
は
棟
梁
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
政
治
学
（politikhv

）
は
最
高

の
目
的
、
最
高
の
善
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
。
政
治
学
は
「
最
も
優
越
な
且
つ
最
も
棟
梁
的
な
」
学
で
あ
る
。
蓋

し
国
家
に
於
て
如
何
な
る
学
が
行
わ
る
べ
き
で
あ
る
か
、
各
人
は
如
何
な
る
学
を
如
何
な
る
程
度
ま
で
学
ぶ
べ
き
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で
あ
る
か
を
規
制
す
る
も
の
は
政
治
で
あ
っ
て
、
最
も
尊
敬
さ
れ
て
い
る
能
力
、
例
え
ば
統
帥
術
と
か
家
政
と
か

弁
論
術
と
か
も
、
そ
の
下
に
従
属
し
て
い
る
。
政
治
は
爾
余
の
学
を
駆
使
し
、
更
に
ま
た
何
を
為
し
何
を
為
さ
ざ

る
べ
き
か
を
立
法
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
目
的
は
他
の
も
ろ
も
ろ
の
学
の
目
的
を
包
括
し
て
い
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
政
治
学
と
倫
理
学
と
は
別
の
も
の
で
は
な
い
。
政
治
学
の
目
的
と
す
る
と
こ

ろ
は
人
間
的
善
（to; ajnqrw

vpinon ajgaqovn

）
で
あ
る
。
し
か
る
に
人
間
は
「
本
性
上
政
治
的
動
物
」（φuvsei 

politiko;n zw
:/on

）
で
あ
る
。
或
は
、
人
間
は
本
性
上
社
会
的
動
物
で
あ
る
。
社
会
或
は
共
同
体
（koinw

niva

）

に
は
先
ず
家
族
（oijkiva
）、
次
に
部
落
（kw

vmh

）、
更
に
国
家
（povliV

）
が
あ
る
。
こ
こ
に
国
家
即
ち
ポ
リ
ス

と
は
ギ
リ
シ
ア
的
な
都
市
国
家
を
意
味
し
て
い
る
。「
国
家
は
本
性
上
家
族
や
我
々
の
各
人
よ
り
も
よ
り
先
な
る

も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
全
体
は
部
分
よ
り
も
よ
り
先
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
」（to; ga;r o{lon 

provteron ajnagkai:on ei\nai tou: mevrouV
）
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
政
治
学
第
一
巻
第
二
章
の
有
名
な
箇
所
で

云
っ
て
い
る
。
身
体
の
全
体
が
破
壊
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
手
は
も
は
や
手
で
な
く
、
足
は
も
は
や
足
で
な
い
。
そ

れ
ら
は
、
石
で
作
っ
た
手
が
手
と
呼
ば
れ
る
の
と
同
じ
意
味
に
於
て
、
手
で
あ
り
足
で
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
。
手
や

足
は
働
き
や
力
に
よ
っ
て
手
や
足
と
し
て
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
有
し
な
い
場
合
、
も
は
や
手
や

足
と
云
う
こ
と
は
で
き
ず
、
た
だ
同
じ
名
を
有
す
る
の
み
で
あ
る
。
国
家
が
人
間
の
本
性
に
基
づ
く
も
の
で
あ
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り
、
個
人
よ
り
も
よ
り
先
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
個
人
は
孤
立
さ
せ
ら
れ
て

は
自
足
的
で
な
く
、
従
っ
て
個
人
は
国
家
に
対
し
て
全
体
に
対
す
る
部
分
の
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
共
同
生
活
を

す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
、
も
し
く
は
自
足
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
を
必
要
と
せ
ぬ
も
の
は
、
国
家
の
部

分
で
は
な
く
し
て
、
獣
か
神
か
で
あ
る
、
と
彼
は
続
け
て
云
っ
て
い
る
。
国
家
が
よ
り
先
な
る
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
発
生
的
順
序
に
於
て
い
わ
れ
る
の
で
は
な
い
、
発
生
的
に
云
え
ば
、
家
族
か
ら
部
落
が
、
部
落
か
ら

国
家
が
生
ず
る
。
国
家
が
よ
り
先
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
は
テ
ロ
ス
に
従
っ
て
で
あ
る
。
本
性
上
よ
り

先
な
る
も
の
は
発
生
上
よ
り
後
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
一
般
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
え
方
で
あ
る
。
国

家
は
「
最
も
テ
ロ
ス
的
な
共
同
体
」（koinw

niva tevleioV

）
で
あ
り
、
謂
わ
ば
「
自
足
性
の
限
界
」（pevraV th:V 

aujtarkeivaV

）
に
達
し
た
共
同
体
で
あ
る
。
国
家
は
自
然
的
な
も
の
に
属
し
（tw

:n φuvsei hJ povliV ejstiv

）、
人

間
は
そ
の
自
然
に
於
て
政
治
的
動
物
で
あ
る
。
人
間
は
本
性
上
政
治
的
で
あ
る
故
に
、
人
間
的
善
を
論
ず
る
倫
理

学
は
同
時
に
政
治
学
で
あ
り
、
政
治
学
と
倫
理
学
と
は
統
一
を
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
国
家
は
ひ
と
つ
の
共
同
体
で

あ
り
、
す
べ
て
の
共
同
体
は
或
る
善
を
目
的
と
し
て
成
立
っ
て
い
る
、
蓋
し
人
間
は
つ
ね
に
彼
等
が
善
と
考
え
る

も
の
の
た
め
に
行
動
す
る
。
然
る
に
凡
て
の
共
同
体
が
何
等
か
の
善
を
目
差
す
と
す
る
な
ら
ば
、
国
家
も
し
く
は

ポ
リ
ス
的
共
同
体
は
、
凡
て
の
う
ち
最
も
優
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
他
の
も
の
を
包
括
し
て
最
も
高
い
善
を
目
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的
と
す
る
、
と
政
治
学
の
初
め
に
記
さ
れ
て
い
る
。

人
間
は
単
に
社
会
的
な
動
物
で
あ
る
と
い
う
の
み
で
な
く
、
最
も
社
会
的
な
動
物
で
あ
る
。
蜂
や
そ
の
他
の
群

居
的
動
物
も
ま
た
社
会
的
な
動
物
で
あ
る
が
、人
間
は
そ
れ
ら
凡
て
の
動
物
よ
り
以
上
に
社
会
的
な
動
物
で
あ
る
。

人
間
が
勝
れ
て
社
会
的
な
動
物
で
あ
る
の
は
、ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
依
れ
ば
、ひ
と
り
人
間
の
み
が
ロ
ゴ
ス（
言
葉
）

を
有
す
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
言
葉
（lovgoV

）
は
単
な
る
声
（φw

nhv

）
で
は
な
い
。
声
は
快
と
苦
の
し
る

し
で
あ
っ
て
、
他
の
動
物
も
こ
れ
を
有
し
て
い
る
、
他
の
動
物
も
快
と
苦
の
感
覚
を
有
し
、
そ
れ
を
相
互
に
知
ら

せ
合
う
こ
と
が
で
き
る
。
然
る
に
言
葉
は
有
用
な
も
の
と
有
害
な
も
の
、
従
っ
て
ま
た
正
し
い
も
の
と
正
し
か
ら

ぬ
も
の
と
の
弁
別
を
示
す
た
め
に
あ
る
の
で
あ
る
。
正
と
不
正
、
善
と
悪
と
を
弁
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

の
は
他
の
動
物
に
対
し
て
人
間
に
固
有
な
こ
と
で
あ
り
、
か
か
る
事
柄
に
於
け
る
共
同
が
家
族
や
国
家
を
形
作
る

の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ロ
ゴ
ス
に
家
族
や
国
家
を
形
成
す
る
社
会
的
力
を
認
め
た
。
ロ
ゴ
ス
は
社
会
的

な
も
の
で
あ
り
、
人
間
は
ロ
ゴ
ス
を
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
勝
れ
て
社
会
的
な
動
物
で
あ
る
。
国
家
は
単
な
る
コ

ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
の
産
物
で
な
く
、
却
っ
て
人
間
の
本
性
に
、
し
か
も
そ
の
固
有
の
本
性
に
基
礎
を
有
し
て
い
る
。

か
く
の
如
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
人
間
の
社
会
性
を
強
調
し
た
け
れ
ど
も
、
併
し
彼
は
人
間
を
単
に
社
会
的
な

も
の
と
し
て
の
み
考
え
た
の
で
は
な
い
。
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
一
巻
第
七
章
に
於
て
彼
は
善
を
規
定
し
て
、
先
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ず
善
と
は
そ
の
こ
と
の
た
め
に
他
の
凡
て
の
こ
と
が
為
さ
れ
る
も
の
即
ち
テ
ロ
ス
（
目
的
）
で
あ
る
と
云
い
、
然

る
に
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
や
技
術
に
と
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
善
即
ち
テ
ロ
ス
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
最
高
の
善
と
い
う
の

は
そ
れ
ら
の
テ
ロ
ス
の
う
ち
で
或
る
最
も
テ
ロ
ス
的
な
も
の
（to; tevleion

）、
究
極
的
な
目
的
で
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
然
る
に
究
極
的
な
善
は
自
足
的
な
も
の
（to; au[tarkeV

）
で
あ
る
と
云
い
、
そ
し
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て

い
る
。「
尤
も
自
足
と
い
っ
て
も
、
自
分
だ
け
に
と
っ
て
足
り
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
即
ち
孤
立
し
た
生
活
を

営
む
も
の
と
し
て
の
自
分
に
と
っ
て
足
り
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
親
や
子
や
妻
や
一
般
に
友
人
や
ポ
リ
ス

の
人
に
と
っ
て
も
足
り
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
人
間
は
本
性
上
社
会
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に

は
或
る
限
界
が
置
か
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
祖
先
や
子
孫
や
友
人
の
友
人
に
ま
で
範
囲
を
拡
め
て
ゆ

く
な
ら
ば
、
そ
の
過
程
は
無
限
に
進
行
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。
…
…
そ
こ
で
自
足
と
い
う
の
は
孤
立
さ
せ
ら
れ
て

も
生
を
望
ま
し
き
も
の
、
何
物
も
欠
く
る
な
き
も
の
と
な
す
も
の
と
し
て
我
々
は
規
定
す
る
。
幸
福
は
か
く
の
如

き
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
我
々
は
考
え
る
」。
こ
こ
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
自
足
的
な
も
の
と
い
わ
れ
る
善
が
一

方
単
に
個
人
に
と
っ
て
自
足
的
な
も
の
で
あ
る
に
止
ま
ら
な
い
で
、
人
間
の
社
会
性
に
従
っ
て
社
会
的
諸
関
係
に

於
て
自
足
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
る
と
共
に
、
他
方
か
よ
う
な
社
会
的
諸
関
係
を
辿
っ
て
ゆ
け
ば

際
限
が
な
く
、
従
っ
て
そ
れ
は
孤
立
し
た
個
人
に
と
っ
て
自
足
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
て
い
る
。



二
五
六

「
無
限
に
進
行
す
る
」（eijV a[peiron proveisin

）
と
い
う
こ
と
は
彼
に
と
っ
て
単
に
論
理
的
不
可
能
を
意
味
す
る

の
み
で
な
く
、ま
た
存
在
論
的
不
可
能
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
存
在
の
存
在
性
も
し
く
は
完
全
性
と
は
「
限
界
」

（o{roV

）を
有
す
る
こ
と
で
あ
り
、ロ
ゴ
ス
の
本
性
も
ま
た
か
か
る
限
界
に
存
し
て
い
る
、完
全
な
ロ
ゴ
ス
が「
定
義
」

（oJrismovV

）
と
考
え
ら
れ
る
の
も
存
在
論
的
意
味
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
形
而
上
学
に
於
て
プ
ラ
ト
ン
の
普
遍
主

義
に
対
し
て
個
別
的
実
体
の
概
念
を
明
ら
か
に
し
た
と
称
せ
ら
れ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
人
間
を
単
に
社
会
的
な

も
の
と
見
た
と
は
考
え
難
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
実
践
哲
学
に
於
て
も
彼
は
単
に
社
会
倫
理
を
の
み
説
い
た
の
で
は

な
い
。
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
の
最
後
に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
政
治
学
は
「
人
間
的
な
こ
と
が
ら
に
関
す
る

哲
学
」（hj peri; ta; ajnqrw

vpeia φiloso φiva

）
で
あ
る
、
そ
れ
は
倫
理
学
と
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
実

践
に
就
い
て
の
研
究
で
あ
り
、
実
践
知
（φrovnhsiV

）
が
そ
の
内
容
で
あ
る
。
そ
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
同
じ

書
の
第
六
巻
第
八
章
に
於
て
、
政
治
と
実
践
知
と
は
習
性
（e{xiV

）
に
於
て
は
同
一
で
あ
る
が
存
在
（to; ei\nai

）

に
於
て
は
同
一
で
な
く
、
実
践
知
は
主
と
し
て
自
己
一
身
に
関
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
云
っ
て
い
る
。

即
ち
広
義
に
於
け
る
実
践
知
は
政
治
（
国
家
に
関
す
る
実
践
知
）、
更
に
家
政
（
家
族
に
関
す
る
実
践
知
）
を
も

含
む
が
、
狭
義
に
於
け
る
実
践
知
は
特
に
自
己
一
身
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
個
人
倫
理
は
彼
に
と
っ
て
重
要
な

問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
が
主
と
し
て
こ
の
問
題
を
取
扱
っ
て
い
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
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彼
は
進
ん
で
「
有
徳
の
人
」（ajnh;r spoudai:oV

）
は
個
々
の
道
徳
的
判
断
に
就
い
て
「
い
わ
ば
そ
の
規
準
で
あ

り
尺
度
で
あ
る
」（w

{sper kanw
;n kai; mevtron aujtw

:n w
[n

）
と
云
い
（
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
三
巻
第
四
章
）、

ま
た
有
徳
の
人
は
「
い
わ
ば
自
分
が
自
分
の
法
律
で
あ
る
」（oi|on novmoV w

]n eJautw
:/

）
と
も
云
い
（
同
第
四
巻

第
八
章
）、
そ
の
形
而
上
学
に
於
け
る
個
別
的
実
体
或
は
内
在
的
形
相
の
思
想
に
対
応
し
て
、
道
徳
法
の
内
在
或

は
自
律
的
倫
理
の
思
想
を
さ
え
述
べ
て
い
る
。
人
間
は
社
会
で
あ
る
と
同
時
に
個
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
従
っ

て
、
政
治
学
と
倫
理
学
と
は
一
つ
の
も
の
で
あ
る
と
共
に
お
の
ず
か
ら
差
異
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
更
に
人
間
は

ポ
リ
ス
的
動
物
で
あ
る
と
い
う
以
外
エ
ウ
デ
モ
ス
倫
理
学
に
謂
う
如
く
家
族
的
動
物
（oijkonomiko;n zw

:/on

）
で

あ
る
。
家
族
倫
理
が
個
人
倫
理
と
国
家
倫
理
と
の
中
間
に
位
置
を
占
め
る
。
か
く
て
エ
ウ
デ
モ
ス
倫
理
学
に
於
て

は
、
最
高
善
、
人
間
的
行
為
の
究
極
目
的
で
あ
る
幸
福
に
関
す
る
学
は
政
治
、
家
政
及
び
実
践
知
に
区
分
さ
れ

て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
者
は
こ
れ
に
従
っ
て
実
践
哲
学
を m

onastica

（
個
人
倫
理
）、

oeconom
ica

（
家
族
倫
理
）、politica

（
国
家
倫
理
）
の
三
部
に
分
っ
た
。
そ
れ
で
は
個
人
と
社
会
と
は
如
何
に

一
致
す
る
か
。
個
人
の
た
め
に
国
家
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
国
家
の
た
め
に
個
人
を
否
定
し
な
い
と
い
う
こ
と

は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
。

人
間
社
会
の
基
礎
は
ロ
ゴ
ス
で
あ
っ
た
。
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
人
間
は
社
会
的
に
結
合
し
、
国
家
を
形
成
す
る
の
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八

で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
よ
う
に
人
間
社
会
の
基
礎
で
あ
る
と
こ
ろ
の
ロ
ゴ
ス
は
同
時
に
人
間
の
勝
れ
た
意
味
に
於

け
る
個
人
生
活
の
基
礎
で
あ
る
。
人
間
の
社
会
的
生
活
は
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
彼
の

個
人
的
な
自
足
的
な
生
活
も
ま
た
実
に
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
生
活
は
観
想
的
生
活

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
自
足
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
を
必
要
と
せ
ぬ
も
の
は
獣
か
神

で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
が
、
他
方
彼
に
依
れ
ば
ロ
ゴ
ス
或
は
ヌ
ー
ス
は
ま
さ
に
「
神
的
な
も
の
」（qei:on

）
で
あ

る
。
か
よ
う
な
ロ
ゴ
ス
或
は
ヌ
ー
ス
に
よ
っ
て
観
想
的
生
活
は
与
え
ら
れ
る
、観
想
は
「
神
的
な
観
想
」（qew

riva 

qeiva

）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
観
想
に
於
て
達
せ
ら
れ
る
の
は
「
智
慧
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
実
践
知
と
は
異
な
る
よ

り
高
き
も
の
で
あ
る
。
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
十
巻
第
八
章
に
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
観
想
は
純
粋
性
、
常
住
性
、

自
足
性
を
具
え
て
い
る
、
そ
の
活
動
は
自
己
目
的
的
で
あ
っ
て
つ
ね
に
現
実
性
に
於
て
あ
り
、
従
っ
て
つ
ね
に
ひ

と
を
幸
福
な
ら
し
め
る
。
ヌ
ー
ス
は
或
る
神
的
な
も
の
で
あ
り
、
観
想
こ
そ
神
に
最
も
ふ
さ
わ
し
く
、
そ
れ
故

に
ヌ
ー
ス
に
従
っ
て
活
動
す
る
者
は
「
最
も
神
に
愛
せ
ら
る
べ
き
」（qeo φilevstatoV

）
者
で
あ
り
、
智
者
こ
そ

最
も
幸
福
な
人
間
で
あ
る
。
自
足
的
な
個
人
と
い
う
の
は
知
性
的
徳
に
於
け
る
人
間
、
彼
の
最
高
の
存
在
可
能

性
に
於
け
る
人
間
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
―
―
「
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
（
現
実
性
）
は
独
立
な
ら
し
め
る
」（hJ ga;r 

ejntelevceia cw
rivzei

）
と
形
而
上
学
的
に
は
云
わ
れ
る
―
―
個
人
の
肆し

い意
に
価
値
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
固
よ
り
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リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
）

人
間
は
経
済
的
に
も
実
践
的
に
も
自
足
的
で
は
な
い
が
、
併
し
技
術
的
活
動
や
実
践
的
活
動
に
於
け
る
あ
ら
ゆ
る

徳
は
元
来
何
等
か
知
性
的
徳
に
与
り
、
こ
の
も
の
は
凡
て
ヌ
ー
ス
を
テ
ロ
ス
と
し
て
い
る
。
ロ
ゴ
ス
は
人
間
の
勝

れ
た
意
味
に
於
け
る
社
会
性
の
基
礎
で
あ
る
と
同
時
に
そ
の
勝
れ
た
意
味
に
於
け
る
個
人
性
の
基
礎
で
あ
る
。

か
く
て
個
人
と
国
家
と
の
一
致
は
、
そ
れ
ら
が
共
に
道
徳
的
目
的
を
有
す
る
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
そ
の
形
而
上
学
に
於
て
個
別
的
実
体
を
論
じ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
の
倫
理
学
に
於
て
も
人
間
倫
理
を
説

い
た
。
最
高
の
善
で
あ
る
幸
福
は
人
間
性
の
完
成
を
意
味
し
た
。
人
間
は
理
性
的
思
惟
に
於
て
完
成
さ
れ
る
に
し

て
も
、
他
の
心
的
内
容
を
抑
圧
し
て
し
ま
う
こ
と
は
内
的
な
貧
困
を
招
く
で
あ
ろ
う
。
寧
ろ
精
神
の
凡
て
の
機
能

は
完
全
に
活
動
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
た
だ
そ
の
方
向
が
理
性
か
ら
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
理
性
は

自
己
自
身
か
ら
行
為
に
至
る
こ
と
な
く
、
理
性
は
欲
求
と
、
そ
れ
故
に
精
神
の
理
性
的
な
ら
ぬ
部
分
と
結
び
付
い

て
実
践
的
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
行
為
を
通
じ
て
人
間
性
は
発
展
さ
せ
ら
れ
、
然
る
に
行
為
は
社
会
的
関
係
を

含
ん
で
い
る
。
更
に
人
間
性
の
完
成
の
た
め
に
は
外
的
な
財
が
必
要
で
あ
り
、
外
的
手
段
な
し
に
は
道
徳
的
活
動

は
不
可
能
で
あ
る
か
少
な
く
と
も
容
易
で
な
い
。
富
や
地
位
の
如
き
「
外
的
善
」（ejkto;V ajgaqovn

）
は
善
き
行

為
を
な
す
た
め
に
必
要
で
あ
る
。
孤
独
で
子
供
が
な
い
と
か
友
人
が
な
い
と
か
と
い
う
人
は
幸
福
で
あ
り
得
ぬ
で

あ
ろ
う
。
併
し
外
的
善
は
倫
理
的
徳
に
仕
え
ね
ば
な
ら
ず
、
更
に
倫
理
的
徳
は
知
性
的
徳
に
高
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
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い
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
他
方
ま
た
倫
理
的
徳
な
し
に
は
知
性
的
徳
は
実
現
さ
れ
な
い
。
よ
り
低
い
も
の
は
よ
り

高
い
も
の
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
る
と
共
に
、
よ
り
高
い
も
の
に
と
っ
て
よ
り
低
い
も
の
は
そ
の
土
台
で
あ
る
。
国

家
も
固
よ
り
人
間
の
欲
望
充
足
の
た
め
に
必
要
と
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
自
足
性
が
経
済
的
意
味
を
含
む

こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
併
し
国
家
を
単
に
外
的
な
経
済
的
欲
求
か
ら
導
き
出
す
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
。
国

家
が
自
然
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
起
原
が
人
間
の
欲
望
充
足
の
必
要
に
依
る
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
の
で
な
く
、寧
ろ
そ
の
目
的
が
人
間
の
ロ
ゴ
ス
的
本
性
の
実
現
に
存
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

或
る
も
の
の
自
然
と
は
そ
の
も
の
の
テ
ロ
ス
の
こ
と
で
あ
る
。
国
家
は「
生
き
る
た
め
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、

善
く
生
き
る
た
め
に
存
在
す
る
も
の
」（ginomevnh me;n ou\n tou: zh:n e{neken, ou\sa de; tou: eu\ zh:n

）
で
あ
る
、

と
政
治
学
第
一
巻
第
二
章
に
云
わ
れ
て
い
る
。
国
家
は
そ
の
本
質
に
於
て
人
間
の
ロ
ゴ
ス
的
な
、
従
っ
て
道
徳
的

な
本
性
に
基
づ
き
、
道
徳
的
な
目
的
を
有
す
る
道
徳
的
共
同
体
で
あ
る
。
ポ
リ
ス
的
共
同
体
は
単
に
「
一
緒
に
生

き
る
」（suzh:n

）
た
め
の
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
「
善
き
行
為
」
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、「
善
く
生
き
る
こ
と
」

（eu\ zh:n

）
が
国
家
の
目
的
で
あ
る
、と
政
治
学
第
三
巻
第
九
章
に
云
わ
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
政
治
学
の
問
題
も
、

倫
理
学
の
問
題
と
同
じ
く
、
如
何
に
し
て
ひ
と
は
有
徳
の
人
に
な
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
政
治
の
任
務
は

道
徳
的
に
す
ぐ
れ
た
人
間
を
作
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
一
巻
第
九
章
に
依
れ
ば
、
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
）

「
政
治
は
市
民
を
一
定
の
性
質
の
人
間
に
、
即
ち
善
き
人
間
、
う
る
わ
し
き
行
為
を
な
す
人
間
に
作
る
こ
と
に
最

大
の
配
慮
を
な
し
て
い
る
」。
個
人
に
と
っ
て
も
国
家
に
と
っ
て
も
目
的
は
幸
福
で
あ
り
、
徳
に
従
っ
て
の
活
動

で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
個
人
の
幸
福
と
国
家
の
幸
福
と
は
同
一
で
あ
る
か
否
か
と
問
い
、
こ
れ
に
肯
定
を

も
っ
て
答
え
、「
最
善
の
生
活
即
ち
徳
に
従
っ
て
の
活
動
に
携
わ
る
に
足
り
る
だ
け
の
外
的
手
段
を
有
す
る
徳
を

も
っ
て
の
生
活
が
個
別
的
に
個
人
に
と
っ
て
も
全
体
と
し
て
国
家
に
と
っ
て
も
」
目
的
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る

（
政
治
学
第
七
巻
第
一
第
二
章
）。
人
間
は
そ
の
道
徳
的
本
質
の
実
現
の
た
め
に
国
家
を
必
要
と
す
る
。
彼
は
そ
の

行
為
に
於
て
自
己
を
超
え
て
社
会
へ
向
け
ら
れ
て
い
る
、
彼
は
彼
の
人
間
性
を
行
為
に
於
て
完
全
に
発
展
さ
せ
る

た
め
に
他
の
人
間
を
必
要
と
す
る
。
彼
は
そ
の
種
々
の
外
的
善
に
と
っ
て
国
家
を
必
要
と
す
る
の
み
で
な
く
、
そ

の
倫
理
的
徳
の
完
成
の
た
め
に
国
家
の
法
制
や
慣
習
や
国
家
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
教
育
を
必
要
と
す
る
の
で
あ

る
。
進
ん
で
云
え
ば
、
国
家
そ
の
も
の
が
人
間
の
道
徳
的
本
性
の
実
現
で
あ
る
。
他
方
国
家
も
ま
た
そ
の
種
々
の

機
能
を
担
当
す
る
個
人
を
必
要
と
す
る
。
国
家
の
存
立
と
発
展
と
の
た
め
に
は
市
民
の
有
徳
で
あ
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
併
し
国
家
の
目
的
は
個
人
を
単
に
道
具
と
し
て
自
己
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
で
な
く
、
却
っ
て
個
人
が
行

為
し
つ
つ
そ
の
本
質
を
発
揮
す
る
独
立
な
道
徳
的
人
間
と
し
て
完
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
国
家
の
目
的
は
市
民
を

徳
に
よ
っ
て
幸
福
な
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
国
家
は
自
己
が
幸
福
で
あ
る
た
め
に
も
市
民
が
幸
福
で
あ
る
た
め
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に
も
教
育
の
任
務
を
負
う
の
で
あ
る
。
国
家
の
な
す
べ
き
教
育
は
と
り
わ
け
倫
理
的
徳
へ
の
教
育
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
知
性
的
徳
は
個
人
的
な
、
観
想
的
な
、
神
的
な
性
質
を
有
し
、
自
由
な
閑
暇
に
於
て
可
能
に
な
る
も
の
と

し
て
或
る
意
味
に
於
て
は
国
家
の
教
育
の
埒
外
に
あ
る
。
け
れ
ど
も
国
家
の
目
的
が
個
人
の
人
間
的
完
成
に
存
す

る
限
り
、
知
性
的
徳
に
対
し
て
も
国
家
は
無
関
心
で
あ
り
得
な
い
。
国
家
の
自
足
性
に
は
「
高
貴
に
且
つ
節
制
的

に
閑
暇
を
享
受
す
る
こ
と
」（scolavzein ejleuqerivw

V a{ma kai; sw φrovnw
V

）
が
含
ま
れ
て
い
る
。
閑
暇
に
於

て
知
性
的
徳
は
可
能
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
よ
り
高
き
文
化
と
し
て
社
会
的
生
活
の
一
つ
の
要
素
で
あ
る
の

み
で
な
く
、
そ
の
決
定
的
な
要
素
で
あ
る
。
善
く
且
つ
節
制
的
に
閑
暇
を
享
受
す
る
と
い
う
こ
と
は
市
民
的
秩
序

と
社
会
的
営
為
（ajscoliva

）
と
の
最
も
美
し
い
果
実
で
あ
る
。
ひ
と
は
平
和
の
た
め
に
戦
争
を
、
閑
暇
の
た
め

に
営
為
を
、
道
徳
的
に
美
し
い
も
の
の
た
め
に
必
要
な
も
の
と
有
用
な
も
の
を
選
ぶ
、
と
政
治
学
第
七
巻
第
十
四

章
に
云
わ
れ
て
い
る
。
立
法
者
は
市
民
を
そ
の
よ
う
に
教
育
し
、
閑
暇
の
徳
に
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え

ら
れ
た
。
市
民
的
徳
と
人
間
的
徳
と
は
全
く
無
関
係
な
も
の
で
な
く
、
両
者
は
む
し
ろ
同
一
の
性
質
を
有
し
、
完

全
な
市
民
的
徳
は
国
家
生
活
へ
適
用
さ
れ
た
徳
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
智
慧
は
或
る
意
味
で
は
す
べ
て
の

徳
を
包
括
す
る
、
我
々
は
ペ
イ
ヂ
ア
ス
や
ポ
リ
ュ
ク
レ
イ
ト
ス
の
如
き
芸
術
家
を
智
者
と
呼
び
、
立
法
家
を
も
ま

た
斯
く
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
思
慮
或
は
実
践
知
も
、
技
術
も
、
す
で
に
知
性
的
徳
に
属
し
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
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育
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ス
は
ス
パ
ル
タ
に
於
て
国
家
の
立
法
が
教
育
に
及
ん
で
い
る
こ
と
を
称
讃
し
た
が
、
し
か
し
そ
の
法
律
が
単
に
一

つ
の
徳
即
ち
戦
争
の
徳
を
目
差
し
、
そ
の
た
め
に
ス
パ
ル
タ
人
は
戦
争
に
於
て
卓
越
し
た
に
し
て
も
、
彼
等
が
勝

利
に
達
し
た
と
き
内
的
な
支
持
点
を
有
し
な
か
っ
た
の
は
、
彼
等
が
閑
暇
を
利
用
す
る
こ
と
を
学
ば
ず
、
戦
争
以

外
の
よ
り
高
い
技
術
を
行
う
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
批
評
し
て
い
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
国
家
論
は
当
時
に
於
て
一
方
国
家
を
単
な
る
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
と
見
る
思
想
に
反
対
し

て
そ
れ
を
人
間
の
本
性
に
基
づ
く
も
の
と
し
、
他
方
智
者
は
如
何
な
る
国
の
市
民
で
も
な
く
世
界
市
民
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
と
い
う
思
想
に
反
対
し
て
智
者
は
国
家
の
善
き
市
民
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
し
た
。
そ
れ
と
同
時

に
彼
は
単
な
る
個
人
主
義
と
単
な
る
国
家
主
義
と
の
い
ず
れ
を
も
採
ら
ず
、
国
家
と
個
人
と
は
共
に
道
徳
的
目
的

を
有
す
る
も
の
と
し
て
調
和
し
得
る
と
考
え
た
。
国
家
と
個
人
と
は
互
い
に
必
要
と
し
合
う
の
み
で
な
く
、
国
家

の
目
的
と
個
人
の
目
的
と
は
同
一
で
あ
る
。
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
最
善
の
国
家
」
は
、
次
に
述
べ
る
如
く
、
そ
こ
で

は
「
善
き
人
」
で
あ
る
こ
と
と
「
善
き
市
民
」
で
あ
る
こ
と
と
が
一
致
し
得
る
よ
う
な
国
家
と
し
て
構
想
さ
れ
た

の
で
あ
る
。二
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
け
る
倫
理
学
か
ら
政
治
学
へ
の
転
廻
は
倫
理
的
徳
へ
の
教
育
に
は
公
共
的
な
配
慮
が
必

要
で
あ
る
と
い
う
論
明
を
も
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
の
最
後
の
章
に
云
う
、「
と
こ
ろ

で
最
も
好
い
の
は
公
共
的
な
且
つ
正
し
い
配
慮
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
公
共
に
於
て
そ
れ
が
顧
み
ら
れ

な
い
な
ら
ば
、
各
人
が
各
自
の
子
供
や
友
人
の
徳
の
完
成
を
助
け
る
の
が
当
然
で
あ
る
―
―
そ
の
能
力
を
有
す
る

か
乃
至
は
少
な
く
と
も
そ
れ
を
意
図
す
る
の
が
当
然
で
あ
る
―
―
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
併
し
い
ず
れ
に

し
て
も
こ
の
こ
と
の
よ
り
多
く
で
き
る
の
は
、
上
述
の
と
こ
ろ
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
立
法
者
的
な
能
力
を
有
す
る

人
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
公
共
的
な
配
慮
は
明
ら
か
に
法
律
を
通
じ
て
行
わ
れ
、
よ
き

配
慮
は
す
ぐ
れ
た
法
律
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
。
法
律
は
成
文
法
で
あ
っ
て
も
不
文
法
で
あ
っ
て
も
好
い
し
、
ま
た

法
律
に
よ
っ
て
教
育
さ
る
べ
き
人
間
が
一
人
で
あ
っ
て
も
大
勢
で
あ
っ
て
も
好
い
―
―
ち
ょ
う
ど
音
楽
や
体
育
や

そ
の
他
の
技
芸
に
就
い
て
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
―
―
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
国
家
に
於
て
力
を
有
す
る

の
は
法
制
と
倫
理
で
あ
る
よ
う
に
、
家
庭
に
於
て
は
家
父
の
言
葉
と
習
慣
が
力
を
有
す
る
の
で
あ
る
」。
か
く
の

如
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
依
れ
ば
、
教
育
は
本
来
「
公
共
的
な
配
慮
」（ejpimevleia koinhv

）
に
属
す
べ
き
も
の

で
あ
る
、
そ
れ
に
は
「
立
法
者
的
な
」
能
力
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
教
育
は
何
よ
り
も
国
家
の
仕
事
と
し
て
行
わ

れ
ね
ば
な
ら
ず
、そ
れ
は
国
家
の「
法
制
と
倫
理
」（ta; novmima kai; ta; h[qh

）を
通
じ
て
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
）

尤
も
教
育
は
家
庭
に
於
て
も
行
わ
れ
る
し
、
ま
た
行
わ
れ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
、
家
父
も
ま
た
或
る
立
法
者
的

な
能
力
を
有
し
て
い
る
。
即
ち
「
家
父
の
言
葉
と
習
慣
」（oiJ patrikoi; lovgoi kai; ta; e[qh

）
は
国
家
の
法
制

と
倫
理
に
相
当
し
て
い
る
。
倫
理
（
エ
ー
ト
ス
）
は
習
慣
（
エ
ト
ス
）
の
如
き
も
の
で
あ
り
、ま
た
法
律
（
ノ
モ
ス
）

は
「
或
る
思
慮
と
理
性
と
に
基
づ
く
言
葉
」（lovgoV ajpov tinoV φronhvsew

V kai; nou:

）
で
あ
る
、
た
だ
こ
の

ロ
ゴ
ス
は
家
父
の
言
葉
に
比
し
て
強
制
力
を
有
し
て
い
る
。
家
父
の
言
葉
或
は
命
令
は
法
律
の
如
く
「
権
力
的
な

も
の
」（to; ijscurovn

）
や
「
拘
束
的
な
も
の
」（to; ajnagkai:on

）
を
有
し
な
い
。
従
っ
て
徳
へ
の
教
育
に
と
っ

て
は
国
家
の
立
法
が
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
倫
理
的
徳
は
精
神
の
理
性
な
き
諸
部
分
を
理
性
に
従
っ
て
活
動

す
る
よ
う
に
習
慣
付
け
る
こ
と
に
存
す
る
徳
で
あ
る
故
に
、
そ
こ
に
強
制
力
が
必
要
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

国
家
は
如
何
な
る
根
拠
に
基
づ
い
て
教
育
の
規
制
に
対
す
る
権
利
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
。
そ
の
根
拠
は
政
治

学
第
一
巻
の
首
章
に
於
て
示
さ
れ
て
い
る
。
既
に
記
し
た
如
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
の
箇
所
で
、
あ
ら
ゆ
る
共

同
体
は
何
等
か
の
善
を
目
差
し
て
い
る
が
、
国
家
或
は
政
治
的
共
同
体
は
最
高
に
し
て
他
の
凡
て
を
包
括
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
最
も
多
く
且
つ
最
高
の
善
を
目
差
し
て
い
る
と
云
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
国
家
は
最
も
包
括

的
な
全
体
と
し
て
最
も
多
く
且
つ
最
高
の
善
を
目
差
す
も
の
で
あ
る
故
に
、
国
家
は
そ
の
成
員
の
教
育
に
対
す
る

権
利
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
政
治
学
第
八
巻
第
一
章
に
は
次
の
如
く
云
わ
れ
て
い
る
、「
と
こ
ろ
で
ま
た
い
ず
れ
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の
市
民
も
自
己
自
身
に
属
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
な
く
、
寧
ろ
凡
て
の
者
は
国
家
に
属
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ

る
、
な
ぜ
な
ら
各
人
は
国
家
の
部
分
で
あ
る
か
ら
。
そ
し
て
各
々
の
部
分
に
対
す
る
配
慮
は
本
性
上
全
体
に
対
す

る
配
慮
を
考
え
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
於
て
ひ
と
は
ス
パ
ル
タ
人
を
称
讃
す
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
、
な
ぜ
な
ら
彼
等
は
彼
等
の
子
供
に
つ
い
て
最
大
の
注
意
を
払
い
、
そ
し
て
そ
れ
は
彼
等
に
と
っ
て
公

共
の
仕
事
で
あ
る
か
ら
」。
個
人
は
国
家
の
部
分
で
あ
り
、
部
分
に
対
す
る
配
慮
は
本
性
上
全
体
に
対
す
る
配
慮

に
基
づ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
故
に
、
国
家
は
教
育
を
公
共
的
な
仕
事
と
し
て
こ
れ
を
規
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
同
じ
箇
所
に
於
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ま
た
云
っ
て
い
る
、「
と
こ
ろ
で
立
法
者
が
何
よ
り
も
年
少
者
の

教
育
に
つ
い
て
意
を
用
い
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
何
人
も
疑
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
国
家
に
於
て
か
よ
う

な
こ
と
が
行
わ
れ
な
い
な
ら
ば
、
国
制
を
害
す
る
か
ら
。
市
民
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
制
に
適
す
る
よ
う
に
教
育
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
蓋
し
各
々
の
国
制
は
固
有
の
性
格
（h\qoV

）
を
有
し
、
こ
の
も
の
が
元
来
そ
の
国
制
を
形
成
し

た
よ
う
に
、
こ
の
も
の
が
そ
れ
を
ま
た
保
存
す
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
、
例
え
ば
民
主
主
義
的
性
格
が
民
主
制
を
、

寡
頭
主
義
的
性
格
が
寡
頭
制
を
と
い
っ
た
風
に
。
そ
し
て
よ
り
善
き
性
格
が
つ
ね
に
よ
り
善
き
国
制
の
原
因
で
あ

る
。
更
に
あ
ら
ゆ
る
能
力
及
び
技
術
に
つ
い
て
、
そ
の
各
々
の
活
動
の
た
め
に
予
め
教
育
さ
れ
且
つ
予
め
修
練
さ

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
柄
が
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
徳
の
実
行
の
た
め
に
も
か
よ
う
な
事
柄
の
存
す
る
の
は
明
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
）

白
で
あ
る
。
然
る
に
全
体
の
国
家
は
唯
一
つ
の
目
的
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
明
ら
か
に
教
育
も
ま
た
凡
て
の

人
に
対
し
て
同
一
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
配
慮
は
、
現
在
各
人
が
自
分
の
子
供
を
各
自
に
世
話
し
自

分
が
適
当
と
考
え
る
学
科
を
各
自
に
教
授
す
る
と
い
う
風
に
私
的
な
も
の
で
な
く
て
公
共
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
共
通
の
関
心
事
は
ま
た
共
通
の
訓
練
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
」。
即
ち
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
依
れ

ば
、
国
家
は
全
体
と
し
て
唯
一
つ
の
目
的
を
有
す
る
故
に
、
そ
の
成
員
に
対
す
る
教
育
は
こ
の
国
家
の
立
場
か
ら

公
共
的
に
、
共
通
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
国
家
の
有
す
る
国
制
に
適
す
る
よ
う
に
人
間
を

作
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
。
各
々
の
国
制
は
固
有
の
エ
ー
ト
ス
を
有
し
、
教
育
は
何
よ
り
も
こ
の
エ
ー
ト
ス
に
対

し
て
市
民
を
訓
練
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、そ
れ
は
そ
の
国
制
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
。

国
制
が
変
化
す
れ
ば
国
家
は
別
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
国
制
の
基
礎
と
な
る
エ
ー
ト
ス
は
国
家
に
と
っ
て

形
相
（
エ
イ
ド
ス
）
を
与
え
る
原
理
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
国
制
は
国
家
の
形
相
で
あ
る
。
国
家
は
自

然
的
な
も
の
で
あ
る
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
云
っ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
国
家
が
単
な
る
自
然
物
で
あ
る
こ
と

を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
国
家
が
自
然
的
な
も
の
で
あ
る
の
は
、
人
間
が
本
性
上
政
治
的
動
物
で
あ
る
こ
と
に

依
る
の
で
あ
り
、
人
間
は
単
な
る
自
然
物
と
異
な
っ
て
倫
理
（h\qoV
）
を
有
し
、
倫
理
は
社
会
的
な
習
慣
（e[qoV

）

か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
か
よ
う
に
習
慣
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
単
な
る
自
然
物
に
は
欠
け
て
い
る



二
六
八

こ
と
で
あ
る
。
恰
も
劇
は
、
そ
の
合
唱
隊
が
同
じ
に
止
ま
る
と
否
と
に
拘
ら
ず
、
悲
劇
的
と
な
る
か
喜
劇
的
と
な

る
か
に
従
っ
て
、
そ
の
本
質
を
変
ず
る
よ
う
に
、
国
家
は
そ
の
国
制
に
よ
っ
て
異
な
る
政
治
的
芸
術
品
と
見
ら
れ

る
こ
と
が
で
き
る
。
立
法
者
は
国
家
の
芸
術
家
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
国
家
の
道
徳
的
目
的
を
力
説
し
、

そ
れ
に
従
っ
て
国
家
の
教
育
的
任
務
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

教
育
が
国
家
に
よ
っ
て
立
法
的
に
規
制
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
「
共
通
の
善
」（to; 

koino;n ajgaqovn

）
或
は
「
共
通
の
利
益
」（to; koinh:/ sum φevron

）
を
目
差
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
五
巻
第
二
章
に
次
の
如
く
云
っ
て
い
る
、「
法
制
の
多
く
は
徳
全
般
に
基

づ
い
て
命
ぜ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
事
柄
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
即
ち
法
は
そ
れ
ぞ
れ
の
徳

に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
を
命
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
悪
徳
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
尤
も
徳

全
般
を
作
り
出
す
べ
き
も
の
は
法
制
の
う
ち
凡
そ
公
共
の
た
め
の
教
育
（paideiva hJ pro;V to; koinovn

）
に
関

し
て
立
法
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
。
端
的
に
善
き
人
を
作
る
べ
き
個
人
の
教
育
（paideiva hJ 

kaq= e{kaston

）
が
果
た
し
て
政
治
に
属
す
る
か
そ
れ
と
も
政
治
以
外
に
属
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
後
に
至
っ

て
決
定
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」。
こ
こ
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
公
共
の
た
め
の
教
育
」
と
「
個
人
の
教
育
」

と
を
区
別
し
て
い
る
。
前
者
は
「
善
き
市
民
」
と
し
て
の
徳
の
、
後
者
は
「
端
的
に
（aJplw

:V

）
善
き
人
」
と
し
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
）

て
の
徳
の
養
成
を
目
的
と
し
て
い
る
。
公
共
の
た
め
の
教
育
が
政
治
即
ち
立
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
に
し
て
も
、
個
人
の
教
育
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
善
き
人
間
と
し
て
の
徳
と
善

き
市
民
と
し
て
の
徳
と
が
同
一
と
見
ら
る
べ
き
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
に
関
係
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は

ま
た
個
人
と
国
家
と
が
如
何
に
し
て
一
致
す
る
か
と
い
う
問
題
に
関
係
し
て
い
る
。

こ
の
問
題
に
就
い
て
は
政
治
学
第
三
巻
第
四
章
に
於
て
次
の
如
く
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
先
ず
市
民
の
徳
と
は
如

何
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
船
員
と
同
じ
よ
う
に
、
市
民
は
共
同
体
の
成
員
で
あ
る
。
船
員
は
各
自
異
な
る
機
能
を

有
し
、
或
る
者
は
漕
手
、
或
る
者
は
舵
手
、
或
る
者
は
見
張
人
で
あ
る
と
い
う
風
で
あ
り
、
彼
等
の
各
人
の
徳
（
有

能
性
）
の
厳
密
な
概
念
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
ま
た
彼
等
凡
て
に
適
用
さ
れ
得
る
共
通
の

概
念
が
存
在
す
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
等
凡
て
の
仕
事
は
航
海
の
安
全
で
あ
っ
て
、
船
員
は
い
ず
れ
も
そ
の
た
め
に
努

力
す
る
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
市
民
は
、
各
自
の
部
署
に
於
て
異
な
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
す
べ
て
「
共
同

体
の
維
持
」（sw
thriva th:V koinw

nivaV

）
を
仕
事
と
し
、
共
同
体
と
い
う
の
は
国
制
で
あ
る
。
従
っ
て
市
民
の

徳
は
彼
の
国
家
の
国
制
に
相
対
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
多
く
の
種
類
の
国
制
が
存
在
す
る
の
で
あ
る

か
ら
、
善
き
市
民
の
徳
は
明
ら
か
に
一
個
の
完
全
な
徳
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
然
る
に
善
き
人
と
呼
ば
れ
る

者
は
一
個
の
完
全
な
徳
に
従
っ
て
端
的
に
斯
く
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
善
き
市
民
が
善
き
人
を
形
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作
る
徳
を
必
ず
し
も
有
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
の
は
明
白
で
あ
る
。
即
ち
善
き
市
民
と
し
て
の
徳
は
国
制
に
相
対

的
で
あ
り
、
寡
頭
主
義
的
国
家
の
市
民
の
場
合
と
民
主
主
義
的
国
家
の
市
民
の
場
合
と
に
於
て
異
な
っ
て
い
る
、

善
き
市
民
と
い
う
の
は
、
そ
の
組
織
が
善
い
に
せ
よ
悪
い
に
せ
よ
、
一
定
の
社
会
組
織
の
維
持
に
仕
え
る
者
の
こ

と
で
あ
る
。
善
き
人
で
あ
る
こ
と
と
善
き
市
民
で
あ
る
こ
と
と
は
た
だ
最
善
の
国
家
の
市
民
で
あ
る
場
合
に
於
て

の
み
一
致
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
然
る
に
他
の
方
面
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
国
家
は
悉
く
善
き
人
か
ら
成
る
こ
と

が
で
き
ぬ
、
固
よ
り
各
々
の
市
民
は
自
己
の
仕
事
を
善
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
は
徳
に
基
づ
く
の
で
あ
る

が
、
す
べ
て
の
市
民
が
一
様
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
限
り
、
善
き
市
民
の
徳
と
善
き
人
の
徳
と
は
一
致
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
た
だ
凡
て
の
者
は
善
き
市
民
の
徳
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
国
家
は
完
全
な

国
家
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
、
け
れ
ど
も
善
き
人
の
徳
を
凡
て
の
者
が
有
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
は
論
じ
て
い
る
。
国
家
の
成
員
は
凡
て
自
己
に
属
す
る
仕
事
を
善
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
限
り
、
凡

て
善
き
市
民
と
し
て
の
徳
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
彼
等
が
一
様
で
な
く
て
そ
の
間
に
支
配
す
る
者
と
支
配

さ
れ
る
者
と
の
区
別
の
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
以
上
、
凡
て
の
者
が
善
き
人
の
徳
を
有
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

蓋
し
凡
て
の
共
同
体
は
「
同
じ
か
ら
ぬ
も
の
か
ら
」（ejx ajnomoivw

n

）
或
は
「
形
相
に
於
て
異
な
る
も
の
か
ら
」（ejx 

ei[dei dia φerovntw
n

）
成
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
根
本
的
見
解
で
あ
る
。
国
家
は
生
け
る
有
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機
体
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
生
け
る
有
機
体
が
精
神
と
身
体
と
か
ら
、
ま
た
精
神
が
理
性
と
意
欲
と
か
ら
、
言
い

換
え
れ
ば
支
配
す
る
部
分
と
支
配
さ
れ
る
部
分
と
か
ら
成
っ
て
い
る
よ
う
に
、
国
家
も
同
様
に
相
異
な
る
部
分
か

ら
成
っ
て
い
る
。
従
っ
て
そ
の
凡
て
の
成
員
の
徳
は
同
一
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
、
或
る
者
の
徳
は
支
配
す
る
こ

と
に
、
他
の
者
の
徳
は
服
従
す
る
こ
と
に
存
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
善
き
市
民
の
徳
と
善
き
人
の
徳
と
が
一
致
す

る
場
合
は
存
在
し
な
い
か
。
差
当
り
支
配
す
る
者
に
於
て
は
両
者
は
一
致
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
有
能
な
支
配
者
に
つ
い
て
我
々
は
善
き
且
つ
思
慮
あ
る
人
で
あ
る
と
云
い
、
有
能
な
政
治
家
に
つ
い
て
我
々

は
思
慮
あ
る
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
っ
て
い
る
。
支
配
者
の
教
育
は
特
別
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
論

ぜ
ら
れ
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
善
き
支
配
者
の
徳
は
か
よ
う
に
善
き
人
の
徳
と
同
一
で
あ
る
に
し
て
も
、
一

般
の
市
民
は
支
配
さ
れ
る
者
で
あ
る
か
ら
、
支
配
者
の
徳
と
市
民
の
徳
と
は
同
一
で
な
い
。
併
し
他
方
我
々
は
支

配
す
る
こ
と
を
知
る
と
共
に
服
従
す
る
こ
と
を
知
れ
る
者
を
称
揚
す
る
の
で
あ
っ
て
、
両
者
の
善
く
で
き
る
者
が

徳
の
あ
る
市
民
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
け
れ
ど
も
若
し
善
き
人
の
徳
が
支
配
す
る
こ
と
に
存
し
、
市
民
の
徳
は

支
配
す
る
こ
と
と
服
従
す
る
こ
と
と
に
存
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、二
者
は
同
様
に
称
揚
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

然
る
に
或
る
場
合
に
は
支
配
す
る
者
と
支
配
さ
れ
る
者
と
は
同
じ
こ
と
で
な
く
て
違
っ
た
こ
と
を
学
ば
ね
ば
な
ら

ず
、
そ
し
て
市
民
は
両
者
を
知
り
ま
た
両
者
に
与
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
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な
関
係
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
ま
ず
「
主
人
の
支
配
」（ajrch; despotikhv

）
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
も
の
は
必
需
的
な
も
の
に
関
係
し
、
主
人
は
そ
れ
を
実
行
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
必
要
が
な
く
、
た
だ
そ

れ
を
利
用
す
る
こ
と
を
知
っ
て
お
れ
ば
好
い
の
で
あ
る
、
も
し
彼
が
自
分
で
そ
の
よ
う
な
卑
し
い
仕
事
を
す
れ

ば
、
彼
は
奴
隷
の
如
く
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
仕
事
に
も
種
々
の
も
の
が
あ
り
、
そ
の
従
事
者
に
も

種
々
の
区
別
が
あ
る
。
そ
の
一
部
分
は
手
職
人
で
あ
っ
て
、
彼
等
は
そ
の
名
の
如
く
手
に
よ
っ
て
生
活
す
る
者
で

あ
り
、
バ
ナ
ウ
ソ
ス
な
技
術
家
は
こ
れ
に
属
し
て
い
る
。
従
っ
て
古
来
多
く
の
国
家
に
於
て
労
働
者
は
政
治
に
参

与
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、た
だ
極
端
な
民
主
制
に
於
て
の
み
そ
の
こ
と
が
許
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。

そ
の
よ
う
な
意
味
に
於
け
る
支
配
さ
れ
る
者
の
仕
事
は
、
自
分
自
身
の
た
ま
た
ま
の
必
要
の
た
め
で
な
け
れ
ば
、

善
き
政
治
家
も
善
き
市
民
も
学
ぶ
こ
と
を
要
し
な
い
の
で
あ
る
。
さ
も
な
い
と
主
人
と
奴
隷
と
の
区
別
は
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
然
る
に
こ
こ
に
他
の
種
類
の
支
配
が
あ
る
、
そ
れ
は
生
れ
に
於
て
同
じ
者
即
ち
自
由
人
に
対
し
て

行
わ
れ
る
支
配
で
あ
り
、「
政
治
的
支
配
」（ajrch; politikhv

）
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
恰
も

騎
師
は
先
ず
騎
師
の
下
に
、
将
軍
は
先
ず
将
軍
の
下
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
騎
師
た
る
こ
と
将
軍
た
る
こ
と
を
学

ば
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
支
配
す
る
者
は
支
配
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
支
配
す
る
こ
と
を
学
ぶ
の
で
あ
る
。
嘗
て

服
従
し
な
か
っ
た
者
は
善
く
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
と
い
う
言
葉
は
正
し
い
。
両
者
の
徳
は
固
よ
り
異
な
っ
て
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い
る
、
併
し
善
き
市
民
は
両
者
即
ち
服
従
す
る
こ
と
と
支
配
す
る
こ
と
と
を
知
り
且
つ
能
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
自
由

人
と
し
て
服
従
し
且
つ
支
配
す
る
こ
と
が
市
民
の
徳
で
あ
る
。
そ
し
て
か
く
の
如
く
「
善
く
支
配
し
且
つ
服
従
し

得
る
こ
と
」（to; duvnasqai kai; a[rcein kai; a[rcesqai kalw

:V

）
が
市
民
の
徳
と
し
て
可
能
で
あ
る
よ
う
な

国
家
に
於
て
は
、
善
き
市
民
と
し
て
の
徳
と
善
き
人
と
し
て
の
徳
と
は
一
致
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
政
治
学
第
三

巻
第
十
三
章
に
は
、「
市
民
（polivthV

）
と
は
一
般
に
支
配
す
る
こ
と
と
支
配
さ
れ
る
こ
と
と
に
与
る
者
の
こ
と

で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
制
に
従
っ
て
異
な
っ
て
い
る
が
、
最
善
の
国
制
（ajrivsth politeiva

）
に
於
て
は
徳
に

従
っ
て
の
生
活
を
目
標
と
し
て
支
配
さ
れ
且
つ
支
配
す
る
こ
と
の
で
き
ま
た
欲
す
る
者
の
こ
と
で
あ
る
」、
と
云

わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
支
配
す
る
者
の
徳
へ
の
教
育
は
支
配
さ
れ
る
者
と
し
て
行
わ
れ
る
。
支
配
す
る
者
と
支

配
さ
れ
る
者
と
の
区
別
は
絶
対
的
で
な
く
、
支
配
さ
れ
る
者
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
に
於
け
る
術
語
に
依
れ

ば
可
能
性
に
於
て
（dunavmei

）
支
配
す
る
者
で
あ
る
。
最
善
の
国
家
に
於
て
は
市
民
は
先
ず
支
配
さ
れ
る
者
と

し
て
徳
に
教
育
さ
れ
、
か
く
し
て
支
配
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
学
ん
だ
者
が
や
が
て
み
ず
か
ら
支
配
す
る
に
至
る

の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
市
民
は
可
能
的
に
支
配
す
る
者
か
ら
現
実
的
に
支
配
す
る
者
に
な
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
そ
こ
で
は
市
民
の
生
活
は
自
然
的
な
連
続
的
な
発
展
で
あ
り
、
か
よ
う
な
国
家
は
「
自
然
的
な
国
家
」（hJ 

kata; φuvsin povliV

）
で
あ
る
。
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こ
こ
に
於
て
我
々
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
如
何
な
る
も
の
を
最
善
の
国
家
と
考
え
た
か
に
就
い
て
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
最
善
の
国
家
と
は
、
そ
こ
で
は
善
き
市
民
の
徳
と
善
き
人
の
徳
と
が
一
致
し
、
善
く
支
配
し
且
つ
服
従

し
得
る
こ
と
が
市
民
の
徳
で
あ
る
よ
う
な
国
家
で
あ
る
。
国
家
は
既
に
云
っ
た
如
く
恰
も
人
間
が
精
神
と
身
体
と

か
ら
、
精
神
が
理
性
と
意
欲
と
か
ら
成
っ
て
い
る
よ
う
に
相
異
な
る
部
分
か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
於
て

は
奴
隷
乃
至
生
活
に
必
需
な
も
の
の
生
産
に
従
事
す
る
労
働
者
も
国
家
に
含
ま
れ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
併

し
奴
隷
は
生
命
あ
る
道
具
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
唯
一
の
徳
は
主
人
に
対
す
る
服
従
で
あ
る
。
ま
た
労
働
者
の
如
き
も

真
に
徳
の
あ
る
人
間
と
云
う
こ
と
が
で
き
ぬ
。「
最
善
の
国
家
は
労
働
者
（oJ bavnausoV

）
を
市
民
と
な
さ
な
い
、

も
し
こ
の
も
の
も
ま
た
市
民
で
あ
る
な
ら
ば
、
我
々
の
云
う
市
民
の
徳
は
凡
て
の
者
に
で
な
く
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る

自
由
な
人
間
に
で
さ
え
も
な
く
、
却
っ
て
た
だ
必
需
的
な
も
の
の
た
め
の
労
働
か
ら
放
た
れ
た
者
に
つ
い
て
の
み

語
ら
れ
ぬ
ば
な
ら
ぬ
。
必
需
的
な
も
の
の
生
産
に
携
わ
る
者
の
う
ち
唯
一
人
の
た
め
に
働
く
の
は
奴
隷
で
あ
り
、

一
般
の
た
め
に
働
く
の
は
労
働
者
や
日
傭
取
り
で
あ
る
」、
と
政
治
学
第
三
巻
第
五
章
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ

に
今
日
か
ら
見
れ
ば
貴
族
主
義
的
と
云
わ
れ
る
ギ
リ
シ
ア
的
な
国
家
の
観
念
が
認
め
ら
れ
る
。
固
有
な
意
味
で
の

国
家
は
完
全
な
市
民
の
総
体
で
あ
り
、
他
の
意
味
で
は
国
家
の
要
素
で
あ
る
労
働
者
は
そ
れ
か
ら
除
外
さ
れ
る
。

「
そ
れ
な
く
し
て
は
国
家
が
あ
り
得
な
い
凡
て
の
者
が
市
民
と
せ
ら
る
べ
き
で
な
い
、
な
ぜ
な
ら
子
供
は
成
人
と
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同
様
の
意
味
に
於
て
市
民
で
な
く
、
成
人
は
端
的
に
市
民
で
あ
る
が
、
子
供
は
条
件
的
に
そ
う
で
あ
る
、
蓋
し
子

供
は
市
民
で
あ
る
に
し
て
も
、
出
来
上
ら
な
い
市
民
で
あ
る
」。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
市
民
の
権
利
に
対
し
て
徳

を
要
求
し
た
が
、
こ
の
徳
そ
の
も
の
が
今
日
か
ら
見
れ
ば
貴
族
主
義
的
に
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
善
き

市
民
で
あ
る
こ
と
と
善
き
人
で
あ
る
こ
と
と
が
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
る
こ
と
に
於
て
、
彼
の
謂
う
最

善
の
国
家
は
彼
の
理
解
し
た
意
味
に
於
け
る
貴
族
制
に
類
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
政
治
学
第
四
巻
第
七
章
に
於
て

彼
は
、
貴
族
制
（ajristokrativa
）
と
正
当
に
呼
ば
れ
る
の
は
、
最
も
徳
の
あ
る
、
た
だ
相
対
的
に
善
き
人
と
い

う
の
で
な
く
て
端
的
に
最
善
の
人
か
ら
成
る
国
制
の
こ
と
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
即
ち
そ
れ
は
徳
に
従
っ
て

最
善
の
人
の
支
配
で
あ
る
。「
こ
の
も
の
に
於
て
の
み
善
き
人
と
善
き
市
民
と
は
端
的
に
同
一
で
あ
る
、
然
る
に

他
の
国
家
に
於
て
は
善
き
市
民
は
た
だ
彼
等
の
国
制
に
対
す
る
関
係
に
於
て
そ
う
な
の
で
あ
る
」。
と
こ
ろ
で
い

ま
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
彼
の
理
想
国
家
の
構
想
を
描
い
た
と
い
わ
れ
る
政
治
学
第
七
巻
第
八
巻
に
於
て
は
貴
族
制

が
最
善
の
国
制
と
考
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
固
よ
り
こ
こ
で
も
徳
が
国
家
の
目
的

と
認
め
ら
れ
、
従
っ
て
国
家
の
統
治
へ
の
参
与
は
徳
の
所
有
を
条
件
と
す
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
点
に
於
て
は
、

右
の
貴
族
制
に
於
け
る
と
同
一
で
あ
る
。
併
し
貴
族
制
に
於
て
は
こ
の
根
本
原
理
は
少
数
者
の
支
配
に
導
く
に
反

し
て
、
こ
こ
で
は
国
家
権
力
（kuvrion

）
の
所
有
者
は
全
市
民
、
言
い
換
え
れ
ば
多
数
者
で
あ
る
と
説
か
れ
、
そ
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の
限
り
む
し
ろ
民
主
制
の
概
念
に
類
似
し
て
い
る
。
即
ち
第
七
巻
第
十
四
章
に
は
、「
す
べ
て
の
政
治
的
共
同
体

は
支
配
す
る
者
と
支
配
さ
れ
る
者
と
か
ら
成
っ
て
い
る
故
に
、
支
配
す
る
者
と
支
配
さ
れ
る
者
と
が
一
生
異
な
る

人
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
、
そ
れ
と
も
同
一
の
人
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
が
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
な
ぜ

な
ら
教
育
も
ま
た
こ
の
問
題
の
決
定
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
」、
と
云
い
、
然
る
に
凡

て
の
市
民
は
そ
の
自
然
的
な
本
性
と
素
質
と
に
於
て
同
じ
天
賦
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
そ
の
他
の
多
く
の
理

由
に
よ
っ
て
、「
す
べ
て
の
市
民
は
同
様
に
交
替
的
に
支
配
す
る
こ
と
と
支
配
さ
れ
る
こ
と
と
に
与
る
」（pavntaV 

oJmoivw
V koinw

nei:n tou: kata; mevroV a[rcein kai; a[rcesqai

）
こ
と
が
必
然
で
あ
る
、
と
云
っ
て
い
る
。
自
然

は
凡
て
の
市
民
に
同
様
の
天
賦
を
備
え
し
め
、
彼
等
の
間
に
は
神
々
或
は
英
雄
と
人
間
と
の
間
に
於
け
る
如
き
差

異
は
存
し
な
い
。
固
よ
り
支
配
す
る
者
が
支
配
さ
れ
る
者
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
点
に
於
て
自
然
は
適
切
な
差
別
を
作
っ
て
い
る
、
即
ち
同
じ
性
の
者
の
う
ち
に
も
よ
り
若

い
者
と
よ
り
老
い
た
者
と
が
あ
り
、
そ
し
て
前
者
が
支
配
し
、
後
者
が
服
従
す
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
る
。

そ
の
年
齢
の
た
め
に
支
配
さ
れ
、
そ
の
代
り
適
当
な
年
齢
に
達
す
れ
ば
自
分
が
ま
た
支
配
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ

ば
、
誰
も
不
満
を
感
じ
な
い
。
か
く
て
支
配
す
る
の
と
支
配
さ
れ
る
の
と
は
或
る
意
味
に
於
て
は
同
一
の
人
間
で

あ
り
、
或
る
意
味
に
於
て
は
異
な
る
人
間
で
あ
る
。
そ
こ
で
教
育
も
ま
た
或
る
意
味
に
於
て
は
同
一
で
あ
り
、
或
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
）

る
意
味
に
於
て
は
異
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
論
じ
て
い
る
。
同
じ
人
間
が
前
後
し
て
服
従
並

び
に
支
配
の
た
め
に
二
つ
の
異
な
る
種
類
の
教
育
を
受
け
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
そ
の
目
的
の
統
一

に
よ
っ
て
教
育
は
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
年
少
者
は
後
に
、
彼
等
が
徳
に
達
し
た
場
合
、
ま
た
支
配
す

る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
、
服
従
す
る
こ
と
を
学
ぶ
の
で
あ
る
。「
支
配
す
る
者
と
し
て
の
市
民
の
徳
と
最
善
の

人
の
徳
と
は
同
一
で
あ
る
こ
と
、
同
一
の
人
間
が
後
に
支
配
す
る
者
と
な
る
た
め
に
先
ず
支
配
さ
れ
る
者
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
我
々
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
立
法
者
の
任
務
は
、
如
何
な
る
方
法
に
よ
っ
て
善
き

人
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
、
ま
た
何
が
最
善
の
生
活
の
目
的
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
見
出
す
こ
と
で
あ
ろ
う
」。

更
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
主
人
の
奴
隷
に
対
す
る
支
配
よ
り
も
自
由
人
に
対
す
る
支
配
は
よ
り
美
し
く
、
よ
り

多
く
徳
を
も
っ
て
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、と
云
っ
て
い
る
。
た
だ
支
配
さ
れ
る
の
み
の
者
は
善
き
人
と
は
い
わ
れ
な
い
、

善
き
人
で
あ
る
た
め
に
は
支
配
に
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
し
か
も
善
き
支
配
者
は
善
き
人
の
徳
を
具
え
た
者
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
立
法
者
は
彼
の
市
民
を
善
き
人
に
教
育
す
る
任
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
。

か
よ
う
に
し
て
教
育
は
国
家
の
仕
事
で
あ
る
。
然
る
に
先
に
挙
げ
た
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
五
巻
第
二
章
の
文

章
は
こ
れ
と
は
何
か
異
な
る
結
論
が
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
せ
る
。
即
ち
そ
こ
で
は
善
き
人
は
立
法
者
と

何
等
関
わ
り
の
な
い
影
響
の
も
と
に
作
ら
れ
そ
し
て
立
法
者
と
何
等
関
わ
り
の
な
い
条
件
の
も
と
に
そ
の
善
を
現
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し
得
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
既
に
善
き
人
の
徳
と
善
き
市
民
の
徳
と
が
一
致
す
る
以
上
、
こ
の
箇
所

と
政
治
学
に
於
け
る
論
述
と
の
間
の
距
離
は
解
消
し
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
倫
理
学
に
於
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
は
人
間
生
活
の
究
極
的
な
目
的
が
観
想
に
存
す
る
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
こ
の
も
の
は
一
面
そ
の
個
人
的
自
足

性
と
そ
の
神
的
性
質
と
に
よ
っ
て
立
法
者
の
仕
事
の
限
界
を
な
す
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
と
社
会

的
実
践
的
生
活
と
を
全
く
非
連
続
的
に
考
え
る
こ
と
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
惟
方
法
に
合
致
し
な
い
で
あ
ろ

う
。
政
治
学
第
七
巻
第
十
四
章
に
於
て
彼
は
立
法
者
は
有
徳
の
人
を
作
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
っ
た
後
、
我
々
の
精

神
に
は
理
性
と
理
性
に
服
従
す
る
部
分
と
が
区
別
さ
れ
、理
性
に
は
実
践
的
と
観
想
的
と
が
区
別
さ
れ
る
と
述
べ
、

政
治
家
は
そ
の
立
法
に
際
し
て
精
神
の
こ
れ
ら
の
働
き
を
顧
慮
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
活
動
や
戦
争
を
行
う
こ
と
を
知

る
と
共
に
平
和
を
保
持
し
閑
暇
を
享
有
す
る
こ
と
を
理
解
す
る
の
が
一
層
大
切
で
あ
っ
て
、
教
育
に
と
っ
て
そ
れ

が
指
導
的
な
見
地
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
論
じ
て
い
る
。
尤
も
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
十
巻
第
九
章
に
於
て
は
、

国
家
の
立
法
に
基
づ
く
教
育
の
ほ
か
に
各
人
の
手
で
な
さ
れ
る
教
育
が
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
が
、
併
し
既
に
述

べ
た
よ
う
に
家
父
の
如
き
に
と
っ
て
も
或
る
立
法
者
的
な
能
力
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
公
共
的
な
教
育
に

対
し
て
個
別
的
な
教
育
の
ま
さ
っ
て
い
る
点
も
な
い
で
は
な
い
。
恰
も
医
術
に
於
て
、
一
般
的
に
云
え
ば
熱
の
あ

る
人
に
は
安
静
と
絶
食
と
が
有
効
で
あ
る
が
特
定
の
人
の
場
合
に
は
必
ず
し
も
そ
う
で
な
い
か
も
知
れ
な
い
よ
う
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に
、
教
育
に
於
て
も
心
遣
い
が
個
別
的
に
私
的
に
行
わ
れ
る
の
が
好
い
こ
と
も
あ
る
。
け
れ
ど
も
個
々
の
場
合
に

応
じ
て
最
も
す
ぐ
れ
た
心
遣
い
を
な
す
こ
と
の
で
き
る
の
は
医
者
の
よ
う
に
何
が
あ
ら
ゆ
る
人
に
と
っ
て
ま
た
は

或
る
一
定
の
人
々
に
と
っ
て
善
く
あ
る
か
を
一
般
的
に
知
っ
て
い
る
人
で
あ
る
。
知
識
は
一
般
的
な
も
の
に
関
わ

る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
技
術
に
通
達
し
よ
う
と
す
る
者
は
一
般
的
な
も
の
を
目
差
し
、
一
般
的
な
も
の
を
考
察

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
国
家
に
教
育
の
権
能
を
認
め
た
が
、
彼
は
国
家
が
単
に
自
己
の
権
力

に
従
っ
て
教
育
す
る
権
利
を
有
す
る
と
考
え
た
の
で
は
な
い
。
法
律
は
固
よ
り
強
制
的
な
も
の
、
強
力
的
な
も
の

を
有
す
る
。
法
律
の
こ
の
性
質
は
人
間
の
性
格
を
作
り
上
げ
る
こ
と
、
人
間
を
倫
理
的
徳
に
習
慣
付
け
る
こ
と
に

対
し
て
有
効
に
は
た
ら
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
法
律
は
暴
力
で
は
な
く
、「
或
る
思
慮
と
理
性
と
に
基
づ
く
」

も
の
に
し
て
法
律
で
あ
る
。
国
家
の
教
育
の
目
的
は
善
き
市
民
を
作
る
こ
と
で
あ
り
、
善
き
市
民
と
は
「
善
く
支

配
し
且
つ
服
従
し
得
る
」（to; duvnasqai kai; a[rcein kai; a[rcesqai kalw

:V

）
者
で
あ
る
と
い
う
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
言
葉
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
法
律
篇
の
言
葉
を
想
起
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
プ
ラ
ト
ン
は
、
真
の
教
育

は
職
業
人
の
専
門
的
知
識
と
は
反
対
に
、「
正
義
を
も
っ
て
支
配
し
且
つ
服
従
す
る
こ
と
を
知
れ
る
」（a[rcein te 

kai; a[rcesqai ejpistavmenon meta; divkhV

）
完
全
な
市
民
と
な
る
欲
望
と
希
求
と
を
喚
び
起
す
と
こ
ろ
の
年
少

の
頃
か
ら
の
徳
へ
の
教
育
で
あ
る
、
と
規
定
し
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
服
従
は
可
能
性
に
於
け
る
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支
配
で
あ
り
、
服
従
と
支
配
と
は
可
能
性
と
現
実
性
と
の
連
続
的
関
係
を
な
し
、
服
従
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
支
配

す
る
こ
と
を
学
ん
だ
者
が
長
じ
て
後
支
配
す
る
こ
と
に
な
る
。「
服
従
す
る
こ
と
な
し
に
善
く
支
配
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
」
と
か
、「
善
く
支
配
し
よ
う
と
す
る
者
は
先
ず
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
か
、
と
彼
は
屡
々
記

し
て
い
る
。
ひ
と
は
教
育
に
於
て
服
従
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
学
ぶ
の
で
あ
る
。
教
育
す
る
者
と
教
育
さ
れ
る
者
と

の
間
に
は
支
配
す
る
者
と
支
配
さ
れ
る
者
と
の
間
に
於
け
る
と
同
じ
関
係
が
あ
る
。
教
育
に
は
権
威
が
必
要
で
あ

る
。
権
威
は
力
（ijscuvV
）
を
伴
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
そ
れ
は
単
に
力
に
存
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
本
来
ロ

ゴ
ス
に
存
す
る
と
い
う
の
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
見
解
で
あ
っ
た
。
精
神
論
第
一
巻
第
五
章
に
は
、「
何
か
が
精

神
（y

uchv

）
よ
り
も
強
力
で
支
配
的
で
あ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
何
か
が
理
性
（nou:V

）
よ
り
も

支
配
的
で
あ
る
こ
と
は
更
に
一
層
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
も
の
が
本
性
上
優
先
と
権
威
を
有
す
る
と
い
う
の
は
正

当
で
あ
る
」、
と
云
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
教
育
さ
れ
る
者
と
教
育
す
る
者
と
は
す
で
に
最
初
に
論
じ
た
如
く
可

能
性
と
現
実
性
と
の
関
係
に
立
っ
て
お
り
、
教
育
と
い
う
一
つ
の
運
動
の
過
程
を
支
配
す
る
の
は
ロ
ゴ
ス
に
ほ
か

な
ら
な
い
と
い
う
の
が
彼
の
教
育
論
の
根
本
思
想
で
あ
る
。

三
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
教
育
を
国
家
の
仕
事
で
あ
る
と
考
え
た
が
、
そ
れ
が
単
に
国
家
に
の
み
属
す
る
と
は
考
え

な
か
っ
た
。
そ
の
政
治
学
の
中
で
彼
は
プ
ラ
ト
ン
の
国
家
論
を
詳
細
に
批
評
し
た
が
、
就
中
彼
は
プ
ラ
ト
ン
に
あ

っ
て
家
族
の
概
念
が
結
局
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
非
難
し
た
。
凡
て
の
子
供
が
凡
て
の
父
に
属
す
る
と
考
え

る
こ
と
は
家
族
を
廃
棄
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
が
教
育
は
徹
頭
徹
尾
国
家
に
よ
る
教
育
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
た
の
に
対
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
前
国
家
的
な
人
間
の
結
合
に
自
然
的
な
関
係
に
基
づ

く
教
育
的
力
を
認
め
て
い
る
。
エ
ウ
デ
モ
ス
倫
理
学
に
は
、「
家
族
の
う
ち
に
先
ず
友
情
や
市
民
的
生
活
や
正
義

の
端
初
と
源
泉
が
あ
る
」、
と
云
わ
れ
て
い
る
。

家
族
は
自
然
的
な
結
合
で
あ
る
。
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
八
巻
第
十
二
章
に
依
れ
ば
、
男
女
の
愛
は
一
つ
の
自

然
法
則
で
あ
る
。
人
間
は
本
性
上
国
家
的
な
も
の（politikovn

）で
あ
る
以
上
に
配
偶
的
な
も
の（sunduastikovn

）

で
あ
っ
て
、
家
族
は
自
然
的
に
は
国
家
よ
り
も
よ
り
先
な
る
も
の
、
よ
り
必
然
的
な
も
の
で
あ
り
、
生
殖
は
諸
々

の
動
物
に
よ
り
共
通
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
併
し
人
間
が
家
庭
を
営
む
の
は
単
に
生
活
の
た
め
の
み
で
は

な
く
、
生
活
の
要
求
す
る
万
般
の
事
柄
の
た
め
で
あ
る
。
人
間
の
仕
事
は
夙
に
分
化
さ
れ
て
お
り
、
男
女
に
於
て

異
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
等
は
各
自
の
も
の
を
共
同
の
も
の
の
た
め
に
差
し
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
互
い
に
助
け

合
う
。
彼
等
の
愛
に
は
快
楽
と
共
に
有
用
性
が
含
ま
れ
て
い
る
。
彼
等
が
善
き
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
愛
は
ま
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た
徳
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
男
と
女
と
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
徳
が
あ
る
。
そ
し
て
子
供
は
彼
等
の

楔
で
あ
っ
て
、
子
供
の
な
い
者
は
早
く
別
れ
易
い
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
子
供
は
双
方
に
と
っ
て
「
共
同
の
善
」
で

あ
り
、
共
同
の
も
の
は
結
合
す
る
、
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
述
べ
て
い
る
。
ま
た
動
物
発
生
論
第
三
巻
第
二
章
に

は
次
の
如
く
云
っ
て
い
る
。自
然
は
動
物
の
う
ち
に
子
供
に
対
す
る
心
遣
い
の
特
殊
な
感
覚
を
植
え
付
け
て
い
る
。

下
等
の
動
物
に
あ
っ
て
は
そ
れ
は
た
だ
子
供
の
誕
生
ま
で
の
こ
と
で
あ
り
、
他
の
も
の
に
あ
っ
て
は
し
か
し
子
供

が
出
来
上
る
ま
で
継
続
し
、
一
層
思
慮
あ
る
動
物
は
子
供
の
養
育
に
も
心
を
用
い
る
。
人
間
及
び
他
の
若
干
の
四

足
獣
の
如
く
最
も
思
慮
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
生
れ
た
子
供
に
対
す
る
親
し
さ
と
愛
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
か
く

し
て
子
供
に
対
す
る
自
然
の
愛
が
家
庭
に
於
け
る
教
育
の
基
礎
で
あ
る
。

家
族
は
一
つ
の
共
同
体
で
あ
る
。
然
る
に
凡
て
の
共
同
体
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
依
れ
ば
、「
同
じ
か
ら
ぬ

も
の
か
ら
」
或
は
「
形
相
に
於
て
異
な
る
も
の
か
ら
」
成
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
国
家
に
就
い
て
と
同
じ
く
家

族
に
就
い
て
も
云
わ
れ
得
る
こ
と
で
あ
る
。
家
族
に
於
て
男
女
は
同
じ
で
な
く
、
そ
の
仕
事
も
、
従
っ
て
ま
た
そ

の
徳
も
異
な
っ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
国
制
と
家
族
内
の
関
係
と
の
間
に
類
比
を
認
め
、王
制（basileiva

）

の
標
本
は
息
子
に
対
す
る
父
親
の
関
係
で
あ
り
、
貴
族
制
の
標
本
は
夫
婦
の
関
係
で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
（
ニ

コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
八
巻
第
十
章
）。
父
親
は
子
供
に
対
し
て
一
切
を
支
配
す
る
が
、
夫
は
自
己
の
価
値
に
従
っ
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
）

て
、
ま
た
夫
の
支
配
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
事
柄
に
関
し
て
支
配
し
、
し
か
し
お
よ
そ
妻
に
適
合
す
る
事
柄
は
妻
に

委
ね
る
の
で
あ
る
。
子
供
に
対
す
る
関
係
に
於
て
、
母
に
は
「
養
育
」（to; qrevy

ai

）
が
、
父
に
は
「
教
育
」（to; 

paideu:sai

）
が
属
し
て
い
る
。
蓋
し
、
す
べ
て
の
共
同
体
に
は
支
配
す
る
も
の
が
必
要
で
あ
り
、
権
力
或
は
権

威
を
担
う
も
の
な
し
に
は
（a[neu ajrcovntw

n

）
一
般
に
共
同
体
は
存
立
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
家
族
と
い
う
共

同
体
に
於
け
る
権
威
は
家
父
で
あ
っ
て
、
か
よ
う
な
家
父
に
教
育
は
属
し
て
い
る
。
教
育
は
人
間
の
共
同
生
活
の

一
般
的
法
則
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
国
家
に
於
て
力
を
有
す
る
の
は
法
制
と
倫
理
と
で
あ
る
よ
う
に
、
家
族
に
於

て
は
家
父
の
言
葉
と
習
慣
と
が
力
を
有
し
、
そ
れ
ら
が
教
育
の
源
泉
で
あ
る
。
法
制
や
家
父
の
言
葉
の
権
威
の
根

拠
は
理
性
に
あ
る
。
併
し
そ
れ
は
抽
象
的
な
も
の
で
な
く
て
習
慣
と
、
ま
た
倫
理
と
結
び
付
い
た
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
ノ
モ
ス
（
法
律
）
は
単
な
る
ロ
ゴ
ス
で
な
く
て
習
慣
的
に
な
っ
た
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
よ
う
に
、
家

父
の
ロ
ゴ
ス
（
言
葉
）
に
就
い
て
も
同
様
に
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
家
父
の
子
供
に
対
す
る
教
育
は
既
に
最
初

に
述
べ
た
よ
う
に
何
よ
り
も
訓
育
で
あ
る
。
子
供
に
於
て
無
節
制
に
な
り
易
い
衝
動
や
欲
望
を
父
親
の
命
令
に
よ

っ
て
制
御
し
、
理
性
に
従
わ
し
め
る
よ
う
に
習
慣
付
け
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
家
庭
に
於
け
る
教
育
は
主
と
し

て
性
格
的
乃
至
倫
理
的
徳
の
養
成
に
あ
る
。
か
か
る
教
育
が
可
能
で
あ
る
の
は
、こ
れ
も
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、

子
供
の
う
ち
に
善
き
も
の
に
対
す
る
理
性
的
な
ら
ぬ
衝
動
（a[logoV oJrmhv

）
が
存
す
る
た
め
で
あ
る
。
教
育
の
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端
初
は
理
性
で
あ
る
よ
り
も
徳
に
向
け
ら
れ
た
衝
動
で
あ
る
。
従
っ
て
悪
へ
の
衝
動
を
抑
止
し
つ
つ
、
快
を
見
出

す
べ
き
も
の
に
快
を
見
出
し
、
不
快
を
見
出
す
べ
き
も
の
に
不
快
を
見
出
す
よ
う
に
子
供
を
指
導
し
て
ゆ
く
こ
と

が
大
切
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
家
族
に
教
育
的
意
義
を
認
め
、ま
た
教
育
的
任
務
を
課
し
た
。

家
族
は
或
る
自
然
的
な
も
の
で
あ
り
、
世
代
の
継
起
に
基
づ
い
て
い
る
、
ひ
と
り
の
者
は
死
し
、
他
の
者
は
生
れ

る
、
し
か
も
絶
え
ず
流
れ
る
水
が
同
一
の
河
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
持
続
す
る
。
生
命
の
更
新
は
こ
の
共

同
体
の
条
件
で
あ
る
。
そ
し
て
か
よ
う
な
世
代
の
交
替
が
教
育
の
基
礎
で
あ
る
。
先
に
生
れ
た
者
は
後
に
生
れ
る

者
を
教
育
す
る
。
生
命
の
更
新
の
過
程
は
人
間
の
場
合
動
物
と
異
な
り
生
殖
の
ほ
か
に
教
育
的
意
義
を
伴
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
人
間
が
習
慣
を
作
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
依
る
の
で
あ
る
。
も
し
人
間
が
習
慣
を
作
る
も
の
で
な
い

な
ら
ば
、
家
庭
の
教
育
的
意
義
も
認
め
難
い
で
あ
ろ
う
。

併
し
な
が
ら
家
庭
に
於
け
る
教
育
は
公
共
的
に
、
そ
れ
故
に
国
家
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
教
育
の

基
礎
た
る
自
然
、
習
慣
、
理
性
の
三
位
を
こ
こ
に
想
起
す
る
な
ら
ば
、
家
族
は
自
然
、
そ
の
教
育
は
習
慣
、
そ
の

教
育
を
規
制
す
る
理
性
は
国
家
で
あ
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
政
治
学
第
一
巻
第
十
三
章
に
於
て
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
は
云
っ
て
い
る
、「
す
べ
て
の
家
族
は
国
家
の
部
分
で
あ
り
、
子
供
や
妻
は
家
族
の
部
分
で
あ
り
、
部

分
の
徳
は
全
体
の
徳
を
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
子
供
が
有
徳
で
あ
り
妻
が
有
徳
で
あ
る
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
）

か
ど
う
か
が
国
家
に
と
っ
て
何
等
か
の
差
を
生
ず
る
と
す
れ
ば
、
子
供
や
妻
は
国
制
に
対
す
る
関
係
に
於
て
教

育
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」。
家
族
は
自
然
的
に
は
国
家
よ
り
も
よ
り
先
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
ロ
ゴ
ス
的
に
は
国

家
が
家
族
よ
り
も
よ
り
先
な
る
も
の
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
は
原
理
（ajrchv

）
で
あ
り
、
原
理
は
支
配
す
る
も
の
（to; 

a[rcein

）
で
あ
り
、
原
理
は
動
か
す
も
の
、
そ
こ
か
ら
運
動
の
始
ま
る
最
初
の
も
の
で
あ
る
。
教
育
の
過
程
に
と

っ
て
原
理
は
国
家
で
あ
り
、
ロ
ゴ
ス
も
し
く
は
ノ
モ
ス
と
し
て
の
国
家
で
あ
る
。
個
人
は
自
足
的
で
な
く
、
家
族

も
、
部
落
も
、
な
お
十
分
に
自
足
的
な
も
の
で
は
な
い
、
た
だ
国
家
の
み
が
自
足
的
で
あ
る
。
然
る
に
国
家
が
自

足
的
で
あ
る
（aujtavrkw

V e[cein
）
た
め
に
は
善
く
秩
序
付
け
ら
れ
て
い
る
（eu\ diakei:sqai

）
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
国
制
（politeiva

）
と
は
支
配
の
秩
序
（tavxiV tw

:n ajrcw
:n

）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
国
家
の
教
育
は
国
制

の
維
持
を
目
差
し
、
こ
れ
に
相
応
す
る
徳
に
向
っ
て
そ
の
凡
て
の
成
員
を
教
育
す
る
こ
と
に
努
め
る
。
併
し
な
が

ら
国
家
は
全
体
と
し
て
、
個
人
を
抑
圧
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
い
。
人
間
が
た
だ
生
き
る
こ
と
で
な

く
て
「
幸
福
に
且
つ
善
く
生
き
る
こ
と
」
が
国
家
の
本
来
の
目
的
で
あ
る
。
然
る
に
そ
の
た
め
に
は
国
家
の
う
ち

に
秩
序
の
存
在
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
国
制
の
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

国
家
の
目
的
は
個
人
の
人
格
の
完
成
に
あ
る
が
、
国
家
そ
の
も
の
も
ま
た
国
制
を
形
相
と
し
て
統
一
さ
れ
た
一
個

の
人
格
で
あ
っ
て
、
国
家
人
格
の
維
持
と
発
展
と
の
た
め
に
は
そ
の
市
民
が
有
徳
の
人
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
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て
い
る
。
国
家
の
目
的
も
個
人
の
目
的
も
幸
福
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
徳
に
従
っ
て
の
活
動
で
あ
る
。
そ
し
て

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
依
れ
ば
個
人
の
幸
福
と
国
家
の
幸
福
と
は
同
一
で
あ
り
、「
最
善
の
生
活
即
ち
徳
に
従
っ
て

の
活
動
に
携
わ
る
に
足
り
る
だ
け
の
外
的
手
段
を
有
す
る
徳
を
も
っ
て
の
生
活
が
個
別
的
に
個
人
に
と
っ
て
も
全

体
と
し
て
国
家
に
と
っ
て
も
」
目
的
で
あ
る
。
国
家
は
「
善
く
生
き
る
こ
と
の
共
同
体
、
完
全
な
且
つ
自
足
的
な

生
活
の
た
め
の
共
同
体
」（koinw

niva tou: eu\ zh:V, zw
h:V televaV cavrin kai; aujtavrkouV

）
で
あ
る
、
と
政
治

学
第
三
巻
に
は
規
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
我
々
は
な
お
友
情
（φiliva

）
に
関
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
説
に
触
れ
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
謂
わ
ば
倫
理
学
か
ら
政
治
学
へ
の
橋
渡
し
を
す
る
も
の
で
あ
り
、
私
的
な
関
係
で
あ
り
な
が
ら
公
共

的
な
も
の
へ
の
移
行
き
を
準
備
す
る
も
の
で
あ
る
。
友
情
の
概
念
は
も
と
貴
族
層
の
う
ち
に
成
立
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
そ
の
場
合
友
情
は
同
時
に
教
育
的
関
係
を
含
ん
で
い
た
。
友
情
の
教
育
的
意
義
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
プ
ラ
ト

ン
の
哲
学
に
於
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。プ
ラ
ト
ン
の
学
園
に
於
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
友
情
を
深
く
体
験
し
た
が
、

恐
ら
く
そ
の
記
憶
が
彼
の
友
情
論
に
色
彩
を
与
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
ギ
リ
シ
ア
人
の
生
活
に
於
て
友
情
の
概
念

は
今
日
我
々
に
於
け
る
よ
り
も
遥
か
に
広
い
意
味
を
有
し
て
い
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
依
れ
ば
、
友
情
は
私
的

な
、
個
人
と
個
人
と
を
結
ぶ
関
係
で
あ
る
が
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
社
会
的
関
係
、
結
婚
や
家
庭
の
う
ち
に
も
表
現
さ
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
）

れ
る
も
の
で
あ
る
。
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
八
巻
に
於
て
は
、
単
に
友
達
の
間
の
友
情
の
み
で
な
く
、
親
子
の
間

の
友
情
、
夫
婦
の
間
の
友
情
、
兄
弟
の
間
の
友
情
等
に
就
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。
更
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
王

制
と
親
子
の
共
同
体
と
の
間
に
、
貴
族
制
と
夫
婦
の
共
同
体
と
の
間
に
、
有
産
者
制
（timokrativa

）
と
兄
弟
の

共
同
体
と
の
間
に
、
各
々
類
比
の
関
係
の
存
す
る
こ
と
を
認
め
、
こ
れ
ら
の
国
制
の
一
々
に
就
い
て
友
情
が
現
れ

る
、
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
彼
は
倫
理
的
な
友
情
と
法
的
な
友
情
と
を
区
別
し
、
前
者
は
友
達
へ
の
贈
物
の
如
き

場
合
を
い
い
、
後
者
は
市
場
に
於
け
る
取
引
の
如
き
場
合
を
意
味
し
、
こ
れ
ら
の
関
係
を
も
友
情
の
形
態
と
し
て

論
じ
て
い
る
。
友
情
は
自
然
の
命
令
で
あ
る
、
そ
れ
は
自
然
的
な
紐
帯
に
よ
っ
て
親
と
子
と
を
、
市
民
と
市
民
と

を
、
人
間
と
人
間
と
を
結
び
付
け
る
。「
実
際
誰
も
親
し
い
人
々
な
し
に
、
た
と
い
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
善
き
も

の
を
有
し
て
い
て
も
、
生
き
る
こ
と
を
選
ば
な
い
で
あ
ろ
う
」（
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
八
巻
第
一
章
）。
友
情
は

単
に
自
然
的
に
必
然
的
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
ま
た
道
徳
的
に
必
然
的
で
あ
る
。
友
情
は
或
る
徳
で
あ
り
、
も
し

く
は
徳
を
伴
う
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ひ
と
は
一
般
に
或
は
善
、
或
は
快
楽
、
或
は
有
用
な
も
の
の
い
ず
れ
か

を
愛
す
る
。
こ
の
こ
と
に
相
応
し
て
友
情
に
も
三
つ
の
種
類
が
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
真
の
友
情
と
云
わ
れ
得
る
の

は
善
を
求
め
る
そ
れ
で
あ
り
、
徳
を
根
柢
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
利
益
や
快
楽
の
た
め
の
友
情
が
移
り
変
り
易
い

の
に
反
し
て
、
こ
の
も
の
は
永
続
的
で
あ
り
、
真
の
幸
福
を
齎
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
如
何
な
る
外
的
な
も
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の
を
も
目
的
と
す
る
こ
と
な
く
、
自
己
並
び
に
友
人
の
人
格
を
目
的
と
す
る
、
そ
れ
は
自
己
並
び
に
友
人
を
善
き

も
の
、
正
し
き
も
の
へ
導
こ
う
と
す
る
、
ひ
と
が
自
己
に
願
う
こ
と
即
ち
自
己
の
精
神
の
う
ち
に
於
け
る
善
の
発

展
を
、
彼
は
友
人
、
彼
の
「
他
の
自
己
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
友
人
に
願
う
の
で
あ
る
。
徳
が
活
動
で
あ
る
限
り
、

友
情
は
徳
に
従
っ
て
の
生
活
に
と
っ
て
必
然
的
な
条
件
で
あ
る
。
自
己
の
人
間
性
の
発
展
を
友
情
の
う
ち
に
求
め

る
者
に
と
っ
て
は
愛
さ
れ
る
こ
と
よ
り
も
愛
す
る
こ
と
が
一
層
重
要
で
あ
る
。愛
の
こ
の
性
質
か
ら
し
て
親
と
子
、

夫
と
妻
、
支
配
す
る
者
と
支
配
さ
れ
る
者
と
い
う
が
如
き
同
等
な
ら
ぬ
者
の
間
に
も
友
情
の
可
能
で
あ
る
こ
と
が

説
明
さ
れ
る
。
か
く
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
依
れ
ば
凡
て
の
共
同
体
の
う
ち
に
友
情
が
存
在
す
る
。「
人
間
は
社

会
的
な
も
の
で
あ
り
、
生
を
共
に
す
る
こ
と
を
本
性
と
し
て
い
る
」（politiko;n ga;r oJ a[nqrw

poV kai; suzh:n 

pe φukovV

）。
人
間
の
社
会
的
本
性
は
友
情
に
於
て
直
接
に
現
れ
る
、
友
情
は
、
法
的
共
同
体
の
如
く
、
人
間
と
人

間
と
を
外
的
に
結
合
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
彼
の
最
も
内
的
な
本
質
に
於
て
結
合
す
る
の
で
あ
り
、
友
情
に
於

て
個
人
の
道
徳
は
道
徳
的
共
同
体
に
ま
で
発
展
す
る
の
で
あ
る
。け
れ
ど
も
こ
の
結
合
は
な
お
制
限
さ
れ
て
お
り
、

個
人
的
関
係
の
偶
然
的
な
も
の
に
縛
ら
れ
て
い
る
。
国
家
に
於
て
共
同
体
は
よ
り
大
き
な
範
囲
を
包
括
し
、
こ
こ

に
於
て
初
め
て
そ
れ
は
永
続
的
な
制
度
と
鞏
固
な
法
律
と
の
基
礎
の
上
に
建
て
ら
れ
る
。
併
し
な
が
ら
国
家
に
於

け
る
正
義
に
対
し
て
も
或
る
友
情
的
な
性
質
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
八
巻
第
一
章
に
は
次
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の
如
く
云
わ
れ
て
い
る
、「
友
情
は
国
家
を
統
合
す
る
は
た
ら
き
を
も
な
す
よ
う
で
あ
り
、
立
法
者
た
ち
は
正
義

に
関
し
て
よ
り
も
寧
ろ
友
情
に
関
し
て
努
力
す
る
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
協
和
（oJmovnoia

）
は
友
情
に
類
す

る
或
る
も
の
で
あ
っ
て
、
立
法
者
た
ち
の
希
求
す
る
の
は
何
よ
り
も
こ
の
協
和
で
あ
り
駆
除
し
つ
つ
あ
る
も
の
は

何
よ
り
も
協
和
の
敵
と
し
て
の
党
派
的
対
立
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
も
し
人
々
が
友
情
的
で
あ

る
な
ら
ば
何
等
正
義
を
要
し
な
い
の
に
反
し
て
、
た
と
い
正
義
で
あ
っ
て
も
な
お
友
情
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
ま

こ
と
に
正
義
の
最
た
る
も
の
は
友
情
的
な
性
質
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
思
わ
れ
る
」。
友
情
の
概
念
は
ギ

リ
シ
ア
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
社
会
観
、そ
の
「
教
育
国
家
」
の
思
想
に
と
っ
て
一
つ
の
重
要
な
基
礎
で
あ
っ
た
。
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第
四
章　

教
育
の
課
程

一

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
教
育
論
に
於
け
る
原
理
的
な
問
題
を
究
明
し
た
後
、
今
我
々
は
若
干
の
具
体
的
な
問
題
に

立
入
っ
て
検
討
し
て
お
こ
う
。
政
治
学
第
七
巻
及
び
第
八
巻
に
於
て
彼
は
最
善
の
国
制
に
於
け
る
教
育
が
如
何
な

る
も
の
で
あ
る
べ
き
か
に
就
い
て
語
っ
て
い
る
。
尤
も
そ
の
論
述
は
完
結
し
た
も
の
で
な
く
、
遺
憾
な
が
ら
ト
ル

ソ
【
胴
体
だ
け
＝
未
完
】
に
止
ま
っ
て
い
る
。

教
育
の
端
初
的
基
礎
は
自
然
で
あ
る
。
自
然
と
い
う
語
は
種
々
の
意
味
を
有
す
る
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
身
体

的
な
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。
従
っ
て
教
育
に
於
て
は
先
ず
身
体
の
教
育
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
政
治

学
第
七
巻
第
十
五
章
に
は
次
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
、「
と
こ
ろ
で
身
体
は
生
成
に
於
て
精
神
よ
り
も
よ
り
先
な

る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
理
性
的
な
ら
ぬ
部
分
は
理
性
を
有
す
る
部
分
よ
り
も
よ
り
先
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も

明
ら
か
で
あ
る
。
小
さ
い
子
供
は
生
れ
る
と
直
ぐ
怒
り
や
意
欲
や
ま
た
欲
望
を
有
し
て
い
る
、
然
る
に
悟
性
や
理

性
は
彼
等
が
生
長
す
る
に
従
っ
て
自
然
に
生
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
身
体
に
対
す
る
配
慮
（ejpimevleia tou: 
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育
論
）

sw
vmatoV

）
は
精
神
に
対
す
る
配
慮
よ
り
も
よ
り
先
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
そ
し
て
次
に
欲
求
的
部
分

に
対
す
る
配
慮
が
従
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
併
し
な
が
ら
欲
求
的
部
分
に
対
す
る
配
慮
は
理
性
の
た
め
の
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
身
体
に
対
す
る
配
慮
は
精
神
の
た
め
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」。
即
ち
教
育
は
生
成
の
順
序

に
従
っ
て
（th:/ genevsei
）
行
わ
れ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
、
身
体
の
教
育
は
精
神
の
教
育
よ
り
も
よ
り
先
な
る

も
の
で
あ
り
、
精
神
に
就
い
て
も
欲
求
的
部
分
の
教
育
は
悟
性
や
理
性
の
教
育
よ
り
も
よ
り
先
な
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
生
成
の
順
序
は
目
的
の
順
序
或
は
論
理
的
順
序
と
逆
で
あ
る
。
そ
の
目
的
に
従
え
ば
、
身

体
の
教
育
は
精
神
の
た
め
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
欲
求
的
部
分
の
教
育
は
理
性
の
た
め
の
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。

子
供
の
教
育
に
就
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
両
親
に
ま
で
溯
っ
て
一
種
の
優
生
学
的
思
想
を
さ
え
述
べ
て
い

る
。
即
ち
彼
は
夫
婦
の
関
係
並
び
に
親
子
の
関
係
に
と
っ
て
生
ず
る
結
果
を
顧
慮
し
て
、
如
何
な
る
年
齢
に
於
て

結
婚
し
、
ま
た
子
供
を
儲
く
べ
き
か
が
立
法
的
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
を
欲
し
た
。
結
婚
は
男
子
に
あ
っ
て
三
十
七

歳
前
後
に
、
女
子
に
あ
っ
て
は
十
八
歳
頃
に
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
年
齢
で
結
婚
す
れ
ば
、
一
方
夫
婦
生
活

は
完
全
な
体
力
を
も
っ
て
行
わ
れ
、
他
方
男
女
に
と
っ
て
同
時
に
生
殖
力
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
子
供

を
適
当
な
時
に
儲
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
子
供
と
父
と
の
年
齢
が
余
り
に
隔
た
っ
て
い
る
の
は
好
く
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な
い
、
そ
の
場
合
に
は
両
親
は
晩
年
に
子
供
か
ら
感
謝
を
享
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
子
供
も
両
親
の
側
か
ら

正
し
い
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
妊
婦
に
対
し
て
は
適
当
な
身
体
上
の
注
意
が
な
さ
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
不
具
の
子
供
は
除
く
の
が
好
い
、
ま
た
子
供
の
数
は
法
律
的
に
定
め
ら
れ
、
そ
れ
以
上
の
数
の
子
供
、

及
び
両
親
が
余
り
に
老
い
て
い
る
か
余
り
に
若
い
時
の
子
供
は
、「
感
覚
と
生
命
が
生
じ
な
い
以
前
」
に
除
く
の

が
好
い
、
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
考
え
た
。
か
よ
う
な
こ
と
は
古
代
に
於
て
は
一
般
に
非
難
さ
れ
な
か
っ
た
の
で

あ
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
未
だ
生
命
を
有
し
な
い
も
の
は
権
利
を
有
し
な
い
と
し
て
、
そ
れ
が
許
さ
れ
る
と

考
え
た
の
で
あ
る
。

子
供
に
対
す
る
教
育
的
配
慮
は
生
れ
た
時
か
ら
直
ぐ
に
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ど
の
よ
う
な
栄
養
が
与
え
ら
れ

る
か
は
、
彼
等
の
身
体
の
力
強
い
発
達
に
と
っ
て
大
き
な
差
異
を
生
ず
る
。
豊
富
な
乳
に
よ
っ
て
育
て
る
こ
と
が

身
体
に
は
最
も
適
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。酒
は
病
気
の
原
因
と
な
る
故
に
全
然
遠
ざ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

幼
い
者
に
適
す
る
程
度
の
運
動
が
勧
め
ら
れ
る
。
ま
た
小
さ
い
時
か
ら
寒
さ
に
慣
れ
さ
せ
る
こ
と
が
善
い
の
で
あ

っ
て
、
こ
れ
は
健
康
の
た
め
に
も
、
後
の
軍
事
的
有
能
性
の
た
め
に
も
甚
だ
有
益
で
あ
る
。
子
供
を
慣
れ
さ
せ
る

こ
と
の
で
き
る
一
切
の
事
柄
に
就
い
て
、
最
初
か
ら
慣
れ
さ
せ
る
こ
と
、
し
か
も
段
階
的
に
（ejk prosagw

gh:V

）

慣
れ
さ
せ
る
こ
と
が
最
も
善
い
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
子
供
の
身
体
は
そ
の
自
然
的
な
暖
か
さ
の
た
め
に
容
易
に
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寒
さ
に
慣
れ
る
も
の
で
あ
る
。こ
れ
ら
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
配
慮
が
生
れ
た
子
供
に
対
し
て
先
ず
必
要
で
あ
る
。

五
歳
に
至
る
ま
で
子
供
に
形
式
的
な
学
問
や
激
烈
な
労
作
を
授
け
る
こ
と
は
善
く
な
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
発
育

が
妨
げ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
身
体
が
怠
け
な
い
た
め
に
必
要
な
運
動
を
さ
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
は

遊
戯
に
よ
っ
て
も
達
せ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
併
し
遊
戯
も
自
由
人
と
し
て
生
れ
た
者
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
余
り
に
努
力
を
要
す
る
も
の
で
も
放
埒
な
も
の
で
も
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
幼
い

者
の
耳
に
適
す
る
物
語
や
お
伽
噺
に
就
い
て
も
正
し
い
選
択
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
凡
て
こ
れ
ら
の
こ
と
は
後

の
生
活
過
程
に
対
す
る
準
備
で
あ
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
遊
戯
は
子
供
が
成
人
し
た
場

合
に
携
わ
る
よ
う
な
事
柄
の
模
倣
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
子
供
が
奴
隷
と
で
き
る
だ
け
交
わ
ら
な
い
よ
う
に

注
意
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
於
て
既
に
す
べ
て
野
卑
な
も
の
は
眼
や
耳
か
ら
遠
ざ
け
る
こ
と
が

大
切
な
の
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
立
法
者
は
淫
猥
な
言
葉
を
街
か
ら
駆
逐
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
放
埒
な
絵

画
や
演
劇
を
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
子
供
は
七
歳
に
至
る
ま
で
家
庭
で
教
育
さ
れ
る
。
五
歳
か
ら

七
歳
へ
の
二
ケ
年
の
間
は
彼
等
が
後
に
学
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
学
科
の
授
業
に
聴
講
者
と
し
て
参
加
す
る
の
が

適
当
で
あ
る
。
そ
し
て
七
歳
か
ら
彼
は
公
共
の
教
育
に
委
ね
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
二
十
一
歳
ま
で
継
続

す
る
。
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公
の
教
育
に
於
て
も
自
然
の
順
序
と
し
て
体
育
（gumnastikhv

）
が
よ
り
先
な
る
も
の
で
あ
る
。
政
治
学
第
八

巻
第
三
章
の
中
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
云
っ
て
い
る
、「
と
こ
ろ
で
教
説
に
よ
っ
て
（tw

:/ lovgw
/

）
よ
り
も
よ
り

先
に
習
慣
に
よ
っ
て
（toi:V e[qesin

）
教
育
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
知
性
よ
り
も
よ
り
先
に
身
体
に
就
い
て
教

育
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
こ
と
か
ら
し
て
子
供
に
先
ず
体
操
や
角
力
が
授
け
ら
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
が
従
っ
て
来
る
。
な
ぜ
な
ら
体
操
は
身
体
の
あ
る
べ
き
状
態
（e{xiV

）
を
作
り
出
し
、

角
力
は
そ
の
作
業
（e[rga
）
を
作
り
出
す
か
ら
で
あ
る
」。
体
育
の
目
的
は
闘
技
者
を
作
る
こ
と
で
な
く
て
身
体

を
健
康
に
力
強
く
す
る
こ
と
に
あ
る
。
少
年
に
闘
技
者
の
性
質
を
与
え
よ
う
と
し
て
不
自
然
に
努
力
さ
せ
る
こ
と

は
却
っ
て
身
体
の
形
と
生
長
と
を
害
す
る
こ
と
に
な
る
。
成
人
す
る
ま
で
は
激
烈
な
運
動
は
適
し
な
い
。
ま
た
ス

パ
ル
タ
の
教
育
に
於
て
の
よ
う
に
、
体
育
を
一
面
的
に
強
調
す
る
こ
と
も
間
違
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
勇
気
を
養
う

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
併
し
た
だ
身
体
的
訓
練
を
の
み
行
う
こ
と
は
真
の
勇
気
か
ら
離
れ
た
粗
暴

を
作
り
出
す
こ
と
に
な
る
、
そ
れ
は
そ
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
の
戦
争
に
於
け
る
卓
越
性
に
さ
え
達
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
善
く
戦
い
得
る
の
は
狼
或
は
そ
の
他
の
猛
獣
で
な
く
て
立
派
な
人
間
で
あ
る
。
子
供
の
教
育
に
於
て

身
体
の
鍛
錬
と
偏
頗
な
る
軍
事
的
教
育
と
を
過
度
に
重
ん
ず
る
者
は
、子
供
を
他
の
点
に
於
て
無
教
育
な
ら
し
め
、

バ
ナ
ウ
ソ
ス
な
人
間
に
な
す
も
の
で
あ
る
。
彼
等
の
子
供
を
専
ら
国
家
に
役
立
つ
よ
う
に
な
そ
う
と
し
て
却
っ
て
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こ
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
ひ
と
は
身
体
と
精
神
と
を
同
時
に
苦
し
め
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
二
つ
の
活
動
は
本
性
上
反
対
の
作
用

を
な
す
も
の
で
あ
る
。
即
ち
身
体
的
労
働
は
精
神
を
妨
げ
、
精
神
的
労
働
は
身
体
を
妨
げ
る
。
そ
れ
故
に
こ
の
場

合
に
も
中
庸
を
得
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
正
し
い
活
動
と
い
う
の
は
つ
ね
に
過
剰
と
過
少
と
を
避
け
て
正
し
い

中
を
取
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
我
々
の
行
動
に
於
け
る
正
し
い
比
例
（ojrqo;V lovgoV

）
は
、
単
に
そ
の
対
象

か
ら
規
定
さ
れ
る
の
で
な
く
、
寧
ろ
我
々
自
身
の
本
性
に
従
っ
て
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
勇
気
の
徳
が
粗
暴
と

臆
病
と
の
中
間
に
存
す
る
よ
う
に
、
身
体
と
精
神
と
の
間
に
も
我
々
の
本
性
に
従
っ
て
正
し
い
比
例
の
立
て
ら
れ

る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
こ
こ
に
明
ら
か
で
あ
る
如
く
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
徳
の
根
本
的
規
定
と
し
て
掲
げ
る

中
庸
は
単
に
数
学
的
な
中
間
を
意
味
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
は
人
間
の
本
性
に
従
っ
て
正
し
い
比
例
が
形

作
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
身
体
と
精
神
と
の
間
の
中
庸
は
精
神
が
身
体
に
対
し
て
支
配
的
で
あ
る
こ
と

に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
精
神
が
支
配
し
身
体
が
服
従
す
る
と
い
う
の
が
両
者
の
本
性
に

ふ
さ
わ
し
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

二
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身
体
の
力
と
美
と
を
養
う
た
め
に
体
育
が
あ
る
よ
う
に
、
精
神
の
力
と
美
と
を
養
う
た
め
に
ム
ー
シ
ケ
ー

（mousikhv
）
が
あ
る
。
ギ
ュ
ム
ナ
ス
チ
ケ
ー
（
体
育
）
と
ム
ー
シ
ケ
ー
と
は
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
教
養
の
二
つ

の
主
要
な
手
段
で
あ
っ
た
。
両
者
は
身
体
と
精
神
の
関
係
と
同
様
の
関
係
に
立
っ
て
い
る
、
即
ち
精
神
が
身
体
に

対
し
て
支
配
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
よ
う
に
、
教
養
に
於
て
も
ム
ー
シ
ケ
ー
は
ギ
ュ
ム
ナ
ス
チ
ケ
ー
に
対
し
て

優
越
な
位
置
を
占
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
ム
ー
シ
ケ
ー
と
い
う
語
は
も
と
音
楽
、
そ
し
て
ま
た
詩
人
や
雄

弁
家
の
知
識
を
包
括
し
て
謂
う
の
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
優
位
の
関
係
に
従
っ
て mousikovV 

即
ち
ム
ー
シ
ケ
ー

に
長
け
た
る
人
と
い
う
語
は pepaideumevnoV 

即
ち
教
養
あ
る
人
と
い
う
の
と
同
じ
意
味
に
な
る
。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
は
実
際
ム
ー
シ
コ
ス
と
い
う
語
を
屡
々
教
養
あ
る
人
と
い
う
意
味
に
用
い
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
哲
学
を
最

大
の
ム
ー
シ
ケ
ー
と
称
し
、
ま
た
彼
は
ム
ー
シ
コ
ス
を
ば
智
慧
と
美
と
を
愛
す
る
者
と
称
し
た
。
イ
ソ
ク
ラ
テ
ス

は
哲
学
と
教
育
（
パ
イ
デ
イ
ア
）
と
を
同
一
に
視
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
も
或
る
意
味
で
は
哲
学
と
教

育
と
は
同
一
で
あ
る
が
、
併
し
哲
学
に
対
し
教
育
は
そ
の
市
民
的
な
性
格
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
。
政
治
学
第
二

巻
第
五
章
に
於
て
は
、
教
育
と
共
に
習
慣
、
哲
学
及
び
法
律
が
国
家
を
形
成
す
る
力
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

い
ま
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
政
治
学
の
書
は
次
の
如
き
注
目
す
べ
き
文
章
を
も
っ
て
終
っ
て
い
る
、「
明
ら
か
に

教
育
は
三
つ
の
規
定
即
ち
中
間
的
な
も
の
（to; mevson

）、可
能
な
も
の
（to; dunatovn

）、及
び
釣
合
え
る
も
の
（to; 
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prevpon
）
を
目
標
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」。
こ
こ
に
要
求
さ
れ
て
い
る
中
間
的
な
も
の
と
は
云
う
ま
で
も
な
く

徳
の
根
本
的
規
定
と
し
て
の
正
し
い
中
間
或
は
中
庸
の
こ
と
で
あ
る
。
次
に
可
能
な
も
の
と
は
熟
達
す
る
こ
と
の

で
き
る
も
の
、
容
易
に
習
得
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
を
指
し
て
い
る
。
教
育
は
学
ぶ
者
に
到
底
不
可
能
の
よ
う

な
も
の
を
強
要
し
て
は
な
ら
ぬ
。
ま
た
釣
合
え
る
も
の
と
は
自
由
人
と
し
て
生
れ
た
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を

意
味
し
て
い
る
。
将
来
の
市
民
た
る
べ
き
者
は
自
由
人
に
値
す
る
も
の
、
彼
等
の
身
体
や
精
神
を
下
賤
に
し
な
い

も
の
の
み
を
学
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
。
正
し
い
中
間
、
可
能
な
も
の
、
釣
合
え
る
も
の
と
い
う
三
つ
の
規
定
は
一
般
に

ム
ー
シ
ケ
ー
の
目
標
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

初
等
教
育
と
し
て
必
要
な
の
は
、
体
操
の
ほ
か
に
、
先
ず
読
む
こ
と
と
書
く
こ
と
即
ち gravmmata 

で
あ

り
、
な
お
ま
た
図
画
（gra φikhv

）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
基
礎
的
教
育
は
「
普
通
教
育
」（aiJ katabeblhmevnai 

maqhvseiV

）
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
学
科
は
有
用
性
と
自
由
な
教
養
と
の
双
方
に
関
係
し
て
い
る
。
読

み
書
き
は
商
業
や
交
通
に
と
っ
て
実
用
的
価
値
を
有
す
る
と
共
に
、
そ
れ
自
身
の
た
め
に
求
め
ら
れ
る
学
問
の
基

礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
図
画
は
そ
の
実
際
的
有
用
性
の
ほ
か
に
身
体
の
美
の
鑑
賞
に
対
す
る
眼
を
養
わ
せ
る
も

の
で
あ
る
。

ム
ー
シ
ケ
ー
に
就
い
て
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
先
ず
狭
義
に
於
け
る
そ
れ
、
即
ち
音
楽
を
問
題
に
し
て
い
る
。
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音
楽
は
、
娯
楽
に
、
道
徳
的
教
育
に
、
情
緒
の
浄
化
（kavqarsiV

）
に
、
高
尚
な
快
楽
を
伴
う
活
動
（diagw

ghv

）

に
役
立
つ
。
子
供
の
教
育
に
と
っ
て
は
主
と
し
て
そ
の
倫
理
的
効
果
が
重
要
で
あ
る
。
独
立
の
活
動
と
し
て
そ
れ

に
携
わ
る
に
は
子
供
は
未
だ
成
熟
し
て
い
な
い
。
娯
楽
と
休
養
と
に
と
っ
て
音
楽
は
甚
だ
適
し
て
い
る
、
そ
れ
は

害
の
な
い
快
楽
を
与
え
る
か
ら
。
併
し
娯
楽
は
学
習
の
目
的
で
は
な
い
。「
学
ぶ
者
は
戯
れ
る
の
で
は
な
い
、
学

ぶ
こ
と
は
苦
労
を
伴
う
の
で
あ
る
」。
学
ぶ
者
は
真
面
目
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
音
楽
の
効
能
を
娯
楽
に
限
る
と

い
う
こ
と
は
そ
れ
を
正
し
く
評
価
す
る
所
以
で
は
な
い
。
音
楽
は
他
の
如
何
な
る
芸
術
よ
り
も
一
層
多
く
道
徳
的

な
性
質
や
状
態
を
現
し
て
い
る
。
怒
り
、
優
し
さ
、
勇
気
、
し
と
や
か
さ
、
徳
と
過
誤
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
感
情

は
音
楽
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
る
。
こ
の
表
現
は
聴
く
者
の
心
の
う
ち
に
類
似
の
感
情
を
喚
び
起
す
。
我
々
は
或
る

一
定
の
も
の
に
快
も
し
く
は
不
快
の
感
情
を
抱
く
よ
う
に
慣
ら
さ
れ
、
そ
し
て
我
々
が
生
活
の
模
倣
に
於
て
慣
ら

さ
れ
た
通
り
に
我
々
は
実
際
の
生
活
に
於
て
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
徳
は
善
き
も
の
に
快
を
感
じ
、
悪
し

き
も
の
に
不
快
を
感
じ
る
と
こ
ろ
に
存
す
る
。
従
っ
て
音
楽
は
最
も
重
要
な
教
育
手
段
の
一
つ
で
あ
る
、
そ
の
効

果
は
年
少
者
に
あ
っ
て
は
そ
れ
と
結
び
付
い
た
快
楽
に
よ
っ
て
少
な
か
ら
ず
強
め
ら
れ
る
故
に
、
そ
れ
は
一
層
重

要
で
あ
る
。
か
よ
う
な
見
地
か
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
音
楽
に
於
け
る
教
育
に
対
す
る
規
則
を
立
て
て
い
る
。
そ

の
教
育
は
自
分
自
身
の
学
習
と
結
び
付
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。「
或
る
性
質
の
獲
得
に
と
っ
て
ひ
と
が
自
分
で
そ
の
活
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動
に
携
わ
る
か
否
か
が
多
く
の
差
異
を
有
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
活
動
に
携
わ
る
こ
と
な
し
に
善
き

批
評
家
（krith;V spoudai:oV

）
に
な
る
こ
と
は
不
可
能
に
属
す
る
か
或
は
困
難
で
あ
る
」。
け
れ
ど
も
芸
術
の

実
行
そ
の
も
の
が
目
的
で
な
く
て
美
を
批
評
し
正
し
く
楽
し
み
得
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
実
行
は
若

い
時
代
に
限
ら
れ
、
成
人
し
て
か
ら
音
楽
を
な
す
こ
と
は
不
適
当
で
あ
る
。
子
供
に
あ
っ
て
も
芸
術
の
識
者
と
芸

術
の
実
際
家
と
を
区
別
す
る
と
こ
ろ
の
度
を
越
え
て
は
な
ら
ぬ
。
後
者
に
あ
っ
て
は
音
楽
は
バ
ナ
ウ
ソ
ス
な
仕
事

で
あ
り
、
然
る
に
自
由
な
人
間
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
教
養
と
教
育
と
の
手
段
で
あ
る
。
こ
の
見
地
に
従
っ
て
楽
器

や
音
楽
の
種
類
の
選
択
も
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

さ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
政
治
学
の
書
は
か
く
し
て
音
楽
論
を
も
っ
て
終
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
れ
を
さ
え
完

結
す
る
こ
と
な
し
に
中
断
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
尤
も
今
日
我
々
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
教
育
論
と
し

て
取
り
出
し
得
る
も
の
は
政
治
学
に
於
け
る
そ
の
固
有
な
部
分
（
第
七
巻
、
第
八
巻
）
に
限
ら
れ
る
こ
と
な
く
、

そ
れ
が
彼
の
諸
著
作
の
到
る
処
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
我
々
が
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
も

知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
限
り
な
く
豊
富
な
宝
庫
か
ら
ひ
と
は
永
久
に
価
値
あ
る
思
想
を
取
り
出
す
こ
と
が
で

き
、
ま
た
取
り
出
す
こ
と
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
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と
こ
ろ
で
爾
余
の
教
説
の
う
ち
特
に
注
目
す
べ
き
も
の
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
方
法
論
で
あ
る
。
彼
に
よ
っ
て

発
達
さ
せ
ら
れ
た
方
法
論
は
教
育
学
に
対
す
る
極
め
て
貴
重
な
寄
与
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
根
本
的
見
解

に
依
れ
ば
、
教
育
は
生
成
で
あ
る
。
教
育
は
生
成
と
し
て
先
ず
人
間
の
身
体
及
び
精
神
の
自
然
的
生
成
の
順
序
に

従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
教
育
は
発
生
的
方
法
を
重
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
こ
の
発
生
的
方
法
は
一
般

に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
に
と
っ
て
重
要
な
方
法
で
あ
り
、彼
は
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
こ
の
方
法
を
用
い
て
い
る
。

例
え
ば
形
而
上
学
の
初
め
に
於
て
彼
は
学
の
発
生
の
順
序
を
記
し
て
、
感
性
知
覚
、
記
憶
、
経
験
、
学
と
い
う
四

つ
の
段
階
を
挙
げ
て
い
る
。
教
育
に
於
て
も
こ
の
発
生
の
順
序
を
考
慮
し
て
段
階
的
に
教
育
の
行
わ
れ
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。「
凡
て
知
性
的
な
教
え
と
学
び
と
は
既
存
の
知
識
か
ら（ejk prou&parcouvshV gnw

vsew
V

）生
ず
る
」

と
い
う
の
は
先
に
も
引
用
し
た
分
析
論
後
書
の
冒
頭
の
句
で
あ
る
。
教
育
は
教
育
さ
れ
る
者
に
於
て
既
に
存
す
る

知
識
か
ら
出
発
し
て
よ
り
高
い
所
へ
順
次
に
導
い
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

併
し
な
が
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
は
単
な
る
発
生
論
で
は
な
い
。
彼
は
発
生
的
順
序
も
し
く
は
時
間
的
順

序
と
論
理
的
順
序
も
し
く
は
本
質
的
順
序
と
が
逆
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
つ
ね
に
述
べ
て
い
る
。
即
ち
彼
は
「
本

性
上
よ
り
先
な
る
も
の
」（provteron h:/t φuvsei

）
と
「
我
々
に
と
っ
て
よ
り
先
な
る
も
の
」（provteron pr;oV 
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ス
ト
テ
レ
ス
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教
育
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hJma:V

）
と
を
区
別
し
た
。
本
性
上
よ
り
先
な
る
も
の
は
ま
た
本
性
上
よ
り
よ
く
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
我
々
に

と
っ
て
よ
り
先
な
る
も
の
は
ま
た
我
々
に
と
っ
て
よ
り
よ
く
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
両
者
は
逆
の
関
係
に
あ

る
。
ト
ピ
カ
第
六
巻
第
四
章
に
は
次
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
、「
端
的
に
（
即
ち
本
性
上
）
よ
り
よ
く
知
ら
れ
る

も
の
は
よ
り
後
な
る
も
の
に
対
し
て
よ
り
先
な
る
も
の
で
あ
る
、
例
え
ば
点
は
線
よ
り
も
、
線
は
面
よ
り
も
、
面

は
体
よ
り
も
よ
り
よ
く
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
同
様
に
単
位
は
数
よ
り
も
よ
り
よ
く
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

蓋
し
単
位
は
あ
ら
ゆ
る
数
の
よ
り
先
な
る
も
の
で
あ
り
、
原
理
で
あ
る
。
文
字
の
綴
に
対
す
る
関
係
も
同
様
で
あ

る
。
然
る
に
我
々
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
屡
々
逆
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
体
は
最
も
多
く
感
覚
に
入
っ
て
来
る
、
面
は

線
よ
り
も
、
線
は
点
よ
り
も
よ
り
多
く
そ
う
で
あ
る
。
一
般
人
は
感
覚
的
な
も
の
を
よ
り
先
に
知
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
な
も
の
は
有
り
合
せ
の
理
解
力
で
捉
え
ら
れ
る
が
、
他
の
も
の
（
即
ち
本
性
上
よ
り
先
な
る
も
の
）
は
精

密
な
優
れ
た
理
解
力
を
必
要
と
す
る
」。
か
よ
う
に
し
て
本
性
上
よ
り
先
な
る
も
の
は
本
性
よ
り
よ
く
知
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
に
し
て
も
我
々
に
と
っ
て
は
理
解
に
よ
り
困
難
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
が
学
ぶ
に
あ
た
っ
て
は

本
性
上
よ
り
後
な
る
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
我
々
に
と
っ
て
よ
り
先
な
る
も
の
、
従
っ
て
我
々
に
と
っ
て
よ
り
よ

く
知
ら
れ
る
も
の
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
形
而
上
学
第
七
巻
第
三
章
に
は
次
の
如
く
云
わ
れ
て
い
る
、「
学

び
は
凡
て
の
者
に
と
っ
て
本
性
上
よ
り
少
な
く
知
ら
れ
る
も
の
か
ら
よ
り
多
く
知
ら
れ
る
も
の
へ
進
む
の
で
あ
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る
。
恰
も
実
践
に
於
て
各
人
に
と
っ
て
善
な
る
も
の
か
ら
始
め
て
一
般
に
善
な
る
も
の
を
各
人
に
と
っ
て
善
な
る

も
の
に
な
す
こ
と
が
我
々
の
仕
事
で
あ
る
よ
う
に
、
自
分
に
と
っ
て
よ
り
よ
く
知
ら
れ
る
も
の
か
ら
始
め
て
本
性

上
知
り
得
る
も
の
を
自
分
に
と
っ
て
知
り
得
る
も
の
と
な
す
こ
と
が
我
々
の
仕
事
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
各
人
に
と

っ
て
知
り
得
る
も
の
、
先
な
る
も
の
は
屡
々
極
め
て
僅
か
知
り
得
る
も
の
で
あ
り
、
少
し
し
か
或
は
全
く
実
在
性

を
有
せ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
ひ
と
は
価
値
が
少
な
く
と
も
自
分
に
と
っ
て
知
り
得
る
も
の
か
ら
出
発
し

て
、
既
に
云
っ
た
如
く
、
か
よ
う
に
自
分
の
知
り
得
る
も
の
を
通
じ
て
、
一
般
に
知
り
得
る
も
の
を
知
る
こ
と
に

努
め
ね
ば
な
ら
ぬ
」。
こ
こ
に
我
々
は
知
的
教
育
と
道
徳
的
教
育
と
の
間
に
於
け
る
類
似
の
示
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
道
徳
的
教
育
に
於
て
も
各
人
に
と
っ
て
善
な
る
も
の
か
ら
一
般
に
善
な
る
も
の
へ

進
む
の
が
順
序
で
あ
る
。
形
而
上
学
第
五
巻
第
一
章
に
於
け
る ajrchv

（
端
初
、
原
理
）
の
概
念
の
説
明
に
あ
た

っ
て
ま
た
次
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
、「
端
初
と
は
そ
こ
か
ら
各
々
の
物
が
最
も
善
く
生
ず
る
と
こ
ろ
の
も
の
で

あ
る
、
例
え
ば
学
び
に
於
て
我
々
は
屡
々
最
初
の
も
の
、
物
の
端
初
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
な
く
、
寧
ろ

そ
こ
か
ら
最
も
容
易
に
学
び
得
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」。
然
る
に
我
々
に
と
っ
て
よ
り

先
な
る
も
の
と
い
う
の
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
単
に
各
人
の
知
覚
や
経
験
を
意
味
す
る
の
み
で
な
く
、
ま
た

我
々
に
と
っ
て
既
に
社
会
的
に
歴
史
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
を
意
味
し
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
そ
の
研
究



三
〇
三

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
）

に
於
て
言
葉
を
、
従
っ
て
社
会
の
常
識
や
先
人
の
意
見
を
研
究
の
出
発
点
と
し
て
重
ん
じ
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ

る
。か

よ
う
に
し
て
我
々
に
と
っ
て
よ
り
先
な
る
も
の
は
学
の
研
究
の
端
初
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
学
の
論
理

的
端
初
或
は
原
理
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
却
っ
て
逆
に
、
本
性
上
よ
り
先
な
る
も
の
に
よ
っ
て
よ
り
後
な
る
も
の

を
知
る
こ
と
が
学
の
本
質
で
あ
る
。
学
と
い
わ
る
べ
き
も
の
は
原
因
の
知
識
で
あ
る
。
単
に
「
斯
く
あ
る
」（to; 

o{ti

）
と
い
う
こ
と
を
知
る
に
止
ま
ら
な
い
で
「
何
故
に
然
る
か
」（to; diovti

）
と
い
う
こ
と
を
知
る
の
が
学
で

あ
る
。
教
え
る
者
は
か
よ
う
な
学
を
把
持
せ
る
者
と
し
て
、
言
い
換
え
れ
ば
原
因
の
知
識
を
有
す
る
者
と
し
て
教

え
得
る
の
で
あ
る
。
形
而
上
学
は
究
極
的
な
原
因
の
学
で
あ
る
故
に
他
の
学
よ
り
も「
よ
り
多
く
教
え
得
る
も
の
」

（didaskalikh; ma:llon

）
で
あ
る
、
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
云
っ
て
い
る
。
人
を
教
え
る
に
は
我
々
に
と
っ
て

よ
り
先
な
る
も
の
か
ら
始
め
る
に
し
て
も
、
教
え
る
者
自
身
は
本
性
上
よ
り
先
な
る
も
の
を
既
に
知
っ
て
い
る
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
に
と
っ
て
よ
り
先
な
る
も
の
は
特
殊
な
も
の
で
あ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
然
る
に
学

は
普
遍
的
な
も
の
に
就
い
て
の
知
識
で
あ
る
。「
普
遍
が
尊
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
原
因
を
明
ら
か

に
す
る
か
ら
で
あ
る
」、
と
分
析
論
後
書
第
一
巻
第
三
十
一
章
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。
教
え
る
と
い
う
の
は
物
の

原
因
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
学
ぶ
と
い
う
の
は
物
の
原
因
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
形
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而
上
学
の
初
め
に
於
て
学
の
性
質
の
規
定
と
し
て
、
そ
れ
が
普
遍
に
就
い
て
の
知
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
原
因

の
知
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
共
に
、
教
え
得
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
学
は
教
え
得
る
も

の
、
従
っ
て
ま
た
学
び
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
六
巻
第
三
章
に
於
て
は
、
す
べ

て
の
学
（ejpisthvmh
）
は
教
え
得
る
も
の
（didakthv

）
で
あ
り
、
学
の
内
容
（to; ejpisthtovn

）
は
学
び
得
る
も

の
（maqhtovn

）
で
あ
る
、
と
明
瞭
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
学
が
方
法
的
な
知
識
で
あ
る
こ
と
を

意
味
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
と
っ
て
教
え
得
る
と
い
う
こ
と
が
試
金
石
で
あ
る
。「
教
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
我
々
は
学
ぶ
」（D

ocendo discim
us

）
と
い
う
以
上
に
、
教
え
る
こ
と
の
う
ち
に
我
々
自
身
の
学
ぶ
こ
と

の
完
成
が
見
ら
れ
る
。
教
え
得
ん
が
た
め
に
我
々
は
学
ぶ
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
大
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
の
中
で

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、「
智
者
に
し
て
他
の
者
を
自
己
の
如
く
智
者
た
ら
し
め
る
こ
と
の
で
き
ぬ
者
を
汝
は
知
っ
て
い

る
か
」、
と
云
っ
て
い
る
。
知
れ
る
者
は
他
を
知
れ
る
者
と
な
し
得
る
こ
と
よ
り
も
よ
り
善
い
彼
等
の
知
の
証
明

を
与
え
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
す
べ
て
生
命
を
有
す
る
も
の
は
自
己
と
同
一
の
も
の
を
生
産
す
る
と
い
う
の
は
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
根
本
思
想
で
あ
る
。
教
え
得
る
こ
と
が
知
れ
る
者
の
し
る
し
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
凡
て
の
も

の
は
そ
れ
が
他
の
も
の
を
自
己
と
同
一
に
な
し
得
る
と
き
、
そ
の
活
動
の
完
成
に
達
す
る
と
い
う
一
般
的
法
則
に
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
教
育
論
）

溯
る
も
の
で
あ
る
。
他
の
も
の
を
暖
め
得
る
と
い
う
こ
と
が
熱
の
し
る
し
で
あ
る
よ
う
に
、
教
え
得
る
と
い
う
こ

と
、
言
い
換
え
れ
ば
他
の
者
の
う
ち
に
於
て
知
を
生
産
す
る
と
い
う
こ
と
が
知
れ
る
者
の
し
る
し
で
あ
る
。
教
育

と
は
本
来
か
く
の
如
き
生
産
的
な
仕
事
で
あ
る
。
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ソ
ク
ラ
テ
ス
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ソ
ク
ラ
テ
ス

序

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
絶
え
ず
想
起
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
特
に
今
日
、
こ
の
国
に
お
い
て
、
こ
の
人
が
想
起
さ
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
実
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ご
と
き
人
間
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
れ
も
彼
の
名

を
知
っ
て
い
る
。
そ
し
て
誰
も
が
彼
に
つ
い
て
何
等
か
の
像
を
描
い
て
い
る
。
し
か
る
に
こ
の
像
を
正
確
に
規
定

し
記
述
す
る
こ
と
が
い
か
に
困
難
で
あ
る
か
を
、
私
は
今
実
際
に
当
っ
て
知
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
を
真
に

理
解
す
る
に
は
歴
史
家
の
展
望
と
哲
学
者
の
洞
察
と
詩
人
の
構
想
力
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
固
よ
り
私
の
及

ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
こ
こ
に
私
は
諸
家
の
研
究
に
依
拠
し
つ
つ
、
彼
の
時
代
、
彼
の
人
物
、
彼
の
思
想
を
比
較

的
誤
り
な
く
伝
え
る
こ
と
に
努
め
た
が
、
決
し
て
十
分
と
は
云
い
難
く
、
私
自
身
に
と
っ
て
も
準
備
的
な
も
の
に

過
ぎ
ぬ
。

こ
の
書
は
元
来
波
多
野
精
一
先
生
に
よ
っ
て
書
か
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
先
生
こ
そ
最
適
任
者
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
波
多
野
先
生
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
現
れ
る
ま
で
、
私
は
暫
ら
く
こ
の
文
庫
の
空
所
を
埋
め
る
に
と
ど
ま
る
の
で

あ
る
。一

九
三
九
年
六
月



三
〇
八

» W
er uns nicht fruchtbar m

acht, w
ird uns sicher gleichgültig…

In allem
 Verkehr von M

enschen dreht es sich nur um
 Schw

angerschaft.«

【
没
後
断
片1882-85

】

N
ietzsche.

一　

神
話
と
歴
史

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
何
一
つ
書
き
遺
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
彼
に
つ
い
て
今
日
に
至
る
ま
で
無
数
に
書
か
れ
て
い
る
。

多
く
の
人
が
彼
を
捉
え
る
こ
と
に
努
め
て
き
た
に
も
拘
ら
ず
、
彼
の
定
ま
っ
た
姿
は
未
だ
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
ま
こ
と
に
ニ
ー
チ
ェ
の
云
っ
た
如
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
「
古
代
の
最
も
問
題
的
な
現
象
」
で
あ
る
。

こ
の
最
も
問
わ
る
べ
き
存
在
の
前
に
我
々
が
立
っ
て
問
い
続
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
っ
た
い
如
何
な
る
意
義

を
有
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
哲
学
の
教
育
的
理
念
を
甦
ら
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
単

な
る
学
究
で
は
な
か
っ
た
、
ま
た
彼
は
単
な
る
予
言
者
で
も
な
か
っ
た
。
彼
は
最
も
本
質
的
な
意
味
に
お
い
て
教

育
家
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
に
お
い
て
哲
学
と
教
育
と
は
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
哲
学
の
教
育
的
理
念
或
は
哲

学
と
教
育
と
の
結
合
は
ギ
リ
シ
ア
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
最
も
美
し
い
も
の
に
属
し
て
い
る
が
、
こ
の
結
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ソ
ク
ラ
テ
ス

合
或
は
こ
の
理
念
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
い
て
完
全
に
具
現
さ
れ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
問
題
は
単
な
る
哲
学
の
問
題

で
は
な
い
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
問
題
は
本
質
的
に
教
育
の
問
題
で
あ
る
。
哲
学
の
ギ
リ
シ
ア
的
端
初
に
従
っ
て
、
哲

学
の
教
育
的
理
念
を
捉
え
て
い
た
ニ
ー
チ
ェ
は
、
そ
の
こ
と
を
深
く
理
解
し
て
い
た
。
彼
が
「
殆
ど
つ
ね
に
ソ
ク

ラ
テ
ス
と
戦
っ
た
」
と
い
う
の
は
、
人
間
の
教
師
と
し
て
彼
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
対
し
て
い
わ
ば
競
争
心
と
嫉
妬
と

を
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
と
云
え
る
。
哲
学
の
教
育
的
理
念
を
甦
ら
せ
る
こ
と
が
今
日
我
々
に
と
っ
て
も
ソ
ク
ラ
テ

ス
の
問
題
の
中
心
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

し
か
し
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
姿
は
容
易
に
捕
捉
し
難
い
。
神
話
が
歴
史
的
伝
承
の
最
も
生
命
的
な
形
式
で
あ
る
と
い

う
思
想
は
、
彼
の
場
合
に
最
も
適
切
な
例
の
一
つ
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
は
も
と
よ
り
、
あ

ら
ゆ
る
時
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
絶
え
ず
神
話
と
し
て
歴
史
に
生
き
て
き
た
。
種
々
の
意
味
に
お
け
る
「
ソ
ク
ラ
テ
ス

伝
説
」
が
形
作
ら
れ
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
事
業
、
生
涯
及
び
死
は
ひ
と
つ
の
文
学
的
虚
構
で
あ
る
。
ギ
リ
シ

ア
思
想
の
う
ち
に
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
革
命
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
さ
え
、ひ
と
は
云
っ
て
い
る
（Voir 

A
. D

iès, A
utour de Platon, I, 1927, pp. 182

―209.

）。
か
く
の
如
き
極
端
な
説
は
取
る
に
足
り
な
い
に
し
て
も
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
つ
い
て
神
話
と
歴
史
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
簡
単
で
は
な
い
。
一
般
に
神
話
形
成
は
歴
史
そ
の
も

の
に
内
在
す
る
一
つ
の
衝
動
で
あ
る
。
し
か
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
神
話
形
成
に
と
っ
て
好
都
合
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な
諸
種
の
事
情
が
存
在
し
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
自
分
で
は
何
も
書
か
な
か
っ
た
。
彼
に
関
す
る
記
述
は
作
者

の
気
質
と
傾
向
と
に
従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
い
う
人
物
は
同
時
代
人
に
と
っ
て
す
で

に
理
解
し
難
い
或
る
も
の
を
有
し
た
の
で
あ
る
。
彼
の
属
し
た
時
代
は
外
的
に
も
内
的
に
も
激
動
的
な
、
い
わ
ば

熱
病
的
な
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
ま
た
彼
の
全
く
特
異
な
死
が
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
処
刑
は
彼
の
告
訴
者

た
ち
が
欲
し
た
の
と
は
反
対
の
も
の
を
結
果
し
た
。
人
々
は
厄
介
な
質
問
者
と
忠
告
者
、
青
年
の
破
壊
者
を
払
っ

た
と
信
じ
た
が
、
し
か
し
彼
の
人
格
も
彼
の
教
義
も
彼
の
肉
体
と
共
に
墓
に
運
ば
れ
た
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
が

直
ち
に
明
ら
か
に
な
っ
た
。
彼
が
そ
れ
と
戦
い
そ
れ
に
対
し
て
協
力
す
る
こ
と
を
求
め
た
問
題
は
、
一
度
彼
が
捉

え
た
人
間
を
再
び
離
さ
な
か
っ
た
、
そ
し
て
そ
の
問
題
の
上
に
彼
の
人
格
の
純
化
さ
れ
た
像
が
絶
え
ず
一
層
強
く

一
層
鮮
か
に
現
れ
出
た
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
死
と
共
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
文
学
が
始
ま
っ
た
。
彼
と
彼
の
教
え

と
を
世
に
問
お
う
と
す
る
著
作
は
年
と
共
に
殖
え
た
。そ
れ
は
彼
の
な
し
た
対
話
の
記
述
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
。

「
ソ
ク
ラ
テ
ス
対
話
」
と
呼
ば
れ
る
こ
の
文
学
の
種
類
は
個
人
の
創
造
で
な
く
、
こ
の
文
学
の
必
然
の
且
つ
自
明

の
形
式
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、「
対
話
の
救
世
主
」
と
称
せ
ら
れ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
の
活
動
の
形
式
の
継
続
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
弟
子
の
多
く
は
、
彼
の
事
件
を
弁
護
し
、
彼
の
像
を
守
り
、
彼
の
言
葉
を
伝
え
る
こ
と

以
外
の
目
的
を
有
し
な
か
っ
た
。
そ
の
際
主
観
的
な
要
素
が
侵
入
し
た
の
は
も
と
よ
り
避
け
難
い
こ
と
で
あ
る
、
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ソ
ク
ラ
テ
ス

各
人
は
自
分
が
理
解
し
た
よ
う
に
師
の
説
を
述
べ
、
自
分
に
感
銘
を
与
え
た
問
題
に
つ
い
て
自
分
が
正
し
い
と
考

え
た
通
り
に
議
論
を
運
ば
せ
た
、
し
か
し
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
記
述
者
の
人
格
が
教
師
の
人
格
の
背
後
に
完
全

に
退
く
と
い
う
傾
向
は
変
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
像
を
描
く
と
い
う
こ
と
が
多
く
の
ソ
ク
ラ
テ

ス
対
話
の
目
差
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
精
神
史
に
お
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
つ
ね
に
像
と
し

て
、
い
わ
ゆ
る
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
」
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
。
言
い
換
え
る
と
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
決
し
て
単
に

学
問
と
し
て
で
な
く
、
寧
ろ
つ
ね
に
神
話
と
し
て
歴
史
の
う
ち
に
生
き
、
歴
史
の
う
ち
に
働
い
て
き
た
。
ソ
ク
ラ

テ
ス
の
問
題
は
単
に
嘗
て
あ
っ
た
も
の
の
認
識
の
問
題
で
な
く
、
こ
の
像
、
こ
の
形
、
こ
の
神
話
の
問
題
で
あ
る
。

如
何
な
る
文
献
学
、
如
何
な
る
分
析
的
方
法
も
、
根
本
に
お
い
て
、
こ
の
像
を
破
壊
す
る
こ
と
も
形
成
す
る
こ
と

も
で
き
な
い
。文
献
学
そ
の
も
の
も
こ
の
像
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
方
向
附
け
ら
れ
て
い
る
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
出
現
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
に
お
け
る
大
き
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
再
び
ニ
ー
チ
ェ

の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
い
わ
ゆ
る
世
界
史
の
転
換
点
と
旋
回
」
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
「
量
る
こ
と
の
で
き

ぬ
影
響
」
を
有
し
た
。
こ
の
影
響
は
主
と
し
て
彼
の
人
格
に
発
し
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
単
に
ひ
と
つ
の B

ild

（
像
）
と
し
て
で
な
く
、
却
っ
て Vorbild

（
模
範
）
と
し
て
歴
史
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
。
た
だ
そ
の
存
在
に
よ

っ
て
世
界
と
人
類
を
規
定
す
る
模
範
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
彼
に
お
い
て
最
も
偉
大
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
は
も
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と
よ
り
学
問
的
に
も
大
き
な
功
績
を
有
し
て
い
る
、
学
問
の
方
法
と
し
て
「
概
念
」
を
発
見
し
た
こ
と
は
彼
の
不

朽
の
事
業
で
あ
る
。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
も
云
っ
た
よ
う
に
、「
彼
は
単
に
哲
学
の
歴
史
に
お
け
る
極
め
て
重
要
な

人
物
―
―
古
代
哲
学
に
お
け
る
最
も
興
味
あ
る
人
物
―
―
で
あ
る
の
で
は
な
い
、
却
っ
て
彼
は
世
界
史
的
人
格
で

あ
る
」。
カ
エ
サ
ル
や
キ
リ
ス
ト
と
同
様
、
彼
は
「
世
界
史
的
人
格
」
で
あ
る
、
単
に
ひ
と
つ
の
重
要
な
哲
学
思

想
の
意
味
に
お
い
て
で
な
く
、
人
間
の
模
範
の
意
味
に
お
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
そ
の
後
の
歴
史
に
影
響
し
た
の
で

あ
る
。
彼
は
人
類
の
教
師
で
あ
る
。
彼
の
運
命
と
彼
の
哲
学
と
は
一
つ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
哲
学
は
本
来
の

思
弁
的
哲
学
で
な
く
、
彼
の
個
人
的
生
命
に
属
し
、
哲
学
と
人
間
と
は
彼
に
お
い
て
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。

彼
の
哲
学
の
理
念
は
哲
学
の
教
育
的
理
念
或
は
教
育
の
哲
学
的
理
念
で
あ
っ
た
。
し
か
も
彼
は
彼
の
個
人
的
行
動

の
こ
の
課
題
を
彼
の
時
代
か
ら
受
取
っ
た
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
時
代
の
子
で
あ
る
。
彼
は
彼
の
時
代
の
要

求
を
把
握
し
、
最
も
本
質
的
な
も
の
を
も
っ
て
こ
れ
に
応
へ
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
、
そ
の

社
会
的
並
び
に
精
神
的
発
展
の
結
果
与
え
ら
れ
た
根
本
的
な
問
題
は
、
教
育
の
問
題
で
あ
っ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
及

び
彼
の
弟
子
た
ち
に
と
っ
て
、
教
育
の
問
題
は
彼
等
の
思
惟
と
行
動
と
の
根
本
問
題
で
あ
り
、
も
し
も
ギ
リ
シ
ア

が
、
そ
の
高
い
文
化
に
も
拘
ら
ず
或
は
む
し
ろ
そ
の
結
果
と
し
て
、
空
し
く
滅
亡
す
べ
き
で
な
い
な
ら
ば
、
教
育

の
問
題
は
解
決
を
迫
っ
て
い
る
最
も
緊
要
な
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
に
お
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
は
同
時
代
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ソ
ク
ラ
テ
ス

の
、
例
え
ば
デ
モ
ク
リ
ト
ス
の
哲
学
と
対
照
を
な
し
て
い
る
。
デ
モ
ク
リ
ト
ス
に
と
っ
て
は
実
践
的
生
活
の
問
題

は
彼
の
携
っ
た
多
く
の
領
域
の
一
つ
に
過
ぎ
ず
、
そ
し
て
根
本
に
お
い
て
彼
に
と
っ
て
は
教
育
の
問
題
は
存
在
し

な
か
っ
た
。
し
か
る
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
専
ら
実
践
的
問
題
に
関
心
し
た
の
み
で
な
く
、
彼
の
活
動
は
ひ
と
え
に
国

民
の
教
育
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
を
学
問
の
改
革
者
、
或
は
少
な
く
と
も
道
徳
学
の
創
建
者
と
見
做

す
こ
と
は
な
お
広
く
行
わ
れ
て
い
る
が
、
彼
の
最
も
本
質
的
な
も
の
を
示
す
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ソ
ク
ラ

テ
ス
の
事
業
は
、
詩
が
ギ
リ
シ
ア
人
に
対
し
て
従
来
占
め
て
き
た
精
神
的
指
導
者
の
地
位
を
抛
棄
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
っ
た
時
に
お
い
て
、哲
学
を
そ
の
地
位
に
高
め
た
こ
と
に
存
し
て
い
る
。
彼
自
身
は
自
分
を
「
教
育
家
」

（oJ didavskaloV

）
と
称
す
る
こ
と
を
欲
し
な
か
っ
た
に
も
拘
ら
ず
（Platon, Apologia Socratis, 33a.

【
ソ
ク
ラ

テ
ス
の
弁
明
】）、
我
々
は
彼
を
最
も
適
切
に
教
育
家
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
人
類
の
教
師
で
あ
っ
た
が
故

に
、ま
さ
に
像
と
し
て
歴
史
に
伝
承
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。ソ
ク
ラ
テ
ス
像
は
時
代
に
従
っ
て
種
々

に
変
容
し
て
き
た
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
の
歴
史
は
根
本
に
お
い
て
教
育
理
想
の
歴
史
で
あ
っ
た
（
例
え
ば B

enno 

B
öhm

, Sokrates im
 18. Jahrhundert, 1929. 

参
照
）。
ニ
ー
チ
ェ
が
殆
ど
つ
ね
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
戦
っ
た
の
も
、

実
に
「
教
育
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
神
話
」
の
う
ち
に
お
い
て
で
あ
っ
た
（V

gl. Ernst B
ertram

, N
ietzsche, 1922.

）。

ソ
ク
ラ
テ
ス
を
教
育
家
と
し
て
取
扱
う
こ
と
は
、
彼
の
活
動
の
一
面
、
彼
の
哲
学
か
ら
分
離
さ
れ
た
彼
の
行
動
を
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見
る
こ
と
で
な
く
、
彼
の
全
本
質
を
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。

文
献
学
的
研
究
は
も
と
よ
り
神
話
的
で
な
い
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
客
観
的
に
究
め
よ
う
と
努
力
し
て
き
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
生
涯
と
教
え
の
細
目
の
大
部
分
は
、
可
能
な
範
囲
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
し
か
し

な
が
ら
彼
の
人
格
と
思
想
の
全
体
に
つ
い
て
は
同
様
の
結
果
に
達
し
た
と
は
云
い
難
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
関
す
る

諸
研
究
を
比
較
す
る
と
き
、
読
者
は
寧
ろ
そ
の
多
様
性
に
驚
か
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
生
涯
が

如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
彼
の
処
刑
の
原
因
は
何
で
あ
っ
た
か
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
産
婆
術
、
徳
の
説
、
或
は

彼
の
哲
学
の
他
の
か
か
る
部
分
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
こ
れ
ら
の
個
々
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の

著
者
が
殆
ど
類
似
の
解
答
を
与
え
て
い
る
。
し
か
る
に
も
し
ひ
と
が
、ソ
ク
ラ
テ
ス
は
如
何
な
る
人
で
あ
っ
た
か
、

彼
の
性
格
の
根
柢
は
何
で
あ
り
、
彼
の
教
え
の
主
導
的
観
念
は
何
で
あ
っ
た
か
、
と
問
う
な
ら
ば
、
他
の
一
切
の

問
が
帰
着
す
る
こ
の
根
本
的
な
問
に
つ
い
て
は
、
意
見
は
ま
ち
ま
ち
で
互
い
に
矛
盾
し
て
さ
え
い
る
。

か
よ
う
に
し
て
、
或
る
人
々
―
―
例
え
ば
ツ
ェ
ラ
ー
―
―
に
依
れ
ば
、
旧
い
自
然
哲
学
は
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
活
動

に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
に
至
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
哲
学
を
新
し
い
原
理
即
ち
学
問
の
対
象
と
見
做
さ
れ
た
普
遍
的

概
念
の
上
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
再
生
さ
せ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
事
業
は
学
問
的
論
理
の
ひ
と
つ
の
原
理
の
発
見

で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
グ
ロ
ー
ト
【G

eorge G
rote, 1794-1871

】
は
、
彼
の
生
々
と
し
た
叙
述
に
お
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ソ
ク
ラ
テ
ス

い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
、
デ
ル
フ
ォ
イ
の
神
託
に
基
づ
い
て
偽
り
の
智
者
を
糾
問
し
、
彼
等
を
し
て
自
己
の
無
知
を

告
白
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
宗
教
的
伝
道
者
と
し
て
描
い
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
「
論
駁
者
或
は
訊
問
の
神
」（an 

elenctic or crossexam
ining god

）
で
あ
る
。
彼
の
事
業
は
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
宗
教
的
で
あ
り
、

そ
し
て
そ
れ
自
身
と
し
て
は
生
き
た
弁
証
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
ま
た
フ
イ
エ
【A

lfred Fouillée, 

1838-1912

】
に
従
え
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
思
弁
家
と
な
る
。
彼
は
自
然
的
並
び
に
道
徳
的
の
一
切
の
現
象
の
説
明
に

と
っ
て
目
的
原
因
を
物
理
原
因
に
置
き
換
え
た
。
彼
は
唯
心
論
的
形
而
上
学
の
創
立
者
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

更
に
他
の
人
々
に
依
れ
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
教
義
の
著
し
い
も
の
は
宗
教
的
な
教
え
で
あ
る
。
彼
は
祖
国
の
上
に

襲
い
か
か
る
諸
悪
を
と
ど
め
る
た
め
に
、
す
べ
て
の
徳
の
原
理
、
す
べ
て
の
改
革
の
第
一
条
件
と
彼
に
見
え
た
も

の
、
即
ち
宗
教
的
信
仰
、
特
に
神
の
摂
理
に
対
す
る
信
仰
を
彼
の
同
国
民
に
説
こ
う
と
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
解
釈
は
も
と
よ
り
テ
キ
ス
ト
に
拠
っ
て
い
る
。
ツ
ェ
ラ
ー
は
彼
の
説
の
支
持
の
た
め
に
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
を
引
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
形
而
上
学
』
の
ひ
と
つ
の
箇
所
に
依
れ
ば
、
二
つ
の

こ
と
―
―
帰
納
法
と
普
遍
的
定
義
の
発
見
が
正
当
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
帰
せ
ら
れ
る
、
こ
れ
ら
両
者
は
学
問
の
原
理

に
関
し
て
い
る
。
し
か
る
に
グ
ロ
ー
ト
は
プ
ラ
ト
ン
の『
ア
ポ
ロ
ギ
ア
』（『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』）に
立
脚
す
る
、

こ
の
対
話
篇
は
、
実
際
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
ば
主
と
し
て
人
々
に
彼
等
の
無
知
を
説
得
す
る
使
命
を
神
か
ら
授
け
ら
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れ
た
者
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
。
更
に
フ
イ
エ
の
解
釈
は
プ
ラ
ト
ン
の
『
フ
ァ
イ
ド
ン
』
に
支
配
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
対
話
篇
の
中
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
が
理
性
（
ヌ
ー
ス
）
を
も
っ
て
一

切
を
秩
序
立
て
る
も
の
、
一
切
の
原
因
と
し
な
が
ら
、
世
界
の
細
部
の
説
明
に
お
い
て
こ
の
理
性
か
ら
の
考
察
を

抛
棄
し
た
こ
と
を
非
難
し
、
彼
自
身
は
、
あ
ら
ゆ
る
純
粋
に
機
械
的
な
説
明
を
皮
相
な
も
の
と
考
え
、
究
極
に
お

い
て
は
目
的
原
因
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
説
明
の
ほ
か
満
足
し
な
い
と
論
じ
て
い
る
。

し
か
し
何
故
に
こ
れ
ら
の
著
者
は
或
る
テ
キ
ス
ト
を
他
の
テ
キ
ス
ト
よ
り
も
特
に
重
ん
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

彼
等
の
主
観
的
な
関
心
或
は
精
神
の
習
慣
が
少
な
く
と
も
一
部
分
そ
の
原
因
で
な
い
と
は
云
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

古
い
ヘ
ー
ゲ
ル
学
徒
で
あ
る
ツ
ェ
ラ
ー
、
人
間
と
教
義
の
位
置
を
何
よ
り
も
人
間
精
神
の
一
般
的
発
展
の
う
ち
に

求
め
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
先
行
哲
学
者
に
つ
い
て
自
己
の
概
念
を
準
備
し
た
概
念
を
浮
彫
的
に
述
べ
て

い
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
導
き
の
糸
で
あ
っ
た
。
ま
た
有
名
な
人
物
が
そ
の
時
代
の
社
会
的
政
治
的
生
活
の
全
体

に
お
い
て
如
何
な
る
役
割
を
演
じ
た
か
を
示
そ
う
と
し
た
歴
史
家
グ
ロ
ー
ト
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
同
時
代
人
の
眼

の
前
に
如
何
に
自
己
を
描
き
出
し
た
か
を
忠
実
に
記
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
『
ア
ポ
ロ
ギ
ア
』
を
特
に
拠
り
所

と
し
た
。
更
に
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
説
に
新
し
い
解
釈
を
加
え
て
自
己
の
哲
学
を
作
ろ
う
と
し
た
フ
イ
エ
が
、
ソ

ク
ラ
テ
ス
の
う
ち
に
プ
ラ
ト
ン
の
形
而
上
学
の
萌
芽
を
見
出
す
べ
く
努
め
た
の
は
自
然
で
あ
っ
た
。
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ソ
ク
ラ
テ
ス

こ
れ
ら
の
解
釈
は
い
ず
れ
も
全
部
間
違
っ
て
い
な
い
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
一
面
的
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な

ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
全
体
の
本
質
に
お
い
て
示
す
も
の
で
は
な
い
。
彼
の
全
体

の
本
質
は
も
と
よ
り
彼
の
個
々
の
事
業
を
た
だ
数
え
上
げ
る
だ
け
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
彼
の

人
格
の
根
柢
、
彼
の
教
え
の
主
導
的
観
念
が
問
題
で
あ
り
、
こ
の
も
の
か
ら
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
像
を
構
成
す
る
こ
と

が
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
本
質
的
に
教
育
家
で
あ
り
、
彼
の
活
動
は
哲
学
の
教
育
的
理

念
或
は
教
育
の
哲
学
的
理
念
の
模
範
的
な
表
現
で
あ
る
と
考
え
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
関
す
る
史
料
の
う
ち
最
も
重

要
な
の
は
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
で
あ
る
が
、「
プ
ラ
ト
ン
の
信
ず
べ
き
叙
述
よ
り
吾
々
の
受
け
る
最
も
深
き
印
象
は

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
神
よ
り
送
ら
れ
た
国
民
の
精
神
的
指
導
者
を
以
て
自
任
し
た
事
で
あ
る
」（
波
多
野
精
一
『
宗
教
哲

学
の
本
質
及
其
根
本
問
題
』
附
録
二
「
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
」）。
そ
し
て
ま
た
彼
が
後
の
歴
史
の
う
ち
に

根
源
的
な
力
と
し
て
影
響
し
た
限
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
つ
ね
に
教
育
家
と
し
て
自
己
の
像
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
つ
ね
に
多
か
れ
少
な
か
れ
神
話
と
し
て
働
い
て
き
た
。
歴
史
に
お
け
る
神
話
の
意
義
は
否
定
さ

る
べ
き
で
は
な
い
が
、
我
々
は
も
と
よ
り
単
な
る
神
話
に
満
足
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
我
々
に
と
っ
て
も
「
歴
史

的
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
が
問
題
で
あ
り
、
こ
の
も
の
は
文
献
学
的
研
究
を
基
礎
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
得
る
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
「
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
を
捉
え
よ
う
と
し
て
生
き
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
全
体
を
破
壊
し
て
し
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ま
う
よ
う
な
誤
れ
る
歴
史
性
の
観
念
に
囚
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
歴
史
は
究
極
に
お
い
て
形
で
あ
り
、像
で
あ
る
。

た
だ
こ
の
像
は
文
献
学
的
研
究
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

二　

史
料

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
関
す
る
史
料
と
し
て
問
題
に
な
る
の
は
、
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
を
別
に
す
れ
ば
、
ク
セ
ノ
フ
ォ

ン
、
プ
ラ
ト
ン
及
び
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
史
料
と
し
て
の
価
値
に
つ
い
て
は
絶
え
ず
論
争
が
繰

り
返
さ
れ
て
き
た
。

ブ
ル
ッ
ケ
ル
（B

rucker, 1767

） i

か
ら
デ
ー
リ
ン
グ
（D

öhring, 1895

） ii

に
至
る
ま
で
、批
評
の
寵
児
は
ク
セ
ノ

フ
ォ
ン
で
あ
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
如
き
も
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
関
す
る
知
識
は
主
と
し
て
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
に
拠
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
、
と
述
べ
た
。「
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
を
我
々
に
伝
え
る
の
は
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の
著
作
、
特
に
『
メ

i
　Johann Jakob B

rucker, 

英
訳"The history of philosophy"

当
た
り
で
あ
ろ
う
。

ii
　A

ugust D
öring, "D

ie Lehre des Sokrates als sociales Reform
system

"
か
？
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ソ
ク
ラ
テ
ス

モ
ラ
ビ
リ
ア
』（X

enophon, M
em

orabilia

）
で
あ
っ
て
、「
プ
ラ
ト
ン
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
は
そ
れ
と
は
全
く
違
っ

た
人
物
で
あ
る
、
と
云
わ
れ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
理
想
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
み
で
は
な
い
。
プ

ラ
ト
ン
は
自
己
の
仮
面
と
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
使
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
彼
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
口
を
通
じ
て
語
ら
せ

た
の
は
、
プ
ラ
ト
ン
自
身
の
哲
学
で
あ
っ
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
で
は
な
い
、
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ク
セ

ノ
フ
ォ
ン
の
信
憑
す
べ
き
理
由
と
し
て
、
彼
が
本
職
の
歴
史
家
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
彼
が
忠
実
で
公
平
な
人

物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
更
に
彼
は
如
何
な
る
学
派
に
も
属
せ
ず
独
特
の
思
想
家
で
も
な
か
っ
た
所
か
ら
ソ
ク

ラ
テ
ス
の
思
想
を
歪
曲
す
る
恐
れ
が
な
い
と
い
う
こ
と
、
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
彼
の
伝
え
る
教
義
を
底

の
底
ま
で
理
解
す
る
に
し
て
は
余
り
に
実
証
的
で
平
凡
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
ま
た
そ
れ
を
変
え
る
に
し
て
も
余

り
に
実
証
的
で
平
凡
で
あ
っ
た
。
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
は
、
彼
自
身
そ
の
真
の
性
質
を
不
完
全
に
し
か
知
ら
な
い
品
物

を
正
直
に
我
々
に
届
け
る
取
次
人
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
彼
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
つ
い
て
確
実
な
資
料
を
我
々
に

提
供
し
得
る
唯
一
の
著
者
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
、
例
え
ば
ブ
ト
ル
ー
は
、
ク
セ
ノ
フ
ォ

ン
を
首
位
に
お
き
、
規
準
的
な
も
の
と
認
め
た
。
尤
も
、
皮
相
浅
薄
に
陥
ら
な
い
た
め
に
、
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の

指
示
は
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
そ
れ
を
助
け
と
し
て
豊
富
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
な
が
ら
後
者

は
、
科
学
者
が
仮
説
を
用
い
る
よ
う
に
し
か
、
言
い
換
え
る
と
、
問
題
を
解
く
た
め
に
で
な
く
問
題
を
立
て
る
た
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め
に
し
か
用
い
な
い
と
い
う
の
が
適
当
で
あ
る
。
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の
与
件
を
、
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が

そ
の
指
導
的
観
念
を
提
供
す
る
科
学
的
帰
納
に
よ
っ
て
解
釈
し
発
展
さ
せ
な
が
ら
分
析
す
る
と
い
う
こ
と
、
か
く

の
如
き
が
真
に
歴
史
的
な
仕
方
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
知
る
た
め
に
従
う
べ
き
方
法
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
、
と
ブ
ト
ル

ー
は
書
い
て
い
る
（É m

ile B
outroux, Études d’histoire de la philosophie, p.18

）。
ま
た
ロ
デ
ィ
エ
も
、
ク
セ

ノ
フ
ォ
ン
の
著
作
は
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
の
う
ち
に
存
在
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
な
も
の
を
認
知
す
る
た
め
の
「
根

本
的
規
準
」
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
そ
の
徴
候
が
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
教
義
の
ほ
か
ソ
ク
ラ
テ

ス
的
な
も
の
と
考
え
る
権
利
を
我
々
は
有
し
な
い
、
と
云
っ
て
い
る
（G

eorges R
odier, Études de philosophie 

grecque, 1926, p. 9

）。

し
か
し
な
が
ら
我
々
は
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の
価
値
を
か
く
ま
で
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
も

し
プ
ラ
ト
ン
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
理
想
化
し
た
と
す
れ
ば
、
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
も
ま
た
彼
自
身
の
仕
方
で
ソ
ク
ラ
テ
ス

を
理
想
化
し
た
。
彼
の『
メ
モ
ラ
ビ
リ
ア
』も
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
処
刑
に
対
す
る「
弁
明
的
」目
的
を
有
し
た
こ
と
は
、

プ
ラ
ト
ン
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
際
彼
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
言
行
を
忠
実
に
伝
え
よ
う
と
し
た
に
し
て
も
、

彼
の
知
識
は
制
限
さ
れ
て
い
た
。
彼
自
身
の
記
述
に
依
れ
ば
、
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
最
後
に
会
っ
た

の
は
彼
の
若
い
頃
で
あ
り
、
多
分
二
十
四
歳
を
越
え
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
何
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ソ
ク
ラ
テ
ス

等
特
別
に
親
し
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
裁
判
さ
れ
処
刑
さ
れ
た
と
き
、
彼
は
遠
く
ア
ジ
ア
に
い

た
。
彼
が
短
期
間
再
び
ア
テ
ナ
イ
を
訪
ね
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
に
し
て
も
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
関
す
る
彼
の
著
作

は
、
そ
の
後
彼
が
ア
テ
ナ
イ
か
ら
離
れ
て
暮
し
て
い
た
と
き
、
か
く
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
周
囲
の
他
の
生
存
者
た
ち

に
聞
き
た
だ
す
機
会
を
有
す
る
こ
と
な
し
に
、
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
の
多
分
あ
ま
り
広
く
な
か
っ
た
ソ
ク

ラ
テ
ス
の
思
い
出
は
、
バ
ー
ネ
ッ
ト
や
テ
イ
ラ
ー
に
依
れ
ば
、
ま
さ
に
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
そ
の
も
の
を
材
料
に

用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
補
足
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の
描
い
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
平
凡
な
常
識
的
な
道

徳
家
で
あ
っ
て
、
何
等
「
特
異
な
」
人
物
で
は
な
い
。「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
皮
肉
」（Socratic irony

）
及
び
「
ソ
ク

ラ
テ
ス
の
懐
疑
」（Socratic doubt

）
と
し
て
有
名
な
も
の
、
こ
れ
ら
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
最
も
主
な
る
特
徴
は
、
ク

セ
ノ
フ
ォ
ン
に
お
い
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
も
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
平
凡
な
人
物
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
自
身
が
常
識
的
な
人
間
で
あ
っ
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
本
質
を
洞
見
す
る
能
力

が
欠
け
て
い
た
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。『
メ
モ
ラ
ビ
リ
ア
』
の
有
し
た
「
弁
明
的
」
目
的
は
、
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン

に
と
っ
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
平
凡
な
光
の
う
ち
に
現
す
こ
と
を
要
求
す
る
と
思
わ
れ
た
。
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の
意
図

は
常
識
の
前
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
弁
明
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
無
信
仰
と
青
年
の
誘
惑
と
い
う
罪
を
嫁
せ
ら
れ
た
ソ

ク
ラ
テ
ス
が
彼
の
告
訴
者
自
身
の
敬
虔
の
も
と
に
理
解
す
る
す
べ
て
の
こ
と
の
模
範
で
あ
り
、
彼
の
行
い
ま
た
説
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い
た
道
徳
が
普
通
の
善
良
な
ア
テ
ナ
イ
人
の
考
え
る
の
と
別
の
も
の
で
な
い
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ

ろ
で
バ
ー
ネ
ッ
ト
の
云
う
如
く
、
か
く
の
如
き
弁
護
は
恰
も
そ
れ
が
あ
ま
り
に
成
功
的
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ

っ
て
失
敗
す
る
。
も
し
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
実
際
に
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
が
人
々
に
信
じ
さ
せ
よ
う
と
し
た
よ
う
な
人
物

で
あ
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
彼
は
決
し
て
告
訴
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
死
の
意
味
、
彼

の
悲
劇
的
運
命
の
真
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
は
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
に
は
拒
ま
れ
て
い
た
。
も
し
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
が

ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
通
り
の
人
物
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
彼
の
及
ぼ
し
た
影
響
、
歴

史
に
お
い
て
彼
の
占
め
る
地
位
は
如
何
に
し
て
説
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の
伝
え
る
こ
と
は
正

確
で
あ
る
と
し
て
も
、
最
も
内
面
的
な
も
の
、
最
も
本
質
的
な
も
の
が
欠
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

か
く
て
す
で
に
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
（Schleierm

acher, 1815

）
は
、「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン

が
我
々
に
再
現
す
る
よ
り
も
以
上
の
も
の
で
あ
り
得
る
の
み
で
な
く
、
ま
た
以
上
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」、
と
論
じ
て
い
る
（U

eber den W
erth des Sokrates als Philosophen, W

erke, D
ritte A

btheilung, II. B
and, 

S.295

）。
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
自
身
は
哲
学
者
で
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
し
て
『
メ
モ
ラ
ビ
リ
ア
』
は
一
定
の

告
訴
に
対
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
護
以
上
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
、
ソ
ク
ラ

テ
ス
が
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
以
上
の
も
の
で
あ
り
得
る
こ
と
、
そ
し
て
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
が
彼
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ソ
ク
ラ
テ
ス

の
直
接
の
目
的
の
た
め
に
明
ら
か
に
す
る
の
を
適
当
と
し
た
以
外
の
方
面
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
教
え
に
あ
り
得
る
こ

と
、
を
推
定
す
る
権
利
が
あ
る
、
と
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
は
考
え
た
。
彼
の
時
代
の
最
も
有
能
な
ま
た
最
も

思
弁
的
な
人
々
に
対
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
魅
力
を
有
し
た
と
す
れ
ば
、
彼
は
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
が
我
々
に
語
る
以
上

の
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
そ
し
て
こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
我
々
に
伝
え
て
い
る
の
は
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
で

あ
る
。

現
代
に
お
い
て
就
中
バ
ー
ネ
ッ
ト
（John B

urnet, Plato’s Phaedo, 1911.

）
及
び
テ
イ
ラ
ー
（A

. E. Taylor, 

Varia Socratica, 1911.

）
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
史
料
と
し
て
プ
ラ
ト
ン
の
有
す
る
価
値
を
力
説
し
て
い
る
。
反
対
に

彼
等
は
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の
価
値
を
極
め
て
低
く
評
価
す
る
。
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
が
提
供
す
る
報
道
の
範
囲
は
限
ら
れ

て
お
り
、
そ
の
上
彼
は
プ
ラ
ト
ン
か
ら
借
り
て
き
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
だ
け
を
用
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
一
生
の
伝

記
を
編
む
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の
遥
か
に
貧
弱
な
報
道
を
基
に
し
て
は
そ
の
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
。
歴
史
家
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
生
涯
に
つ
い
て
哲
学
者
プ
ラ
ト
ン
よ
り
も
少
な
い
情
報
を

我
々
に
供
給
す
る
、
と
ロ
バ
ン
も
云
っ
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
処
刑
さ
れ
た
と
き
、
プ
ラ
ト
ン
は
二
十
八
歳
で

あ
っ
た
。
彼
は
少
年
時
代
か
ら
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
知
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
最
も
親
密
な
周

囲
に
は
属
し
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
知
る
機
会
は
彼
に
は
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
に
比
し
て
遥
か
に
大
き
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か
っ
た
。
彼
は
知
識
を
有
す
る
と
称
す
る
者
の
無
知
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
暴
露
す
る
の
を
喜
ん
で
聞
く
た
め
に
ソ
ク

ラ
テ
ス
の
周
り
に
集
っ
た
「
最
も
多
く
閑
の
あ
る
最
も
富
裕
な
市
民
の
子
供
」（A

ploogia 23 c

）
の
一
人
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
プ
ラ
ト
ン
自
身
の
記
す
と
こ
ろ
で
は
、
彼
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
最
後
の
日
に
は
病
気
の
た
め
に
そ

こ
に
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
裁
判
の
時
に
は
そ
こ
に
い
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
処
刑
後
、
彼
は
ソ
ク
ラ
テ
ス

の
周
囲
の
他
の
人
々
と
一
緒
に
数
週
間
を
メ
ガ
ラ
で
過
し
た
、
従
っ
て
彼
が
あ
の
記
憶
す
べ
き
日
の
出
来
事
に
つ

い
て
目
撃
者
か
ら
詳
し
く
教
え
ら
れ
た
と
推
定
し
得
る
理
由
が
あ
る
。
バ
ー
ネ
ッ
ト
に
依
れ
ば
、
若
い
プ
ラ
ト
ン

の
野
心
は
政
治
で
あ
っ
た
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
死
は
彼
を
完
全
に
回
心
さ
せ
、
爾
来
彼
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
真
の
弟

子
と
な
っ
た
。
師
の
死
後
に
ひ
と
が
そ
の
使
徒
と
な
る
べ
く
召
さ
れ
た
場
合
の
一
つ
の
例
が
こ
こ
に
見
ら
れ
る
。

ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の
『
メ
モ
ラ
ビ
リ
ア
』
が
意
匠
の
統
一
を
欠
き
、
き
れ
ぎ
れ
に
寄
せ
集
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
に

反
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
に
お
け
る
中
心
人
物
は
極
め
て
い
き
い
き
と
、
力
強
い
統
一
を
も
っ
て
描
か
れ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
プ
ラ
ト
ン
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
想
像
の
産
物
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
プ
ラ

ト
ン
は
そ
の
性
格
描
写
に
お
い
て
す
ぐ
れ
た
リ
ア
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
彼
は
人
物
を
再
生
し
再
現
す
る
芸
術
家
の

天
分
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
更
に
バ
ー
ネ
ッ
ト
に
依
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
は
歴
史
的
パ
ー
ス
ペ
ク
チ
ヴ
の
強
い

感
覚
と
歴
史
的
価
値
に
対
す
る
正
真
な
感
情
と
を
有
し
て
い
た
。
彼
は
時
代
錯
誤
を
完
全
に
避
け
て
い
る
。
紀
元
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ソ
ク
ラ
テ
ス

前
四
〇
四
年
と
四
〇
三
年
の
革
命
は
ア
テ
ナ
イ
の
政
治
及
び
文
学
に
甚
だ
大
き
な
変
化
を
齎
し
た
。
プ
ラ
ト
ン
の

対
話
の
大
多
数
は
こ
の
革
命
前
に
行
わ
れ
た
と
い
う
想
定
の
も
と
に
書
か
れ
て
お
り
、
そ
し
て
彼
は
こ
の
こ
と
を

―
―
そ
の
人
物
の
多
く
は
こ
の
動
揺
時
代
に
主
要
な
役
を
演
ず
る
に
至
っ
た
に
拘
ら
ず
―
―
寸
時
も
忘
れ
て
い
な

い
。「
プ
ラ
ト
ン
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
単
な
る
タ
イ
プ
で
な
く
、
生
き
た
人
間
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
何
よ
り
も
、
彼

が
実
際
に
『
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
』
で
あ
る
と
我
々
の
信
ず
る
理
由
で
あ
る
」、
と
バ
ー
ネ
ッ
ト
は
云
っ
て
い
る
。

歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
プ
ラ
ト
ン
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
は
区
別
さ
れ
な
い
、
プ
ラ
ト
ン
の
努
力
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
変

形
す
る
こ
と
で
な
く
彼
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
主
義
の
プ
ラ
ト
ン
的
説
明
は
、
そ
の
本
質
的
な

主
張
に
お
い
て
、
厳
密
に
歴
史
的
で
あ
る
、
と
同
様
に
テ
イ
ラ
ー
も
述
べ
て
い
る
。

プ
ラ
ト
ン
と
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
と
の
相
違
は
屡
々
不
当
に
誇
張
さ
れ
て
き
た
。
一
二
の
細
目
を
除
け
ば
、
ク
セ
ノ

フ
ォ
ン
の
記
述
は
プ
ラ
ト
ン
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
つ
い
て
我
々
に
語
る
と
こ
ろ
と
形
式
的
に
は
矛
盾
し
て
い
な
い
。

本
質
的
な
相
違
は
、
た
だ
プ
ラ
ト
ン
の
み
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
人
格
と
活
動
の
意
義
を
深
く
理
解
し
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
を
通
じ
て
で
な
け
れ
ば
、
我
々
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
同
時
代
に
与
え
た
影
響
の
何
に
基
づ
く
か

を
知
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
プ
ラ
ト
ン
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
た
め
に
不
滅
の
像
を
建
て
た
。
バ
ー
ネ
ッ
ト
や
テ
イ
ラ
ー

の
結
論
に
全
部
は
同
意
し
得
な
い
に
し
て
も
、
プ
ラ
ト
ン
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
史
料
と
し
て
第
一
に
重
要
な
も
の
で
あ
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る
こ
と
は
疑
わ
れ
な
い
。
紀
元
前
五
世
紀
、
ア
ッ
チ
カ
の
歴
史
に
お
け
る
最
も
輝
か
し
い
時
代
の
知
的
生
活
及
び

知
的
運
動
を
今
日
我
々
が
知
る
こ
と
の
で
き
る
の
も
、
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
の
お
か
げ
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
と

そ
の
周
囲
と
を
再
現
す
る
こ
と
は
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
彼
の
師
に
対
す
る
、
ま
た
ア
テ
ナ
イ
の
失
わ
れ
た
光
栄
に

対
す
る
敬
虔
の
義
務
で
あ
っ
た
。
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
の
殆
ど
す
べ
て
に
お
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
対
話
者
の
一
人

と
し
て
現
れ
て
い
る
。
尤
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
そ
こ
で
占
め
る
位
置
は
同
じ
で
な
い
。
初
期
の
対
話
篇
に
お
い
て
は

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
つ
ね
に
中
心
人
物
で
あ
り
、
議
論
の
指
導
者
で
あ
る
が
、
後
期
の
対
話
篇
に
至
れ
ば
、
道
徳
の
問

題
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
除
い
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
こ
の
位
置
は
変
化
し
て
い
る
。
こ
の
変
化
は
、
バ
ー

ネ
ッ
ト
や
テ
イ
ラ
ー
に
依
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
の
歴
史
的
感
覚
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
彼
自
身
及
び
彼
の
同
時
代
人
の
も

の
で
あ
る
こ
と
を
彼
の
よ
く
知
っ
て
い
る
哲
学
的
並
び
に
科
学
的
関
心
と
教
義
の
説
明
者
に
す
る
こ
と
を
禁
じ
た

の
を
示
す
も
の
で
あ
り
、プ
ラ
ト
ン
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
い
う
人
物
を
彼
自
身
の
「
仮
面
」
と
し
て
、或
は
「
哲
学
者
」

の
あ
る
べ
き
も
の
の
空
想
的
理
想
と
し
て
使
っ
た
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
一
つ
の
証
拠
で
あ
る
。
言
い

換
え
る
と
、
初
期
の
対
話
篇
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
区
別
さ
る
べ
き
プ
ラ
ト
ン
自
身
の
哲
学
が
ま
だ
形
を
と
っ
て
い
な

か
っ
た
と
き
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
プ
ラ
ト
ン
自
身
の
哲
学
が
完
成
す
る
に
従
っ
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
対
話
篇
に

お
け
る
主
要
な
位
置
か
ら
退
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
初
期
の
作
品
の
中
で
も『
ア
ポ
ロ
ギ
ア
』『
ク
リ
ト
ン
』『
フ
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ス

ァ
イ
ド
ン
』
等
は
主
と
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
裁
判
と
死
の
事
情
を
取
扱
い
、
彼
の
生
涯
と
思
想
と
を
伝
え
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
事
件
後
短
期
間
に
発
表
さ
れ
、
そ
れ
に
立
会
っ
た
裁
判

官
や
市
民
の
多
く
に
よ
っ
て
読
ま
れ
た
筈
で
あ
る
か
ら
、
著
者
の
自
殺
に
も
等
し
い
虚
構
を
プ
ラ
ト
ン
が
そ
こ
で

行
っ
て
い
る
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
。
そ
の
記
述
は
実
質
的
に
は
正
確
な
も
の
と
し
て
受
取
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
プ

ラ
ト
ン
の
目
差
し
た
の
は
偉
大
な
人
物
と
偉
大
な
時
代
の
記
念
像
を
建
て
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
彼
は
彼

の
目
的
に
最
も
適
し
た
特
殊
な
文
学
的
形
式
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
尤
も
バ
ー
ネ
ッ
ト
や
テ
イ
ラ
ー
の
説
に
は
行

き
過
ぎ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
プ
ラ
ト
ン
的
意
味
に
お
け
る
「
哲
学
者
」
に
し
て
し
ま
う
彼

等
の
結
論
に
は
同
意
し
難
い
も
の
が
あ
る
。ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
と
プ
ラ
ト
ン
と
の
関
係
が
如
何
に
あ
る
に
し
て
も（
バ

ー
ネ
ッ
ト
や
テ
イ
ラ
ー
と
は
違
っ
た
見
解
と
し
て
は
、
例
え
ば E. C

. M
archant, Xenophon, M

em
orabilia and 

O
econom

icus, 1923, Introduction 

を
見
よ
）、『
メ
モ
ラ
ビ
リ
ア
』
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
像
は
明
ら
か
に
不

十
分
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
プ
ラ
ト
ン
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
を
直
ち
に
同
一
視
し
得
る
か
否
か

は
疑
わ
し
い
。
我
々
は
む
し
ろ
次
の
如
き
意
見
を
穏
当
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。「
し
か
し
私
は
ク
セ
ノ
フ

ォ
ン
は
ひ
と
つ
の
修
正
と
し
て
有
用
で
あ
り
、
彼
な
し
に
は
我
々
は
、
ち
ょ
う
ど
も
し
共
観
福
音
書
が
失
わ
れ
て

ヨ
ハ
ネ
伝
の
み
が
保
存
さ
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
間
違
っ
た
姿
を
描
く
に
相
違
な
い
よ
う
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に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
つ
い
て
間
違
っ
た
像
を
作
る
か
も
知
れ
な
い
と
信
ず
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
メ
モ
ラ
ビ
リ
ア
の
う

ち
に
現
れ
て
い
る
地
上
的
な
常
識
と
強
健
な
実
際
性
の
要
素
を
漏
ら
し
て
お
り
、
彼
の
師
に
彼
自
身
の
心
の
詩
的

性
質
の
或
る
も
の
を
頒
ち
与
え
、
そ
の
思
想
を
そ
の
う
ち
に
含
蓄
さ
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
自

身
は
決
し
て
展
開
し
な
か
っ
た
体
系
に
引
き
伸
ば
し
て
い
る
と
私
は
考
え
る
」（R

. W
. Livingstone, Portrait of 

Socrates, 1938, X
LIX

）。
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
を
主
と
し
プ
ラ
ト
ン
を
従
と
す
る
ブ
ト
ル
ー
な
ど
の
見
解
と
は
逆
に
、

プ
ラ
ト
ン
を
主
と
し
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
を
従
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
伝
記
的
部
分
の
歴
史
的
正

確
は
信
ぜ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
た
だ
プ
ラ
ト
ン
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
彼
自
身
に
従
っ
て
「
哲
学
者
」
と
な
し
、
ソ
ク

ラ
テ
ス
の
常
識
性
と
実
際
性
と
を
脱
落
さ
せ
て
い
る
。
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
に
よ
っ
て
修
正
し
つ
つ
プ
ラ
ト
ン
を
読
む

こ
と
に
よ
っ
て
我
々
に
与
え
ら
れ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
純
粋
な
哲
学
者
で
あ
る
よ
り
も
「
教
育
家
」
と
し
て
の
自

覚
に
生
き
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
思
弁
性
と
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
実

際
性
と
は
教
育
家
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
い
て
綜
合
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
綜
合
こ
そ
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
偉
大
な
教

育
家
た
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
も
し
心
し
て
読
む
な
ら
ば
、
我
々
は
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
に
お
い
て
も
教
育
家
ソ

ク
ラ
テ
ス
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、ま
た『
メ
モ
ラ
ビ
リ
ア
』の
第
四
巻
を
通
ず
る
主
題
が
教
育
で
あ
り
、我
々

は
い
わ
ば
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
教
育
の
完
全
な
体
系
へ
導
き
入
れ
ら
れ
る
と
云
わ
れ
る
（M

archant, O
p. cit., X

V
III

）
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ソ
ク
ラ
テ
ス

の
も
偶
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
史
料
と
し
て
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
価
値
に
つ
い
て
い
え
ば
、
彼
も
ま
た
そ
の
支
持
者
を
有
し
た

の
で
あ
る
。
カ
ー
ル
・
ヨ
エ
ル
は
そ
の
厖
大
な
著
述
に
お
い
て
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
を
排
斥
し
つ
つ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

を
支
持
し
た
（K

arl Joel, D
er echte und der Xenophontische Sokrates, 1893

―1901.

）。
ヨ
エ
ル
は
云
う
、
無

理
解
或
は
無
能
力
は
真
実
性
の
保
証
と
な
り
得
る
か
、
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
理
想
化
す
る
に
必
要
な

想
像
力
を
有
し
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
彼
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
卑
俗
化
す
る
に
十
分
な
力
を
有
し
て
い
た
、
歴
史
家

で
あ
る
よ
り
も
寧
ろ
小
説
家
と
し
て
、
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
一
つ
の
道
徳
小
説
の
主
人
公
を
作
り

上
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
何
処
に
真
正
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
証
人
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
を
措
い
て
何
処
に
も
な
い
、
と
ヨ
エ
ル
は
云
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
善
い
裁
判
官
で
あ
る
に
必
要
な
す
べ

て
の
資
格
、
完
全
な
報
道
、
冷
静
で
透
徹
し
た
理
知
、
感
情
に
囚
わ
れ
な
い
人
間
的
独
立
を
有
し
た
。
即
ち
彼
は

哲
学
者
で
あ
り
、
従
っ
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
的
重
要
性
を
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
よ
り
も
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

た
と
共
に
、
他
方
彼
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
十
分
に
離
れ
て
お
り
、
こ
の
人
に
つ
い
て
公
平
な
見
解
を
も
つ
こ
と
が

で
き
た
が
、
そ
の
こ
と
は
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
プ
ラ
ト
ン

或
は
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
を
確
認
す
る
場
合
、
そ
こ
に
我
々
は
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
よ
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う
な
見
解
に
対
し
て
、
テ
イ
ラ
ー
や
バ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
証
言
は
特
権
的
価
値
を
有
す
る
も
の

で
な
く
、
独
立
の
価
値
を
有
す
る
も
の
で
も
な
い
、
と
論
じ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
記
述
は
直
接
の
知
識

に
基
づ
く
の
で
は
な
い
。
彼
が
生
れ
た
と
き
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
死
ん
で
か
ら
既
に
十
五
年
を
経
て
お
り
、
ソ
ク
ラ
テ

ス
に
関
す
る
彼
の
知
識
は
間
接
の
資
料
に
、
特
に
プ
ラ
ト
ン
に
拠
っ
て
い
る
。
そ
の
う
え
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ヘ

ー
ゲ
ル
流
の
歴
史
家
で
あ
り
、
先
行
思
想
家
に
つ
い
て
彼
自
身
の
体
系
的
思
想
と
関
聯
を
有
す
る
と
こ
ろ
を
の
み

取
上
げ
る
傾
向
を
有
し
て
い
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
記
述
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
像
を
与
え
る
も
の
で
な
く
、
彼
の

思
想
の
一
面
を
強
調
し
て
示
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
関
す
る
史
料
と
し
て
更
に
問
題
に
な
る
の
は
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
ほ

ぼ
同
時
代
の
こ
の
喜
劇
作
者
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
主
題
と
す
る
喜
劇
『
雲
』
を
書
い
た
。
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
の

史
実
的
価
値
に
つ
い
て
は
、
彼
に
お
い
て
真
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
主
義
、
即
ち
急
進
的
な
無
神
論
の
証
拠
を
見
出
し
得

る
と
す
る
ロ
ェ
ク
（H
ubert R

oeck

）
を
除
い
て
、
殆
ど
す
べ
て
の
学
者
が
主
要
な
も
の
と
認
め
て
い
な
い
。
そ

の
価
値
は
い
わ
ば
傍
証
的
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
喜
劇
の
中
で
取
扱
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
の
喜
劇
の

傾
向
に
徴
し
て
『
雲
』
の
現
れ
た
と
き
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
す
で
に
有
名
な
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
証
し
て
い

る
。
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
目
し
て
攻
撃
し
た
。
喜
劇
の
中
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
そ



三
三
一

ソ
ク
ラ
テ
ス

の
「
弟
子
」
と
「
思
考
の
店
」
と
を
も
っ
て
自
然
学
に
従
事
す
る
常
例
の
「
学
校
」
の
如
き
も
の
の
頭
目
と
し
て

現
さ
れ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
の
記
述
が
全
然
虚
妄
で
あ
る
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し

て
も
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
の
描
い
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
い
わ
ば
前
期
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
属
し
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト

フ
ァ
ネ
ス
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
プ
ラ
ト
ン
乃
至
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
の
相
違
は
、
年
代
の
相
違
か
ら
説

明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。『
雲
』
が
現
れ
た
の
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
四
十
五
歳
の
頃
で
あ
り
、
プ
ラ
ト
ン
や
ク
セ
ノ
フ

ォ
ン
は
そ
の
と
き
ま
だ
幼
児
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
四
十
五
歳
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
五
十
五
歳
或
は
六
十
歳
の
ソ
ク

ラ
テ
ス
と
は
、
或
る
意
味
に
お
い
て
別
の
人
間
で
あ
る
。『
雲
』
の
時
代
に
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
真
面
目
は
ま
だ
発

揮
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
事
実
で
あ
る
。
従
っ
て
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
活
動
の
本
質

を
伝
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、
紀
元
前
五
世
紀
中
葉
の
知
的
雰
囲
気
の
中
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
位
置
を
示
す

も
の
と
し
て
、
そ
の
喜
劇
的
誇
張
を
別
に
す
れ
ば
、
無
価
値
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
こ
に
は
問
題
な
く
大

き
な
制
限
が
存
在
し
て
い
る
。
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時
代

ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
つ
い
て
、
世
界
は
彼
が
存
在
し
た
こ
と
を
如
何
に
屡
々

想
起
し
て
も
過
ぎ
る
こ
と
が
な
い
、
と
云
っ
た
。
こ
の
絶
え
ず
想
起
さ
る
べ
き
人
間
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
彫
刻
工
と

産
婆
の
息
子
と
し
て
ア
テ
ナ
イ
に
生
れ
た
。
父
は
ソ
フ
ロ
ニ
ス
コ
ス
と
い
い
、
母
は
フ
ァ
イ
ナ
レ
テ
と
い
っ
た
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
出
生
の
年
に
つ
い
て
は
、
直
接
の
記
録
が
な
く
、
彼
の
裁
判
と
処
刑
に
関
す
る
記
録
か
ら
間
接
に

推
測
す
る
の
ほ
か
な
い
。
処
刑
は
紀
元
前
三
九
九
年
の
春
に
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
プ
ラ
ト
ン
に
依
れ
ば
、
ソ
ク
ラ

テ
ス
は
裁
判
の
と
き
七
十
歳
（
或
は
少
し
上
）
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
彼
の
出
生
は
紀
元
前
四
七
〇
年
（
或
は

四
六
九
年
）
の
こ
と
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ペ
ル
シ
ア
軍
が
プ
ラ
タ
イ
ア
に
お
い
て
決
定
的
に
撃
破
さ

れ
て
ギ
リ
シ
ア
の
独
立
が
確
保
さ
れ
た
年
の
後
九
年
に
当
っ
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
生
れ
た
と
き
、
ペ
リ
ク
レ

ス
は
な
お
青
年
で
あ
り
、
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
や
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
は
若
者
で
あ
っ
た
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
は
二
年
ば
か

り
前
に
彼
の
愛
国
的
な
劇
『
ペ
ル
シ
ア
人
』
を
作
っ
た
。
す
で
に
こ
れ
ら
の
名
を
挙
げ
た
だ
け
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
が

如
何
な
る
時
代
の
人
で
あ
っ
た
か
が
察
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
ア
ッ
チ
カ
の
歴
史
に
お
け
る
最
も
偉
大
な
、

同
時
に
極
め
て
激
動
的
な
時
代
に
属
し
て
い
た
。
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ソ
ク
ラ
テ
ス

こ
の
世
紀
の
政
治
劇
は
三
幕
の
推
移
を
と
っ
て
い
る
。
第
一
幕
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
生
れ
る
前
に
閉
じ
て
い
た

が
な
お
人
々
の
心
に
い
き
い
き
と
残
っ
て
い
た
ペ
ル
シ
ア
の
ギ
リ
シ
ア
侵
略
の
企
て
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ア
の
諸
国

家
は
団
結
し
て
こ
れ
を
撃
退
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
第
二
幕
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
道
徳
的
並
び
に
知
的
指
導
者
の

位
置
に
上
っ
た
ア
テ
ナ
イ
の
興
隆
、
歴
史
に
比
類
の
な
い
詩
、
建
築
、
彫
刻
等
の
創
造
で
あ
る
。
第
三
幕
は
、
ア

テ
ナ
イ
の
権
力
を
羨
ん
だ
競
争
者
の
ギ
リ
シ
ア
諸
国
家
の
聯
合
、
そ
し
て
紀
元
前
四
三
一
年
か
ら
四
〇
四
年
に
亙

る
ペ
ロ
ポ
ン
ネ
ソ
ス
戦
争
で
あ
り
、
そ
れ
は
遂
に
ア
テ
ナ
イ
の
敗
北
に
終
っ
た
。
か
く
て
大
い
な
る
勝
利
、
大
い

な
る
政
治
的
並
び
に
精
神
的
繁
栄
、
長
い
戦
争
、
そ
し
て
悲
惨
な
敗
北
、
か
く
の
如
き
が
紀
元
前
五
世
紀
に
お
け

る
ア
テ
ナ
イ
の
歴
史
で
あ
る
。
国
内
政
治
も
そ
れ
に
劣
ら
ず
激
動
的
で
あ
っ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
栄
え
ゆ
く
ア

テ
ナ
イ
の
民
主
政
治
の
発
展
を
見
た
。「
我
々
の
国
制
は
、
そ
れ
が
少
数
者
で
な
く
多
数
者
の
手
に
あ
る
が
故
に
、

民
主
政
治
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
の
法
律
は
す
べ
て
の
者
に
対
し
彼
等
の
私
の
論
議
に
お
い
て
平

等
の
正
義
を
保
証
し
、
そ
し
て
我
々
の
輿
論
は
あ
ら
ゆ
る
部
門
の
事
業
に
お
い
て
、
た
だ
卓
越
に
の
み
基
づ
い
て
、

才
能
を
歓
迎
し
尊
重
す
る
」、
と
ツ
キ
デ
ィ
デ
ス
は
ア
テ
ナ
イ
の
民
主
政
治
を
讃
美
し
て
い
る
。
し
か
る
に
ペ
ロ

ポ
ン
ネ
ソ
ス
戦
争
の
軍
事
的
禍
害
は
国
制
上
の
変
化
を
結
果
し
、
四
一
三
年
か
ら
四
〇
四
年
に
至
る
十
年
の
間
に

相
次
い
で
、
穏
和
な
寡
頭
政
治
、
制
限
さ
れ
た
民
主
政
治
、
再
び
無
制
限
な
民
主
政
治
、
そ
し
て
最
後
に
戦
争
の
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終
に
は
「
三
十
人
寡
頭
政
治
」、
八
ケ
月
間
の
専
制
が
現
れ
た
。
そ
れ
か
ら
漸
次
に
民
主
政
治
が
再
建
さ
れ
、
殆

ど
八
十
年
間
継
続
し
た
。
こ
の
政
治
の
も
と
に
そ
の
指
導
者
の
一
人
に
よ
っ
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
起
訴
さ
れ
、
死
に

処
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
が
彼
の
生
涯
に
お
け
る
ア
テ
ナ
イ
の
政
治
的
歴
史
の
概
括
で
あ
る
。

革
命
と
不
安
と
は
政
治
に
の
み
限
ら
れ
て
い
な
い
。そ
こ
に
は
更
に
深
い
知
的
革
命
と
知
的
不
安
と
が
あ
っ
た
。

こ
の
時
代
の
精
神
的
雰
囲
気
を
理
解
す
る
こ
と
な
し
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
事
業
の
意
義
を
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。

ペ
ル
シ
ア
戦
争
と
そ
の
勝
利
は
ア
テ
ナ
イ
の
繁
栄
の
契
機
と
な
っ
た
。
今
や
ア
テ
ナ
イ
は
世
界
第
一
の
海
軍
力

を
擁
し
、
交
通
と
商
業
と
は
発
達
し
、
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
ギ
リ
シ
ア
同
盟
の
中
心
と
な
っ
た
。
ア
テ
ナ
イ

に
お
け
る
経
済
的
社
会
的
変
化
は
個
人
の
解
放
を
も
た
ら
し
、
民
主
主
義
の
発
達
を
結
果
し
た
。
ペ
ル
シ
ア
人
の

駆
逐
は
ア
テ
ナ
イ
人
に
と
っ
て
単
に
特
殊
の
都
市
の
勝
利
を
の
み
意
味
し
な
か
っ
た
、
そ
れ
は
一
つ
の
理
想
と
一

つ
の
生
活
の
仕
方
の
勝
利
で
あ
っ
た
。
自
由
が
専
制
主
義
に
克
っ
た
の
で
あ
る
、
民
主
政
治
が
王
政
を
負
か
し
た

の
で
あ
る
。
自
己
の
自
由
意
志
か
ら
家
と
国
と
の
た
め
に
戦
っ
た
人
々
は
、
責
苦
と
刎ふ
ん

首
と
の
恐
れ
か
ら
戦
線
に

引
き
止
め
ら
れ
た
徴
集
兵
よ
り
も
持
久
力
の
あ
る
戦
士
で
あ
る
こ
と
を
証
し
た
。
何
よ
り
も
ギ
リ
シ
ア
人
が「
徳
」

（ajrethv

）
と
呼
ぶ
も
の
、
或
は
「
徳
」
と
「
智
慧
」（so φiva
）
と
が
一
緒
に
、
そ
の
力
を
現
し
た
の
で
あ
る
。
ギ
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ソ
ク
ラ
テ
ス

リ
シ
ア
の
「
ア
レ
テ
ー
」（
徳
）
と
い
う
語
は
、
今
日
我
々
が
普
通
に
徳
と
い
う
も
の
と
か
な
り
違
っ
た
意
味
を

有
し
て
い
る
。
ア
レ
テ
ー
と
は
、
人
間
、
或
は
そ
の
他
ど
の
よ
う
な
も
の
で
も
、
そ
れ
を
善
く
す
る
も
の
で
あ
る
、

そ
れ
は
善
い
兵
隊
、
善
い
将
軍
、
善
い
市
民
、
善
い
靴
屋
、
善
い
馬
或
は
善
い
劔
で
さ
え
の
性
質
で
あ
る
。
そ
し

て
「
ソ
ピ
ア
」（
智
慧
）
と
は
、そ
れ
に
よ
っ
て
ひ
と
が
物
を
如
何
に
為
す
べ
き
か
を
知
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

即
ち
槍
を
使
う
こ
と
或
は
道
具
を
使
う
こ
と
、
考
え
、
話
し
、
書
く
こ
と
、
図
形
を
作
る
こ
と
、
彼
の
同
市
民
に

助
言
し
説
得
す
る
こ
と
の
知
識
で
あ
る
。
当
時
の
ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る
感
情
の
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、

ヘ
ロ
ド
ト
ス
が
我
々
に
伝
え
て
い
る
。
ア
テ
ナ
イ
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
を
代
表
す
る
と
考
え
ら
れ
た
。「
ギ
リ
シ
ア
民

族
は
昔
か
ら
よ
り
多
く
智
慧
が
あ
り
、
馬
鹿
（
或
は
野
蛮
）
か
ら
よ
り
多
く
解
放
さ
れ
た
も
の
と
し
て
野
蛮
人
か

ら
区
別
さ
れ
た
。
…
…
そ
し
て
す
べ
て
の
ギ
リ
シ
ア
人
の
う
ち
ア
テ
ナ
イ
人
は
智
慧
に
お
い
て
第
一
に
数
え
ら
れ

た
」。
ア
テ
ナ
イ
は
、
古
い
エ
ピ
グ
ラ
ム
に
い
う
よ
う
に
、「
ヘ
ラ
ス
の
ヘ
ラ
ス
」
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
卓
越
し

た
智
慧
は
自
由
と
民
主
主
義
と
に
結
び
付
い
て
い
る
。「
か
よ
う
に
し
て
ア
テ
ナ
イ
は
成
長
し
た
。
そ
れ
を
ど
こ

で
試
験
す
る
に
し
て
も
、
人
間
の
あ
い
だ
に
お
け
る
平
等
が
如
何
に
善
い
も
の
で
あ
る
か
は
明
ら
か
で
あ
る
。
独

裁
者
の
も
と
に
お
け
る
ア
テ
ナ
イ
は
、
戦
争
に
お
い
て
さ
え
、
そ
の
隣
邦
よ
り
も
決
し
て
善
く
は
な
か
っ
た
。
独

裁
者
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
き
、
ア
テ
ナ
イ
は
遥
か
に
す
べ
て
に
ま
さ
る
も
の
で
あ
っ
た
」。
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
中
で
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ひ
と
り
の
人
間
は
ま
た
云
っ
て
い
る
、「
独
裁
者
は
古
い
法
律
を
乱
し
、
婦
人
を
犯
し
、
裁
判
な
し
に
男
子
を
殺

す
。
し
か
る
に
民
衆
の
政
治
は
―
―
第
一
に
そ
の
名
そ
の
も
の
が
美
し
く
、
第
二
に
民
衆
は
か
か
る
こ
と
の
如
何

な
る
こ
と
を
も
為
さ
な
い
」。
自
由
と
い
う
の
は
た
だ
勝
手
に
振
舞
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ク
セ
ル
ク
セ

ス
が
、
ギ
リ
シ
ア
人
が
少
数
で
彼
に
抵
抗
し
た
の
を
聞
い
て
、
何
故
に
彼
等
は
逃
げ
な
か
っ
た
の
か
、「
特
に
汝

の
云
う
如
く
彼
等
が
自
由
で
あ
り
、
彼
等
を
引
止
め
る
何
人
も
存
在
し
な
い
」
の
に
、
と
尋
ね
た
と
き
、
ス
パ
ル

タ
人
は
答
え
た
、「
王
よ
、
彼
等
は
自
由
で
あ
る
、
け
れ
ど
も
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
為
す
よ
う
に
自
由
で
あ
る
の
で

は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
彼
等
の
上
に
は
法
律
と
呼
ば
れ
る
主
人
が
あ
り
、
こ
れ
を
彼
等
は
汝
の
下
僕
が
汝
を
恐
れ
る

以
上
に
恐
れ
る
の
で
あ
る
」、
と
答
え
た
と
ヘ
ロ
ド
ト
ス
は
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
は
特
に
ス
パ
ル
タ
人
の
話
で
あ

る
が
、
同
じ
話
は
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
に
よ
っ
て
ア
テ
ナ
イ
人
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
奴
隷
的
な
野
蛮

人
に
対
す
る
す
べ
て
の
自
由
な
ギ
リ
シ
ア
人
に
適
用
さ
れ
得
る
こ
と
で
あ
る
。
自
由
な
ア
テ
ナ
イ
人
は
ま
た
ア
レ

テ
ー
を
、徳
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
お
い
て
善
い
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

テ
ミ
ス
ト
ク
レ
ス
の
云
っ
た
如
く
、
人
生
の
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
、
よ
り
高
い
も
の
と
よ
り
低
い
も
の
と
の
間
の
選

択
が
存
在
す
る
、
そ
し
て
彼
等
は
つ
ね
に
よ
り
高
い
も
の
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
ア
テ
ナ
イ
に
お
い
て
は
ペ
リ
ク
レ
ス
の
指
導
の
も
と
に
歴
史
に
比
類
の
な
い
民
主
政
治
が
行
わ
れ
た
。
商
業
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都
市
と
し
て
栄
え
た
ア
テ
ナ
イ
は
、
そ
の
物
質
的
基
礎
の
上
に
、
同
時
に
第
一
等
の
文
化
国
と
し
て
発
展
し
、
か

く
て
ペ
リ
ク
レ
ス
時
代
の
ア
テ
ナ
イ
は
文
学
及
び
美
術
の
歴
史
に
お
い
て
永
遠
に
古
典
と
し
て
輝
く
幾
多
の
驚
歎

す
べ
き
作
品
に
よ
っ
て
充
た
さ
れ
た
。
嘗
て
如
何
な
る
国
家
も
ア
テ
ナ
イ
の
よ
う
に
芸
術
を
全
体
の
民
衆
生
活
の

中
心
に
お
き
、
そ
し
て
国
家
が
芸
術
に
課
し
た
課
題
に
よ
っ
て
ア
テ
ナ
イ
の
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
有
効
に
働

き
掛
け
た
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な
文
化
の
目
覚
ま
し
い
発
達
は
解
放
さ
れ
た
個
人
の
自
由
な
活
動
に

よ
っ
て
可
能
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。「
た
だ
ギ
リ
シ
ア
の
社
会
に
お
い
て
の
み
、
解
放
さ
れ
た
個
人
の
す
べ
て
の

力
は
、
到
る
処
最
高
の
も
の
を
成
就
す
る
こ
と
を
許
し
た
あ
の
緊
張
と
躍
動
と
に
達
し
た
」、
と
ブ
ル
ッ
ク
ハ
ル

ト
は
云
っ
て
い
る
。

し
か
し
民
主
主
義
は
同
時
に
破
壊
的
に
作
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ペ
リ
ク
レ
ス
時
代
に
は
な
お
一
方

伝
統
的
な
宗
教
や
道
徳
が
力
を
有
し
た
が
、
他
方
す
で
に
そ
れ
に
対
す
る
批
判
が
始
ま
っ
て
い
た
。
エ
ウ
リ
ピ
デ

ス
の
中
の
一
人
物
は
云
う
、「
も
し
も
神
々
が
恥
辱
的
な
こ
と
を
為
す
な
ら
ば
、
何
等
神
々
で
は
な
い
」、
こ
の
帰

結
は
人
々
に
と
っ
て
却
け
難
い
も
の
に
思
わ
れ
た
。
多
く
の
者
は
内
面
的
に
は
―
―
そ
れ
を
公
言
す
る
こ
と
は
危

険
で
あ
っ
た
―
―
無
神
論
に
陥
っ
た
、
ま
た
な
お
強
い
宗
教
的
感
情
が
存
在
し
た
場
合
に
は
、
彼
等
は
神
性
の
一

般
的
概
念
に
逃
れ
た
。
国
民
宗
教
を
熱
心
に
擁
護
し
た
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
に
お
い
て
さ
え
既
に
屡
々
か
よ
う
な
神
性
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の
一
般
的
概
念
が
現
れ
て
い
る
。
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
の
確
信
に
依
れ
ば
、
も
し
も
信
仰
が
な
く
な
る
な
ら
ば
、
全
世

界
は
破
壊
さ
れ
る
、
な
ぜ
な
ら
一
切
の
道
徳
的
並
び
に
国
家
的
秩
序
は
神
々
の
意
志
に
基
づ
く
の
で
あ
る
か
ら
。

彼
は
ま
さ
に
道
徳
法
の
不
可
侵
性
と
永
遠
性
と
を
信
じ
た
が
故
に
、
そ
れ
は
神
々
の
意
志
か
ら
流
れ
出
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
道
徳
と
宗
教
と
の
矛
盾
す
る
場
合
、
自
由
な
人
間
に
と
っ
て
は
つ
ね
に
宗

教
が
倒
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。神
々
を
倫
理
的
要
請
に
従
っ
て
変
化
す
る
と
い
う
企
て
が
挫
折
す
る
場
合
、神
々

は
道
徳
法
の
神
聖
の
前
に
、
言
い
換
え
る
と
人
間
的
良
心
の
命
令
の
前
に
そ
の
王
座
か
ら
転
落
す
る
。
紀
元
前
五

世
紀
の
ア
テ
ナ
イ
に
お
い
て
は
、
古
い
信
仰
の
も
と
に
不
動
の
規
範
を
所
有
す
る
と
ひ
と
が
考
え
た
所
に
す
で
に

到
る
処
こ
の
避
け
難
い
問
題
が
現
れ
て
い
た
。
古
い
概
念
は
用
を
な
さ
ず
、
善
と
悪
と
の
単
純
な
区
別
は
も
は
や

十
分
で
な
か
っ
た
。
他
方
純
粋
な
道
徳
の
神
聖
を
確
信
し
た
者
も
、
確
固
た
る
規
範
を
見
出
す
に
困
難
を
感
じ
た

の
で
あ
る
。

国
家
の
理
想
も
ま
た
そ
の
力
を
失
っ
た
。
民
主
政
治
の
欠
陥
は
余
り
に
も
明
瞭
に
現
れ
て
き
た
。
国
家
に
対
し

て
道
徳
的
理
念
の
実
現
を
要
求
し
た
者
は
、
民
主
政
治
に
お
い
て
は
そ
れ
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
告
白
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
自
由
な
討
論
、
自
己
の
意
見
を
発
表
す
る
各
人
の
権
利
は
真
理
の
認
識
に
導
き
、
民
衆
は

本
能
的
に
正
し
い
こ
と
を
発
見
し
得
る
と
い
う
民
主
主
義
的
信
仰
は
、
経
験
に
よ
っ
て
打
ち
破
ら
れ
た
。
ペ
リ
ク
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レ
ス
の
如
き
卓
越
し
た
精
神
が
大
衆
を
指
導
し
て
い
た
間
は
と
も
か
く
、彼
等
が
彼
等
自
身
に
委
ね
ら
れ
た
場
合
、

彼
等
は
絶
え
ず
彼
等
の
無
能
力
と
卑
し
い
利
己
心
と
を
示
し
た
。
民
衆
裁
判
は
民
主
政
治
の
本
尊
で
あ
っ
た
が
、

人
々
は
裁
判
に
列
す
る
こ
と
を
義
務
と
し
て
よ
り
も
特
権
と
し
て
考
え
、
僅
か
な
日
当
が
彼
等
を
誘
惑
し
、
一
部

分
は
彼
等
の
無
知
か
ら
、
一
部
分
は
彼
等
が
無
遠
慮
に
た
だ
自
己
の
利
益
を
の
み
求
め
た
と
こ
ろ
か
ら
、
正
し
く

な
い
判
決
が
な
さ
れ
、
罪
の
無
い
者
を
死
刑
に
処
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
度
重
っ
た
。
そ
し
て
何
よ
り
も
裁

判
に
お
い
て
、
ま
た
民
衆
の
前
に
お
い
て
、
雄
弁
の
両
刃
の
力
が
そ
の
恐
る
べ
き
力
を
発
揮
し
た
の
で
あ
る
。
民

主
政
治
は
個
人
主
義
の
弊
害
を
伴
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
こ
と
に
エ
ド
ゥ
ア
ル
ト
・
マ
イ
エ
ル
の
云
っ
た
如

く
、「
ア
テ
ナ
イ
で
は
民
衆
の
自
己
支
配
が
歴
史
に
お
い
て
前
に
も
後
に
も
な
い
ほ
ど
極
め
て
真
面
目
に
考
え
ら

れ
た
」
の
で
あ
る
が
、「
ア
ッ
チ
カ
国
家
の
形
成
か
ら
、
民
主
主
義
と
平
等
の
原
理
の
最
も
深
い
本
質
の
う
ち
に

存
す
る
人
格
に
対
す
る
不
信
が
、
到
る
処
現
れ
て
い
る
」。

民
主
主
義
は
個
人
の
解
放
と
結
び
付
い
て
い
る
。
個
人
は
性
格
と
し
て
、
意
志
と
し
て
、
し
か
し
何
よ
り
も
知

性
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
ア
テ
ナ
イ
人
は
特
に
知
識
を
重
ん
じ
た
。
彼
の
認
識
を
発
展
さ
せ
、
彼
の
悟
性
の
力
を

働
か
せ
る
こ
と
の
で
き
る
者
の
み
が
、
人
々
か
ら
尊
敬
さ
れ
る
、
た
だ
彼
の
み
が
す
べ
て
の
生
活
状
況
に
お
い
て

自
己
を
主
張
す
る
こ
と
を
望
み
得
る
。
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
は
、
正
し
い
認
識
（gnw

vmh

）、
智
慧
が
あ
ら
ゆ
る
人
間
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的
能
力
の
う
ち
最
高
の
も
の
で
あ
る
と
つ
ね
に
語
っ
た
が
、
そ
れ
は
ま
た
全
ア
テ
ナ
イ
人
の
意
見
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
智
慧
は
身
体
の
力
、
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
他
の
天
賦
に
遥
か
に
ま
さ
る
と
こ
ろ
の
人
間
の
最
も
価
値
あ
る
所

有
物
で
あ
る
。「
人
間
的
智
見
に
よ
っ
て
国
や
家
は
善
く
治
め
ら
れ
、
戦
争
に
お
い
て
も
そ
れ
は
一
つ
の
大
き
な

力
で
あ
る
」、
と
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
は
云
っ
て
い
る
。
こ
の
知
識
の
尊
重
も
同
時
に
そ
の
弊
害
を
現
し
た
。
自
己
の

利
己
心
と
罪
悪
と
を
巧
み
な
弁
舌
に
よ
っ
て
隠
す
人
間
は
す
べ
て
の
時
代
に
存
在
す
る
、
こ
の
時
代
に
お
け
る

新
し
い
点
は
、
彼
等
が
彼
等
の
態
度
を
一
般
に
認
め
ら
れ
正
し
い
と
さ
れ
た
原
則
に
よ
っ
て
理
由
付
け
、
彼
等
の

心
情
を
公
然
と
吐
露
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
神
の
恐
れ
と
神
聖
な
も
の
に
対
す
る
憚
り
と
が

無
く
な
っ
た
と
き
、
人
間
を
束
縛
す
る
如
何
な
る
制
限
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
ギ
リ
シ
ア
人
が
「
ノ
モ
ス
」

（nomovV

）
と
い
う
一
つ
の
概
念
で
包
括
し
た
も
の
、
慣
習
、
法
律
、
伝
統
、
か
か
る
ノ
モ
ス
を
人
間
生
活
の
す
べ

て
の
掟
て
は
基
礎
と
し
て
い
る
。
し
か
る
に
ノ
モ
ス
と
は
守
ら
れ
信
ぜ
ら
れ
る
も
の
、
正
し
い
と
思
わ
れ
る
も
の

（a{ nomivzetai

）
で
あ
る
、従
っ
て
そ
れ
は
人
間
の
作
っ
た
も
の
、そ
れ
故
に
肆
意
的
な
変
化
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

自
然
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
永
遠
の
も
の
で
は
な
い
。ペ
リ
ク
レ
ス
と
の
対
話
に
お
い
て
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
は
、各
々

の
国
家
の
法
律
は
そ
れ
ぞ
れ
の
主
権
者
の
肆
意
に
過
ぎ
ず
、
彼
の
利
害
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
、
正
義
の
妄
信
の
化

身
で
は
な
い
、
と
語
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
各
々
の
国
家
の
形
成
は
、
強
者
の
法
以
外
、
目
を
昏
ま
す
定
式
の
も
と
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に
隠
さ
れ
た
強
力
以
外
、
何
等
の
法
も
地
上
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
彼
等
の
合
法
性
を
自
慢
に

す
る
人
々
は
馬
鹿
で
あ
り
、
彼
等
を
そ
の
た
め
に
称
讃
す
る
大
衆
は
た
だ
自
己
の
無
知
を
証
明
す
る
に
過
ぎ
ず
、

こ
の
無
知
は
彼
等
が
自
分
自
身
を
支
配
す
る
こ
と
を
不
可
能
な
ら
し
め
る
。
か
く
し
て
個
人
以
外
の
何
物
も
存
在

せ
ず
、
自
己
の
物
質
的
並
び
に
精
神
的
手
段
に
よ
っ
て
、
特
に
自
己
の
知
性
に
よ
っ
て
、
普
通
の
人
間
を
凌
駕
し
、

こ
れ
に
よ
っ
て
他
を
支
配
す
る
に
適
す
る
個
々
の
人
格
以
外
の
何
物
も
存
在
し
な
い
。
事
物
を
あ
る
が
ま
ま
に
認

識
す
る
強
い
精
神
に
と
っ
て
は
、
自
己
の
利
益
、
自
己
の
個
人
的
な
要
求
や
目
的
の
無
遠
慮
な
主
張
以
外
の
他
の

課
題
は
な
く
、
そ
の
際
彼
は
大
衆
の
偏
見
を
利
用
し
て
彼
等
に
阿
諛
し
、
そ
し
て
権
力
を
得
た
後
に
は
、
彼
等
を

無
視
し
蹂
躙
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
が
ア
テ
ナ
イ
の
み
な
ら
ず
全
ギ
リ
シ
ア
の
社
会
的
並
び
に
精

神
的
発
展
の
結
果
で
あ
っ
た
。
今
や
人
間
の
利
己
心
に
大
き
な
活
動
の
範
囲
が
与
え
ら
れ
、
彼
等
の
破
廉
恥
が
蔽

わ
れ
る
こ
と
な
し
に
示
さ
れ
た
の
み
で
な
く
、
国
家
の
運
命
に
関
与
す
る
力
を
有
す
る
重
要
な
人
物
も
ま
た
同
一

の
道
を
歩
み
、
自
身
の
自
己
を
除
い
て
あ
ら
ゆ
る
理
想
が
彼
等
に
失
わ
れ
た
。
こ
こ
に
「
現
代
的
人
間
」
の
タ
イ

プ
が
生
れ
た
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
な
お
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
に
お
い
て
代
表
さ
れ
た
よ
う
な
、
統
一
的
な
、
あ
ら
ゆ
る
実
証
性
に
も
拘

ら
ず
理
想
的
な
、
宗
教
的
な
世
界
観
に
対
し
て
、
こ
れ
を
否
定
し
、
こ
れ
と
闘
争
し
、
こ
れ
を
嘲
笑
す
る
、
反
対
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の
世
界
観
が
現
れ
た
。
こ
の
も
の
は
決
し
て
統
一
的
で
は
な
い
、
却
っ
て
到
る
と
こ
ろ
個
人
に
自
由
な
活
動
を
認

め
、
前
の
時
代
と
文
化
と
の
完
結
的
な
世
界
観
に
個
々
の
個
人
の
主
観
的
な
確
信
を
置
き
換
え
た
と
い
う
こ
と
が

そ
れ
の
本
質
で
あ
る
。
す
で
に
全
ギ
リ
シ
ア
を
、
更
に
個
々
の
国
家
を
分
裂
さ
せ
た
政
治
的
並
び
に
経
済
的
対
立

に
、
こ
こ
に
他
の
新
し
い
、
そ
れ
に
劣
ら
ず
深
刻
な
分
裂
が
加
わ
っ
た
。
後
の
対
立
は
必
ず
し
も
前
の
対
立
と
一

致
し
な
い
、
昔
の
も
の
を
厳
格
に
固
執
す
る
貴
族
主
義
者
と
同
様
民
主
主
義
者
が
あ
り
、
高
い
身
分
の
者
と
同
様

平
民
が
あ
り
、
こ
れ
に
反
し
て
他
の
人
々
は
現
代
的
観
念
に
全
く
身
を
委
せ
た
。
教
養
あ
る
者
と
教
養
な
き
者
と

が
対
立
す
る
よ
う
に
、
信
仰
な
き
者
と
信
仰
あ
る
者
、
啓
蒙
さ
れ
た
人
間
と
古
い
偏
見
に
囚
わ
れ
た
人
間
と
が
対

立
し
た
。
そ
し
て
現
代
的
人
間
も
ま
た
彼
等
の
説
の
個
々
の
命
題
に
お
い
て
は
分
裂
し
た
。
彼
等
に
共
通
な
の
は

た
だ
伝
統
の
否
定
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
し
か
も
そ
こ
に
お
い
て
さ
え
各
人
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
点
を
拠
り
所
と
し

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
否
定
も
ま
た
全
体
と
し
て
た
だ
そ
れ
に
反
対
の
見
解
が
対
立
し
て
い
た
故
に
意
義
を

有
し
た
の
で
あ
る
、
こ
の
対
立
が
無
く
な
る
や
否
や
、
そ
れ
は
意
義
を
失
い
、
自
ら
破
滅
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
何
等

か
積
極
的
な
も
の
、
新
し
い
普
遍
的
な
世
界
観
の
根
柢
を
な
し
得
る
よ
う
な
確
固
た
る
点
を
、
こ
の
新
し
い
方
向

も
な
お
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
古
い
世
界
は
破
砕
さ
れ
た
が
、
新
し
い
世
界
を
建
設
す
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
、
人
々
は
絶
え
ず
解
き
難
い
問
題
の
前
に
立
っ
た
。
か
よ
う
に
し
て
人
々
が
知
識
に
対
す
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ソ
ク
ラ
テ
ス

る
要
求
か
ら
「
哲
学
す
る
」（φiloso φei:n

）
―
―
ペ
リ
ク
レ
ス
時
代
に
現
れ
た
、
多
分
イ
オ
ニ
ア
か
ら
も
た
ら

さ
れ
た
言
葉
―
―
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
た
も
の
に
対
す
る
努
力
か
ら
、
ギ
リ
シ
ア
的
世
界
の
種
々
の
場
所
に

現
れ
今
や
既
に
ア
テ
ナ
イ
へ
や
っ
て
来
た
知
識
の
教
師
た
ち
即
ち
ソ
フ
ィ
ス
ト
に
向
っ
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
頭
目
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
と
ゴ
ル
ギ
ア
ス
と
の
出
現
は
、
ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る
新
し
い
世
界
観

の
普
及
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
、彼
等
に
よ
っ
て
多
く
の
思
想
が
初
め
て
こ
の
土
地
に
根
を
お
ろ
し
た
。
尤
も
、

一
つ
の
思
想
が
外
来
の
教
師
に
よ
っ
て
初
め
て
ア
テ
ナ
イ
に
導
き
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ

は
既
に
ア
テ
ナ
イ
の
土
地
に
お
い
て
独
立
に
成
長
し
て
い
た
見
解
に
正
確
な
定
式
を
与
え
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
で

あ
る
か
を
確
定
す
る
こ
と
は
、
困
難
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
ア
テ
ナ
イ
の
現
代
的
発
展
を
そ
の
全
体
に
お
い

て
、
或
は
更
に
そ
の
根
源
に
お
い
て
、
外
来
思
想
の
影
響
に
帰
す
る
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
。
現
代
的
文
化
の
生

成
に
対
す
る
最
も
本
質
的
な
契
機
は
実
に
ア
テ
ナ
イ
そ
の
も
の
の
う
ち
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
外
的
並
び

に
内
的
発
展
の
強
制
に
よ
っ
て
ア
テ
ナ
イ
は
、
ヘ
ラ
ス
的
世
界
の
他
の
場
所
に
お
い
て
類
似
の
諸
関
係
か
ら
作
り

出
さ
れ
た
思
想
を
自
己
の
う
ち
に
取
り
入
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に
そ
れ
に
世
界
史
的
影
響
の
可
能
性
を
与
え

た
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
ア
テ
ナ
イ
の
民
主
主
義
の
う
ち
に
、
古
い
秩
序
、
法
律
や
慣
習
、
宗
教
や
道
徳
の
一
切
の
基
礎
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を
揺
り
動
か
す
議
論
が
絶
え
ず
一
層
活
溌
に
な
っ
た
。国
家
と
社
会
の
す
べ
て
の
制
度
が
そ
の
際
共
に
作
用
し
た
。

民
衆
議
会
に
お
い
て
、
裁
判
に
お
い
て
、
問
題
は
日
々
に
掻
き
立
て
ら
れ
、
活
溌
な
精
神
的
交
通
が
そ
れ
を
取
り

上
げ
、
ま
た
劇
が
そ
の
材
料
を
そ
れ
ら
の
問
題
に
従
っ
て
形
成
し
た
。
古
い
時
代
と
そ
の
統
一
的
な
世
界
観
の
代

表
者
に
対
し
て
、
若
い
世
代
は
こ
の
新
し
い
潮
流
の
中
に
立
っ
た
。
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
世
界
観
を
規
定
し
た
思

想
は
こ
こ
に
実
践
に
移
さ
れ
る
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
概
念
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
掟
て
は
両
面
を
有
す
る
、
あ
ら
ゆ

る
問
題
に
つ
い
て
相
互
に
否
定
し
合
う
二
つ
の
答
が
与
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
公
的
並
び
に
私
的
生
活
に
お
け
る
あ

ら
ゆ
る
困
難
な
問
題
が
絶
え
ず
新
た
に
教
え
る
認
識
で
あ
り
、
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
が
彼
の
劇
の
う
ち
に
完
全
な
技
術

を
も
っ
て
適
用
し
た
認
識
で
あ
る
。
か
く
し
て
不
動
の
規
範
は
な
く
な
り
、
世
界
秩
序
と
道
徳
法
の
根
本
概
念
の

う
ち
に
与
え
ら
れ
た
規
準
の
代
り
に
主
観
的
な
肆
意
が
、
真
理
の
代
り
に
意
見
が
現
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
場

合
に
ひ
と
は
そ
れ
自
体
に
お
い
て
正
し
い
こ
と
を
言
う
こ
と
も
行
う
こ
と
も
で
き
ぬ
、
―
―
か
よ
う
な
も
の
は
一

般
に
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
―
―
む
し
ろ
与
え
ら
れ
た
状
況
と
自
己
の
目
的
及
び
希
望
に
相
応
す
る
こ
と
を

言
い
ま
た
行
え
ば
好
い
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
個
人
が
以
前
と
は
全
く
違
っ
た
仕
方
で
中
心
に
立
つ
に
至
っ

た
。
そ
れ
と
共
に
個
々
の
人
間
の
教
育
に
対
す
る
全
く
新
し
い
要
求
が
現
れ
た
。
従
来
の
、
古
い
世
界
観
を
基
礎

と
し
て
組
織
さ
れ
た
教
育
は
も
は
や
こ
の
要
求
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
、
根
柢
か
ら
変
化
し
た
新
し
い
時
代
の
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ソ
ク
ラ
テ
ス

社
会
的
並
び
に
政
治
的
状
況
に
お
い
て
、
自
己
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
彼
の
人
格
を
貫
徹
し
権
力
に
達
し

よ
う
と
す
る
者
は
、
精
神
の
全
く
違
っ
た
教
育
を
必
要
と
す
る
。
教
育
（
パ
イ
デ
イ
ア
）
の
問
題
が
精
神
的
運
動

の
中
心
に
現
れ
た
。
新
時
代
の
要
求
す
る
教
育
は
個
別
的
に
形
成
さ
れ
、
同
質
的
な
市
民
の
養
成
で
な
く
て
個
々

の
個
人
の
完
全
な
発
達
を
そ
の
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
も
重
要
な
要
求
は
言
葉
の
支
配
で
あ
る
、
即

ち
も
し
真
理
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
真
理
の
仮
象
を
喚
び
起
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
自
己
の
目
的
を

す
べ
て
の
正
し
い
智
見
よ
り
も
確
実
に
達
す
る
説
得
の
術
が
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ア
テ
ナ
イ
に
お
い

て
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
形
成
に
対
す
る
決
定
的
な
戦
い
の
た
め
に
成
長
し
た
こ
の
運
動
は
、
全
ギ
リ
シ
ア
世
界
を
捉

え
た
、
国
家
と
支
配
階
級
の
利
害
が
新
し
い
潮
流
の
侵
入
を
強
力
に
抑
圧
し
た
ス
パ
ル
タ
を
除
い
て
は
、
到
る
と

こ
ろ
同
一
の
前
提
が
、
種
々
の
強
度
に
お
い
て
で
あ
る
に
せ
よ
、
存
在
し
た
。
新
し
い
文
化
に
と
っ
て
最
も
大
き

な
関
心
は
、
思
惟
の
方
法
的
な
形
成
と
言
葉
の
技
術
的
な
取
扱
と
の
基
礎
の
上
に
人
生
の
あ
ら
ゆ
る
状
況
に
大
小

と
な
く
適
合
す
る
一
つ
の
技
術
を
作
る
こ
と
で
あ
っ
た
。「
な
ぜ
我
々
死
す
べ
き
者
は
、
人
間
に
対
す
る
唯
一
の

支
配
者
で
あ
る
と
こ
ろ
の
雄
弁
術
を
ば
、
ひ
と
を
納
得
せ
し
め
そ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に
自
己
の
目
的
を
達
し
得
る

た
め
に
、
勤
勉
に
終
り
ま
で
学
び
、
そ
れ
に
対
す
る
報
酬
を
支
払
う
こ
と
を
し
な
い
で
、
他
の
す
べ
て
の
学
問
に

努
力
し
こ
れ
を
研
究
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
」、
と
紀
元
前
四
二
五
年
の
頃
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
は
ヘ
カ
ベ
を
し
て
語
ら
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し
め
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
当
時
の
新
し
い
教
養
と
新
し
い
技
術
と
に
対
す
る
要
求
を
反
映
し
て
い
る
。

そ
し
て
新
し
い
要
求
は
ま
た
そ
れ
を
満
足
さ
せ
る
手
段
を
作
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
当
時
ギ
リ
シ
ア
に
お
い

て
は
、
青
年
に
対
し
て
実
際
生
活
に
必
要
な
教
育
を
与
え
、
か
く
し
て
「
私
事
に
関
す
る
智
、
つ
ま
り
自
分
の

家
を
最
も
善
く
治
め
る
こ
と
、
公
事
に
関
す
る
智
、
即
ち
公
務
を
最
も
有
力
に
行
い
ま
た
語
る
こ
と
」（Platon, 

Protagoras, 318e
）を
教
え
る
と
称
す
る
多
く
の
人
々
が
現
れ
た
。
あ
ら
ゆ
る
状
況
に
適
す
る
た
め
に
は
、教
師
は
、

あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
、
彼
の
議
論
を
確
信
的
に
或
は
む
し
ろ
説
得
的
に
運
ぶ
こ
と
が
で
き

る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
衆
の
信
頼
を
獲
得
し
、
能
う
限
り
多
く
の
青
年
を
集
め
る
た
め
に
は
、
彼
は
知

識
を
完
全
に
所
有
す
る
と
公
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
の
人
々
は
初
め
「
超
地
上
的
な
事
物
に
つ
い
て

瞑
想
し
」
そ
し
て
ま
た
自
己
の
周
囲
に
青
年
を
集
め
た
人
々
と
混
同
さ
れ
た
、
両
者
は
共
に
「
賢
者
」（so φoiv

）

或
は
「
智
識
を
業
と
す
る
者
」（so φistaiv
）
と
呼
ば
れ
た
。
し
か
し
次
第
に
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
い
う
名
称
は
新
流

行
の
智
識
の
教
師
に
制
限
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
事
業
の
意
義
を
理
解
す
る
た
め
に
、
我
々
は

ギ
リ
シ
ア
の
啓
蒙
運
動
の
う
ち
に
現
れ
た
ソ
フ
ィ
ス
ト
に
つ
い
て
更
に
一
層
詳
し
く
回
顧
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
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ソ
ク
ラ
テ
ス

四　

ソ
フ
ィ
ス
ト

ソ
フ
ィ
ス
ト
と
い
う
語
は
今
日
い
わ
ゆ
る
詭
弁
家
の
意
味
に
お
い
て
非
難
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
の
が
普
通

で
あ
る
。
こ
の
意
味
は
主
と
し
て
プ
ラ
ト
ン
の
影
響
の
も
と
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
既
に
云
っ
た

如
く so φisthvV 

と
い
う
語
に
は
元
来
か
よ
う
な
軽
蔑
の
意
味
は
な
く
、
そ
れ
は
も
と so φovV

（
賢
者
）
と
い
う

の
と
同
意
語
で
あ
る
。
ソ
フ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
は
哲
学
史
的
に
見
れ
ば
ギ
リ
シ
ア
の
自
然
哲
学
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲

学
と
の
問
の
過
渡
に
現
れ
た
「
多
頭
的
な
」（Platon, Euthydem

us, 297 c, Sophista, 218 d, 240 c

）
現
象
で
あ

る
。
し
か
し
ソ
フ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
は
も
と
単
に
哲
学
と
し
て
取
扱
わ
る
べ
き
も
の
で
な
く
、
何
よ
り
も
文
化
史
的

に
乃
至
精
神
史
的
に
理
解
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ソ
フ
ィ
ス
ト
は
当
時
の
ギ
リ
シ
ア
の
「
現
代
的
文
化
」
の
啓

蒙
運
動
と
結
び
付
き
、
新
し
い
教
育
の
要
求
に
応
じ
て
現
れ
た
と
こ
ろ
の
教
師
、
グ
ロ
ー
ト
の
語
を
借
り
れ
ば
、 

“Professors or Public Teachers” 

で
あ
る
。
彼
等
は
哲
学
者
と
い
う
よ
り
も
教
育
家
で
あ
っ
た
。
民
主
政
治
は

つ
ね
に
よ
り
高
い
教
育
を
要
求
す
る
、な
ぜ
な
ら
そ
れ
な
し
に
は
そ
こ
で
は
政
治
的
成
功
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
。

紀
元
前
五
世
紀
の
ア
テ
ナ
イ
に
お
い
て
は
組
織
さ
れ
た
高
等
教
育
は
存
在
せ
ず
、
人
々
は
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
周
囲
に

集
ま
っ
た
。
し
か
る
に
政
治
は
、
特
に
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
は
、
人
間
生
活
と
殆
ど
同
範
囲
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
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ソ
フ
ィ
ス
ト
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
人
間
生
活
の
問
題
を
論
じ
た
。
彼
等
と
共
に
自
然
哲
学
に
代
っ
て
人
間
的
問
題

が
哲
学
の
中
心
と
な
っ
た
。
ソ
フ
ィ
ス
ト
が
与
え
た
知
的
刺
戟
は
極
め
て
大
き
い
。
し
か
し
イ
ェ
ー
ガ
ー
の
云
っ

た
如
く
、「
彼
等
は
広
い
範
囲
に
お
い
て
知
的
飢
餓
を
刺
戟
し
た
に
し
て
も
、
結
局
彼
等
は
た
だ
そ
の
時
代
の
一

般
的
な
内
的
不
安
と
動
揺
と
に
寄
与
し
た
の
み
で
あ
る
」。

ソ
フ
ィ
ス
ト
は
彼
の
職
業
の
た
め
に
遍
歴
の
生
活
を
し
た
。
人
の
目
に
立
つ
服
装
を
し
て
多
く
の
人
々
を
従
え

て
現
れ
る
の
を
彼
は
つ
ね
と
し
た
。
こ
の
有
名
な
人
間
を
見
ま
た
聴
く
た
め
に
人
々
は
集
ま
っ
た
。
彼
は
華
麗
な

言
葉
で
、
一
般
的
な
関
心
の
あ
る
問
題
に
つ
い
て
、
聴
講
料
を
と
っ
て
、
彼
の
技
術
を
開
陳
し
た
。
プ
ロ
デ
ィ
コ

ス
は
或
る
講
義
に
五
十
ド
ラ
ク
マ
を
要
求
し
た
と
い
わ
れ
、
他
の
人
に
お
い
て
は
報
酬
は
二
、三
ド
ラ
ク
マ
で
あ

っ
た
と
い
わ
れ
る
。
ソ
フ
ィ
ス
ト
は
好
ん
で
昔
の
神
話
を
利
用
し
、
或
は
詩
人
た
ち
を
解
釈
し
て
、
彼
が
今
明
瞭

な
言
葉
で
語
る
と
こ
ろ
の
智
慧
が
す
で
に
そ
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
の
を
通
例
と
し
た
。
彼
は
彼

に
提
出
さ
れ
る
如
何
な
る
問
題
に
も
答
え
得
る
と
称
し
た
―
―
「
多
年
誰
も
私
に
何
等
新
し
い
こ
と
を
問
わ
な
か

っ
た
」、
と
プ
ラ
ト
ン
の
中
で
ゴ
ル
ギ
ア
ス
は
得
意
気
に
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
哲
学
者
と
は
違
っ
て
ソ
フ

ィ
ス
ト
は
教
授
に
対
し
て
謝
礼
を
要
求
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
同
時
代
の
人
々
に
は
特
別
に
不
快
に
思
わ
れ
た
。

彼
等
の
新
し
い
職
業
は
自
由
な
言
葉
を
、
思
惟
の
結
果
を
商
品
に
し
た
、「
彼
等
は
自
分
自
身
を
他
の
人
々
に
奴



三
四
九

ソ
ク
ラ
テ
ス

隷
に
売
り
渡
す
」、
と
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の
中
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
云
っ
て
い
る
、「
そ
し
て
彼
等
に
金
を
支
払
う
人
々

と
談
話
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
て
い
る
」、「
彼
等
は
彼
等
の
智
慧
を
、
他
の
人
々
が
そ
の
美
を
掛
引
し
て
売
る
の

と
同
じ
よ
う
に
、
掛
引
し
て
売
る
の
で
あ
る
」、
と
非
難
さ
れ
て
い
る
。

新
し
い
教
育
方
法
の
最
初
の
且
つ
最
も
重
要
な
代
表
者
は
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
で
あ
り
、
彼
と
並
ん
で
ゴ
ル
ギ
ア
ス

が
有
名
で
あ
る
。
ア
ブ
デ
ラ
の
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
は
ペ
リ
ク
レ
ス
時
代
に
ア
テ
ナ
イ
に
お
い
て
活
動
し
、
ゴ
ル
ギ
ア

ス
は
初
め
紀
元
前
四
二
七
年
に
ア
テ
ナ
イ
に
来
た
。こ
れ
ら
二
人
は
相
互
に
何
等
の
影
響
も
有
し
な
い
に
拘
ら
ず
、

彼
等
の
活
動
と
彼
等
の
見
解
と
に
お
い
て
甚
だ
接
近
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
明
ら
か
に
、
ソ
フ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク

が
個
人
の
創
造
で
は
な
く
、
ギ
リ
シ
ア
の
文
化
的
発
展
の
必
然
の
産
物
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
後
プ

ロ
デ
ィ
コ
ス
、
ヒ
ッ
ピ
ア
ス
、
ト
ラ
シ
ュ
マ
コ
ス
、
ア
ン
テ
ィ
フ
ォ
ン
等
が
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
し
て
聞
え
た
。
こ
れ

ら
の
名
の
多
く
は
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
の
う
ち
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ペ
ロ
ポ
ン
ネ
ソ
ス
戦
争
の
中
頃
か
ら
こ
の

新
し
い
職
業
は
完
全
に
市
民
権
を
獲
得
し
、
到
る
処
広
い
活
動
舞
台
を
見
出
し
た
。
ソ
フ
ィ
ス
ト
は
現
代
的
文
化

の
率
先
者
、
新
し
い
学
問
の
先
駆
者
と
な
っ
た
。
彼
等
は
同
時
代
の
自
然
哲
学
者
に
対
し
て
全
く
新
し
い
人
間
の

タ
イ
プ
で
あ
っ
た
。
彼
等
か
ら
出
発
し
た
大
き
な
運
動
は
古
い
思
弁
的
な
哲
学
に
対
す
る
反
動
で
あ
り
、
学
問
的

活
動
の
革
新
と
更
生
を
意
味
し
た
。
も
は
や
時
代
の
要
求
に
応
ず
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
自
然
哲
学
に
代
っ
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て
、
彼
等
は
学
問
の
新
し
い
方
向
を
指
示
し
た
。
も
ち
ろ
ん
彼
等
は
必
ず
し
も
学
問
の
改
革
者
と
し
て
の
自
覚
を

も
っ
て
活
動
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
等
は
哲
学
者
で
あ
る
よ
り
も
教
育
家
で
あ
り
、
教
育
家
と
し
て
も
寧
ろ
た

だ
時
代
の
要
求
に
従
っ
た
の
み
で
あ
っ
て
、
教
育
の
哲
学
的
理
念
を
明
確
に
把
握
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し

か
し
彼
等
の
活
動
と
運
動
と
の
う
ち
に
は
学
問
の
革
新
的
な
方
向
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

時
代
の
要
求
に
応
じ
よ
う
と
し
た
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
充
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
第
一
の
且
つ
最
も
緊
要
な
課
題

は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
（rJhtorikhv 

弁
論
術
）
に
お
け
る
青
年
の
教
育
で
あ
っ
た
。
人
生
に
お
い
て
成
功
的
に
活
動

し
よ
う
と
欲
す
る
者
は
、
何
よ
り
も
言
葉
（
ロ
ゴ
ス
）
に
対
す
る
完
全
な
支
配
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
目
差
し
た
の
は
学
問
の
実
際
化
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
等
は
従
来
哲
学
者
の
間
で
論
ぜ
ら

れ
た
よ
う
な
世
間
や
生
活
に
は
疎
遠
な
、普
通
の
者
に
は
理
解
も
で
き
ず
役
に
も
立
た
ぬ
思
弁
的
な
自
然
哲
学
を
、

人
生
の
た
め
の
哲
学
に
よ
っ
て
置
き
換
え
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
こ
の
新
哲
学
の
中
心
を
な
し
た
の
は
レ
ト
リ
ッ

ク
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
に
依
れ
ば
、
レ
ト
リ
ッ
ク
は
弱
い
議
論
を
強
く
す
る
術
で
あ
る
。
ソ
フ

ィ
ス
ト
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
こ
そ
実
際
的
科
学
一
般
で
あ
り
、
市
民
に
ア
レ
テ
ー
（
徳
、
有

能
性
）
を
与
え
る
学
問
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
で
な
く
、
彼
等
に
と
っ
て
は
レ
ト
リ
ッ
ク
は
あ
ら
ゆ
る
学

問
の
主
人
で
あ
る
。
彼
等
は
他
の
諸
科
学
や
諸
技
芸
に
対
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
の
優
越
を
示
そ
う
と
し
た
。
プ
ロ
タ
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ゴ
ラ
ス
は
彼
の
弁
論
術
を
も
っ
て
医
者
や
幾
何
学
者
や
哲
学
者
に
襲
い
か
か
る
、
学
問
の
如
何
な
る
確
信
、
如
何

な
る
提
説
も
、
弁
論
術
の
魔
力
に
抵
抗
し
得
る
も
の
で
な
い
、
と
彼
は
考
え
た
。
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
つ
い
て
矛
盾

す
る
二
つ
の
意
見
が
存
在
し
得
る
と
い
う
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
の
命
題
は
そ
の
信
念
を
言
い
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
す

べ
て
こ
の
よ
う
に
意
識
的
に
誇
張
さ
れ
た
主
張
の
う
ち
に
は
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
レ
ト
リ
ッ

ク
こ
そ
真
の
学
問
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
学
問
の
上
に
立
ち
、
こ
れ
を
支
配
し
、
こ
れ
に
判
決
を
下
し
得
る
普

遍
的
な
学
問
で
あ
る
、
と
い
う
一
層
真
面
目
な
確
信
が
含
ま
れ
て
い
た
。
普
通
に
極
端
な
懐
疑
論
と
し
て
取
扱
わ

れ
て
い
る
ゴ
ル
ギ
ア
ス
の
議
論
、
即
ち
、
何
物
も
な
い
、
も
し
何
物
か
が
あ
る
と
し
て
も
認
識
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
も
し
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
人
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
議
論
も
、
哲
学
さ
え
自

由
に
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
の
威
力
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ゴ
ル
ギ

ア
ス
が
す
べ
て
の
他
の
学
問
か
ら
身
を
退
い
て
彼
の
仕
事
を
レ
ト
リ
ッ
ク
に
限
っ
た
と
き
、
レ
ト
リ
ッ
ク
が
普
遍

的
な
支
配
的
な
学
問
で
あ
る
と
い
う
確
信
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ソ
フ
ィ
ス
ト
が
レ
ト
リ
ッ
ク
を
完
成
さ
れ
た
技
術
、
完
全
な
学
問
に
高
め
る
こ
と
に
真
面
目
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
は
、
彼
等
の
言
語
上
の
研
究
が
示
し
て
い
る
。
彼
等
は
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
文
法
学
、
批
評
学
、
解
釈
学
等

の
開
拓
者
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
場
合
彼
等
に
と
っ
て
純
理
論
的
関
心
が
主
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
当
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時
哲
学
者
の
間
で
盛
ん
に
議
論
さ
れ
た
問
題
、
言
語
は
或
る
自
然
的
な
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
人
間
の
意
志

に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
、
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
出
来
た
も
の
で
あ
る
か
、
即
ち
言
語
に
つ
い
て
の
自

然
（φuvsiV
）
と
人
為
（nomovV

）
の
問
題
に
も
、
彼
等
は
あ
ま
り
深
く
立
ち
入
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
。
彼
等
に
お

い
て
は
寧
ろ
言
語
批
評
的
関
心
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
言
葉
の
正
し
さ
の
問
題
が
彼
等
の
主
な
る
問
題
で
あ
り
、

彼
等
は
こ
の
見
地
に
お
い
て
広
く
認
め
ら
れ
て
き
た
ホ
メ
ロ
ス
を
さ
え
非
難
し
て
憚
ら
な
か
っ
た
。
彼
等
は
ま
た

そ
の
時
代
の
主
要
な
教
養
手
段
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
詩
人
の
解
釈
を
自
己
の
目
的
に
役
立
た
せ
る
こ
と
を
試
み
、

こ
の
方
面
に
お
い
て
も
注
目
す
べ
き
仕
事
を
し
て
い
る
。
ま
た
彼
等
が
散
文
の
ス
タ
イ
ル
を
発
達
さ
せ
、
こ
れ
に

よ
っ
て
後
の
時
代
の
文
学
的
言
語
に
規
範
を
与
え
た
と
い
う
功
績
も
尠
く
な
い
。
ソ
フ
ィ
ス
ト
は
都
市
か
ら
都
市

へ
移
り
な
が
ら
教
授
し
た
が
、
か
よ
う
な
巡
回
講
義
は
諸
地
方
の
方
言
に
対
し
て
一
般
に
理
解
さ
れ
そ
し
て
ま
た

実
際
に
で
き
る
だ
け
広
い
範
囲
に
通
用
し
得
る
定
ま
っ
た
言
語
の
形
式
を
必
要
と
し
た
。
従
来
は
イ
オ
ニ
ア
の
方

言
が
散
文
芸
術
の
言
語
で
あ
っ
て
、
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
も
こ
れ
を
使
用
し
た
。
し
か
る
に
今
や
政
治
的
生
活
に
お
い

て
イ
オ
ニ
ア
は
ア
テ
ナ
イ
に
対
し
て
支
配
的
地
位
を
失
っ
て
い
た
、
物
質
的
に
も
精
神
的
に
も
ア
テ
ナ
イ
が
新
し

い
時
代
の
重
心
と
な
り
、
イ
オ
ニ
ア
の
「
賢
者
」、
哲
学
者
、
詩
人
、
美
術
家
、
歴
史
家
、
科
学
者
の
多
数
が
こ

の
地
に
流
入
し
、
彼
等
の
一
人
が
云
っ
た
よ
う
に
、
ア
テ
ナ
イ
は
「
ヘ
ラ
ス
の
火
が
そ
こ
に
燃
え
た
炉
」
と
な
っ
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た
。
か
よ
う
に
し
て
近
代
的
教
養
の
言
語
は
た
だ
ア
ッ
チ
カ
の
方
言
で
の
み
あ
る
こ
と
が
で
き
た
。
ゴ
ル
ギ
ア
ス

は
シ
ケ
リ
ア
の
イ
オ
ニ
ア
人
で
晩
年
に
初
め
て
ア
テ
ナ
イ
へ
来
た
の
で
あ
る
が
、
彼
の
著
作
を
ア
ッ
チ
カ
語
で
書

き
、
プ
ロ
デ
ィ
コ
ス
や
ト
ラ
シ
マ
コ
ス
等
も
同
じ
こ
と
を
し
た
。
や
が
て
ア
テ
ナ
イ
自
身
の
中
か
ら
も
ソ
フ
ィ
ス

ト
が
生
れ
、
彼
等
は
折
に
ふ
れ
て
、
形
式
的
に
特
に
成
功
し
た
も
し
く
は
内
容
的
に
特
に
重
要
と
思
わ
れ
た
彼
等

の
演
説
を
、
後
に
冊
子
と
し
て
発
表
し
た
。
か
よ
う
に
し
て
既
に
紀
元
前
五
世
紀
の
終
に
ア
ッ
チ
カ
語
が
イ
オ
ニ

ア
語
を
駆
逐
し
て
ギ
リ
シ
ア
人
の
文
学
的
言
語
と
な
っ
た
の
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
ま
た
時
代
の
要
求
を
認
識

し
て
実
行
し
た
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
事
業
に
依
る
の
で
あ
る
。

彼
等
は
ま
た
そ
の
ほ
か
の
理
論
的
並
び
に
技
術
的
学
問
の
研
究
に
自
分
で
或
る
程
度
従
事
し
た
。
ソ
フ
ィ
ス
ト

は
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
つ
い
て
語
り
得
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
彼
は
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
特
に
ヒ
ッ
ピ
ア
ス
の
如
き
は
多
面
的
で
あ
っ
て
、
彼
は
算
術
や
幾
何
、
天
文

や
音
楽
を
教
授
し
、
ま
た
活
溌
な
歴
史
的
関
心
を
有
し
、
更
に
彼
は
記
憶
術
を
発
明
し
た
、
彼
は
百
科
全
書
的
教

養
の
代
表
者
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
知
識
乃
至
博
識
も
ソ
フ
ィ
ス
ト
に
と
っ
て
は
主
と
し
て
実
際
的
生
活

の
見
地
に
お
い
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
観
点
か
ら
問
題
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
学
問
的
活
動

の
重
心
は
お
の
ず
か
ら
国
家
生
活
、
法
律
及
び
道
徳
の
領
域
に
存
し
た
。
そ
し
て
こ
の
場
合
に
も
彼
等
の
活
動
は



三
五
四

主
と
し
て
現
存
す
る
も
の
の
批
判
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
問
題
は
現
存
す
る
国
家
秩
序
、
現
行
の

法
律
、
容
認
さ
れ
て
い
る
道
徳
を
歴
史
的
実
証
的
に
研
究
す
る
こ
と
で
な
く
、
ま
た
国
家
や
法
律
や
道
徳
的
規
範

の
本
質
及
び
起
源
に
関
す
る
形
而
上
学
的
思
弁
的
な
問
題
も
彼
等
の
関
心
に
お
い
て
最
初
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

ま
た
そ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
の
理
論
的
人
間
主
義
的
な
考
察
か
ら
出
発
し
て
、
そ
こ
か
ら
彼
等
は
現
存
す
る
も

の
の
批
判
に
移
っ
た
と
い
う
風
に
見
る
こ
と
も
間
違
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
反
対
に
、
他
の
方
面
か
ら
彼

等
は
遂
に
そ
れ
ら
の
問
題
に
突
き
当
っ
た
の
で
あ
る
、
即
ち
彼
等
の
主
要
な
関
心
は
批
判
的
反
省
で
あ
り
、
そ
こ

か
ら
彼
等
は
社
会
的
道
徳
的
問
題
に
つ
い
て
の
理
論
的
考
察
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
恰
も
こ
の
点

に
お
い
て
レ
ト
リ
ッ
ク
は
そ
の
支
配
的
な
位
置
か
ら
滑
り
落
ち
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
レ
ト
リ
ッ
ク
は
今
や
道

徳
的
社
会
的
目
的
に
仕
え
る
手
段
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
ソ
フ
ィ
ス
ト
に
お
い
て
こ
の
転
化

が
完
全
に
行
わ
れ
た
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
倫
理
的
政
治
的
業
績
も
ま
た
彼
等
の
レ
ト
リ
ッ

ク
的
本
質
の
極
印
を
押
さ
れ
て
い
る
。
弁
舌
は
活
動
の
普
遍
的
な
手
段
と
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
も
終
局
は

ま
た
よ
り
高
い
目
的
に
達
す
る
道
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
活
動
の
意
義
は
唯
単
に

そ
の
弟
子
に
裁
判
や
実
務
な
ど
に
必
要
な
技
術
的
準
備
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
に
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
彼
等
の
事

業
は
、
政
治
、
法
律
、
道
徳
な
ど
の
方
面
に
お
い
て
新
し
い
批
判
家
で
あ
る
こ
と
に
存
し
た
の
で
あ
る
。
彼
等
の
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運
動
は
レ
ト
リ
ッ
ク
の
力
を
借
り
て
政
治
的
社
会
的
生
活
を
合
理
的
な
進
歩
に
向
っ
て
改
革
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
ソ
フ
ィ
ス
ト
は
哲
学
者
と
し
て
の
自
覚
を
も
っ
て
現
れ
た
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
彼
等
の
共
通
の

活
動
は
お
の
ず
か
ら
共
通
の
世
界
観
を
背
景
と
し
て
い
た
。
こ
の
も
の
に
お
い
て
彼
等
は
、
他
の
こ
と
で
は
競
争

者
と
し
て
互
い
に
衝
突
し
た
に
し
て
も
、
密
接
に
結
合
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
た
。
そ
れ
は
ま
た
彼
等
の
衿
持

に
充
ち
た
身
分
意
識
及
び
職
業
意
識
の
一
つ
の
根
柢
で
も
あ
っ
た
。
彼
等
の
哲
学
は
個
人
主
義
、
主
観
主
義
、
相

対
主
義
と
し
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
従
来
の
哲
学
者
の
説
と
の
鋭
い
対
立
に
お
い
て
、
実
際
的

活
動
の
中
か
ら
生
れ
ま
た
そ
の
た
め
の
思
想
で
あ
っ
た
。
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
の
、「
人
間
は
万
事
の
尺
度
で
あ
る
、

有
る
こ
と
に
つ
い
て
は
有
り
と
い
う
こ
と
の
、
有
ら
ざ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
有
ら
ず
と
い
う
こ
と
の
」、
と
い
う

有
名
な
命
題
は
、
彼
等
に
共
通
の
思
想
を
簡
明
に
表
し
て
い
る
。
そ
れ
は
真
理
の
基
準
を
種
と
し
て
の
人
類
に
で

は
な
く
個
人
に
置
き
、
如
何
な
る
人
の
表
象
、
判
断
も
真
と
い
う
点
に
お
い
て
は
価
値
を
同
じ
う
す
る
と
述
べ
た

も
の
で
あ
る
故
、
す
べ
て
の
人
に
等
し
く
自
己
の
意
見
を
主
張
す
る
権
利
を
認
め
る
と
い
う
実
際
生
活
か
ら
生
れ

出
た
相
対
主
義
を
言
い
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
認
識
論
の
一
学
説
と
し
て
そ
れ
を
主
張
す
る
こ
と
が
彼
の
意
図
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
ソ
フ
ィ
ス
ト
に
と
っ
て
主
観
主
義
と
個
人
主
義
の
前
提
の
も
と
に
お
い
て
の
み
彼
等
の
教

育
活
動
は
一
般
に
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
絶
対
的
な
真
理
は
な
く
、
す
べ
て
は
相
対
的
で
あ
る
、
さ
も
な
け
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れ
ば
如
何
な
る
人
も
他
の
者
に
影
響
し
、
こ
れ
を
説
服
し
説
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ゴ
ル
ギ
ア
ス

は
エ
レ
ア
派
と
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
の
説
か
ら
、
お
よ
そ
世
界
に
何
物
も
存
在
し
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
た
だ
意
見

の
み
が
残
る
と
い
う
帰
結
を
引
き
出
し
た
。
そ
し
て
そ
の
と
き
に
は
、
自
己
が
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
意
見
を
他
の

者
に
教
え
込
む
技
術
の
み
が
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
に
は
レ
ト
リ
ッ
ク
が
あ
ら

ゆ
る
人
間
の
支
配
者
と
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
技
術
の
う
ち
最
高
の
も
の
、
医
者
や
建
築
家
、
将
軍
や
政
治
家
の
実
際

的
技
術
よ
り
も
遥
か
に
重
要
で
強
力
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
の
命
題
の
帰
結
は
彼
に
と
っ
て
、

も
し
各
人
が
自
己
の
立
場
に
お
い
て
正
し
い
と
す
れ
ば
、
議
論
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
が
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で

な
く
―
―
そ
の
と
き
に
は
彼
は
教
師
と
し
て
現
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
―
―
却
っ
て
主
観
的
に
は

い
つ
も
正
当
な
弟
子
の
判
断
を
醇
化
す
る
の
が
教
師
の
任
務
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
ま
さ
に

各
個
人
の
自
然
的
素
質
が
計
算
に
入
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。「
教
育
は
自
然
（
素
質
）
と
練
習
を
必
要
と
す
る
、

そ
し
て
ひ
と
は
若
い
時
か
ら
学
び
始
め
ね
ば
な
ら
ぬ
」、と
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
は
云
っ
て
い
る
。
即
ち
自
然（φuvsiV

）、

学
修
（mavqhsiV

）
及
び
練
習
（a[skhsiV

）
の
三
つ
が
彼
に
と
っ
て
教
育
の
根
本
概
念
で
あ
っ
た
。
ソ
フ
ィ
ス
ト

は
つ
ね
に
教
育
を
重
ん
じ
た
の
で
あ
る
。「
人
間
に
お
い
て
最
も
肝
要
な
の
は
教
育
で
あ
る
」、
と
ア
ン
テ
ィ
フ
ォ

ン
も
云
っ
て
い
る
。
中
世
の
教
育
に
い
わ
ゆ
る
三
学
科
（trivium
）
即
ち
文
法
学
、
修
辞
学
、
弁
証
法
（
論
理
学
）
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は
そ
の
成
立
を
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
教
育
活
動
に
有
し
て
お
り
、
一
般
に
彼
等
の
教
育
学
上
の
功
績
は
大
き
い
。

す
で
に
云
っ
た
よ
う
に
ソ
フ
ィ
ス
ト
は
一
種
の
合
理
主
義
者
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
国
家
並
び
に
社
会
の
秩
序
、

法
律
及
び
道
徳
を
合
理
的
に
形
成
す
る
こ
と
を
欲
し
た
。
彼
等
の
努
力
は
文
化
の
合
理
化
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。

し
か
る
に
合
理
的
と
い
う
こ
と
は
こ
の
場
合
二
重
の
こ
と
、
即
ち
、
思
弁
に
対
し
て
彼
等
は
常
識
の
立
場
に
立
ち
、

そ
し
て
保
守
的
傾
向
に
対
し
て
彼
等
は
進
歩
の
立
場
を
代
表
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
尤
も
、
ソ

フ
ィ
ス
ト
は
主
義
上
の
進
歩
主
義
者
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
全
ソ
フ
ィ
ス
ト
運
動
は
一
種
の
革
命
的

性
質
を
帯
び
て
い
た
。
彼
等
は
理
論
的
に
現
存
の
秩
序
を
排
撃
し
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
実
際
に
お
い
て
は
そ
れ

に
対
し
て
殆
ど
尊
敬
を
有
し
な
か
っ
た
。
新
し
い
道
徳
的
理
想
を
確
立
す
る
と
い
う
こ
と
は
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
意
図

か
ら
離
れ
て
い
た
、
深
い
道
徳
的
反
省
を
な
す
に
し
て
は
彼
等
は
余
り
に
実
際
的
で
常
識
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し

新
し
い
時
代
と
文
化
を
代
表
し
た
彼
等
の
仕
事
は
支
配
者
か
ら
は
疑
惑
の
眼
を
も
っ
て
見
ら
れ
た
。
彼
等
が
そ
の

教
授
に
対
し
て
報
酬
を
支
払
わ
せ
た
と
い
う
こ
と
、
ま
た
彼
等
外
来
者
が
国
家
の
将
来
の
指
導
者
乃
至
支
配
者
を

教
育
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
見
逃
し
難
い
こ
と
と
思
わ
れ
た
。
保
守
主
義
者
は
彼
等
に
お
い
て
人
民
を

惑
わ
す
者
、
道
徳
の
破
壊
者
、
国
家
と
社
会
の
基
礎
を
危
く
す
る
者
を
見
た
。
徳
を
教
え
得
る
も
の
と
す
る
ソ
フ

ィ
ス
ト
の
思
想
が
す
で
に
貴
族
の
倫
理
と
対
立
し
た
。
徳
が
貴
族
の
自
然
的
素
質
に
基
づ
く
特
権
で
な
く
て
誰
で
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も
が
学
び
得
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
徳
を
教
え
る
者
が
貴
族
と
し
て
生
れ
た
者
で
な
く
て
外
国
か
ら
流
れ

て
来
た
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
貴
族
の
倫
理
と
相
容
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
ソ
フ
ィ
ス
ト
は

現
存
す
る
国
家
的
社
会
的
秩
序
が
神
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
思
想
に
意
識
的
に
反
対
し
た
。

こ
の
点
に
関
し
て
も
彼
等
が
新
し
い
考
え
方
を
始
め
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
旧
い
思
想
は
実
際

に
お
い
て
既
に
社
会
的
生
活
そ
の
も
の
の
発
展
に
よ
っ
て
動
揺
さ
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
公

に
は
法
律
や
道
徳
は
神
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
ド
グ
マ
が
存
し
、
国
家
の
基
礎
と
密
接
に
結

び
付
い
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
ソ
フ
ィ
ス
ト
は
そ
の
鋒
先
を
向
け
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ソ
フ

ィ
ス
ト
に
と
っ
て
そ
れ
は
一
定
の
理
論
、
一
定
の
主
義
の
た
め
の
闘
争
を
意
味
し
な
か
っ
た
、
ま
た
事
実
と
し
て

彼
等
は
何
等
新
し
い
理
論
と
見
ら
る
べ
き
を
立
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
等
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
あ
の
自
然

法
理
論
、
自
然
法
と
実
定
法
も
し
く
は
人
為
法
と
の
対
立
の
思
想
も
、
正
確
に
い
え
ば
、
彼
等
だ
け
の
も
の
で
な

く
、
彼
等
の
独
創
に
属
し
な
い
。
彼
等
の
仕
事
は
、
国
家
、
社
会
秩
序
、
道
徳
、
法
律
、
慣
習
の
世
俗
化
と
合
理

化
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
こ
れ
ら
す
べ
て
の
歴
史
的
実
在
を
元
来
人
間
的
な
も
の
、
人
間
精
神

か
ら
発
し
た
も
の
、
人
間
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
と
考
え
た
、
し
か
し
そ
れ
は
特
に
学
派
的
意
見
と
し
て
主
張

さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
は
、
民
衆
の
信
仰
す
る
神
々
に
対
す
る
哲
学
者
の
攻
撃
に
す
で
に
慣
れ
て
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い
る
ギ
リ
シ
ア
人
の
耳
に
も
未
だ
聞
か
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
鋭
さ
を
も
っ
て
、
不
信
仰
を
表
明
し
た
。
そ

れ
は
思
弁
的
な
無
神
論
で
も
、
な
お
ま
た
形
而
上
学
的
な
懐
疑
で
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
宗
教
的
観
念
を
も
っ
て

進
歩
を
妨
げ
る
も
の
と
考
え
た
実
際
家
の
実
際
的
見
地
か
ら
の
懐
疑
的
不
信
仰
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な

態
度
が
つ
ね
に
ソ
フ
ィ
ス
ト
に
お
い
て
特
徴
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

右
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
一
言
で
い
え
ば
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
運
動
が
啓
蒙
運
動
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ソ
フ
ィ
ス
ト
は
こ
の
啓
蒙
の
創
始
者
乃
至
先
駆
者
で
は
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
そ
の
運
動

の
実
行
者
で
あ
っ
た
。
ソ
フ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
の
創
始
者
た
ち
の
意
図
は
真
面
目
で
あ
っ
て
、
彼
等
は
啓
蒙
し
教
育

し
よ
う
と
欲
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
際
多
分
眩
惑
し
よ
う
と
し
た
に
し
て
も
、
意
識
的
に
思
想
を
混
乱
さ
せ
、
道

徳
を
破
壊
し
よ
う
と
欲
し
た
の
で
は
な
い
。
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
及
び
そ
の
他
の
人
々
の
意
図
は
、
弟
子
た
ち
に
よ
り

善
い
考
を
貫
き
、
よ
り
高
い
ま
た
よ
り
正
し
い
目
的
を
追
求
す
る
能
力
を
与
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が

ら
彼
等
の
意
図
に
も
拘
ら
ず
ソ
フ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
は
破
壊
的
な
帰
結
を
伴
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
も
し
も
個
人

的
な
意
見
が
つ
ね
に
正
当
で
あ
り
、
実
に
真
理
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
も
し
も
客
観
的
な
真

理
が
存
在
し
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
が
教
え
よ
う
と
す
る
こ
の
よ
り
善
い
も
の
、
こ
の
徳
と
は
何
で

あ
る
か
。
そ
の
と
き
に
は
弟
子
た
ち
が
最
も
卑
し
い
最
も
非
難
す
べ
き
目
的
を
た
だ
そ
れ
の
み
が
正
当
な
も
の
で
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あ
る
と
主
張
し
な
い
と
い
う
保
証
は
何
処
に
存
す
る
の
で
あ
る
か
。
そ
し
て
実
際
、
彼
等
の
多
く
の
弟
子
た
ち
は

ソ
フ
ィ
ス
ト
の
説
の
こ
の
帰
結
を
引
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
立
場
に
止
ま
る
こ
と
は
国
民
の
道
徳

的
並
び
に
知
的
没
落
を
意
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

ソ
フ
ィ
ス
ト
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
た
啓
蒙
思
想
は
、
従
来
国
民
の
精
神
的
指
導
者
の
位
置
に
あ
っ
た
ギ
リ
シ
ア

悲
劇
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
は
啓
蒙
期
の
詩
人
で
あ
っ
た
。
彼
は
当
時
イ
オ
ニ
ア
か
ら
ア
テ
ナ

イ
へ
流
れ
込
ん
で
来
た
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
宣
伝
さ
れ
発
展
さ
せ
ら
れ
た
新
し
い
学
問
を
十
分
に
吸
収
し
た
。
同

時
代
の
人
々
は
彼
を
軽
蔑
と
同
時
に
尊
敬
を
も
っ
て
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
呼
ん
だ
。
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
彼
が
プ
ロ
タ

ゴ
ラ
ス
と
個
人
的
接
触
を
有
し
た
か
否
か
は
証
明
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
に
し
て
も
、
彼
が
そ
の
影
響
を
強
く
受

け
た
と
い
う
こ
と
は
争
わ
れ
な
い
。
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
弁
論
法
の
影
響
は
特
に
彼
の
劇
作
の
方
法
に
お
い
て
認
め
ら

れ
る
。
も
と
よ
り
彼
は
悲
劇
詩
人
に
負
わ
さ
れ
て
い
る
任
務
と
し
て
、
国
民
の
伝
統
的
宗
教
の
範
囲
を
容
易
に
離

れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
彼
の
苦
悶
は
如
何
に
し
て
こ
の
旧
い
世
界
観
と
新
し
い
学
問
と
を
調
和
し
綜
合

す
る
か
に
あ
っ
た
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
こ
の
よ
う
な
調
和
乃
至
綜
合
は
悲
劇
の
埒
内
に
お
い
て
は

結
局
不
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
蓋
し
悲
劇
は
元
来
国
家
の
宗
教
的
年
中
行
事
に
属
し
、
支
配
者
た

ち
に
よ
っ
て
危
険
と
感
ぜ
ら
れ
た
新
思
想
を
自
由
に
加
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
悲
劇
は
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ソ
ク
ラ
テ
ス

エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
に
お
い
て
自
己
破
壊
に
達
し
た
。
国
家
の
承
認
す
る
神
々
を
尊
崇
す
べ
き
位
置
に
あ
っ
た
詩
人
エ

ウ
リ
ピ
デ
ス
は
、
新
思
想
家
と
し
て
理
性
を
無
視
す
る
神
々
に
対
す
る
非
難
を
沈
黙
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
彼
と
共
に
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
指
導
的
地
位
は
終
っ
て
、
そ
の
代
り
に
差
当
り
ソ
フ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
が
現
れ

た
。
同
じ
時
代
の
流
に
立
ち
つ
つ
、
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
は
ソ
フ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
道
を
開
き
、
如
何
な
る
人
よ
り
も

そ
れ
を
促
進
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
恰
も
流
行
病
の
如
く
ソ
フ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
は
全
ギ
リ
シ
ア
的
世

界
を
捉
え
た
。
こ
の
ソ
フ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
を
克
服
し
て
、
悲
劇
が
破
滅
に
陥
っ
た
後
、
哲
学
を
新
時
代
の
精
神
的

指
導
者
の
位
置
に
高
め
た
の
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
あ
る
。
新
し
い
観
念
は
精
神
力
の
訓
練
に
は
全
く
有
用
で
あ
っ
た

に
し
て
も
、
ひ
と
は
そ
れ
に
負
か
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
生
の
真
の
、
真
面
目
な
課
題
か
ら
他
に

転
じ
て
は
な
ら
な
い
。「
我
々
は
浪
費
す
る
こ
と
な
し
に
美
を
求
め
、
柔
弱
に
な
る
こ
と
な
し
に
知
識
を
求
め
る
」

（φilokalou:men met= eujteleivaV kai;; φiloso φou:men a[neu malakivaV

）、
と
ツ
キ
デ
ィ
デ
ス
に
お
い
て
ペ
リ

ク
レ
ス
は
云
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
短
い
間
に
全
ア
テ
ナ
イ
は
、
旧
信
仰
の
民
衆
並
び
に
反
動
的

な
貴
族
に
至
る
ま
で
、
新
思
想
に
何
等
か
の
仕
方
で
影
響
さ
れ
た
。
政
治
や
悲
劇
よ
り
も
恐
ら
く
な
お
一
層
明
ら

か
に
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
の
喜
劇
は
こ
の
点
に
お
い
て
時
代
の
純
粋
な
戯
画
で
あ
る
と
同
時
に
純
粋
な
反
映
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
新
し
い
信
仰
も
し
く
は
無
信
仰
と
戦
っ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
自
身
同
じ
地
盤
の
上
に
生
長
し
、
こ
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れ
な
く
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
攻
撃
し
た
に
も
拘
ら
ず
こ
の
点
に
お
い

て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
と
同
じ
心
情
の
仲
間
で
あ
っ
た
、
し
か
し
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
の
新
精
神
を

ば
、
ま
さ
に
、
そ
の
う
ち
に
根
差
し
て
い
る
生
産
的
な
思
想
を
究
極
ま
で
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
克
服
し

た
の
で
あ
る
。

五　

人
間

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
前
半
生
に
つ
い
て
は
、
我
々
は
殆
ど
知
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
彼
が
公
衆
の
好
奇
心
と
関
心
と
を

次
第
に
多
く
惹
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
彼
の
四
十
歳
頃
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に
云
っ
た
如
く
、
彼
は
一
彫
刻
工

の
子
と
し
て
生
れ
た
の
で
あ
る
が
、
家
に
は
経
済
的
顧
慮
を
離
れ
て
自
由
に
活
動
す
る
こ
と
を
彼
に
許
す
ほ
ど
の

財
産
が
あ
っ
た
。
彼
が
ア
テ
ナ
イ
市
民
の
最
も
貧
し
い
階
級
に
属
し
た
の
で
な
い
こ
と
は
、
彼
が
紀
元
前
四
二
七

年
に
な
お
重
甲
歩
兵
（oJplivthV

）
と
し
て
軍
事
に
従
っ
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら

そ
れ
は
こ
の
任
務
を
負
わ
さ
れ
る
に
足
り
る
資
産
を
彼
の
有
し
た
こ
と
が
公
に
信
用
さ
れ
て
い
た
証
拠
で
あ
る
。
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尤
も
、
彼
は
晩
年
に
お
い
て
は
極
め
て
貧
乏
で
あ
っ
た
、
そ
れ
は
戦
争
の
災
禍
が
一
般
的
な
財
政
的
危
機
を
齎
し

た
こ
と
に
も
依
る
が
、
直
接
に
は
プ
ラ
ト
ン
の
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
彼
が
そ
の
「
使
命
」
に
没
頭
し
て
「
個
人

的
な
事
柄
」
に
注
意
す
る
ひ
ま
が
な
か
っ
た
こ
と
に
依
る
の
で
あ
る
（A

pologia, 23 c

）。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ク
サ

ン
チ
ッ
ペ
と
結
婚
し
て
三
児
を
儲
け
た
。
ク
サ
ン
チ
ッ
ペ
は
悍
婦
の
典
型
で
あ
る
か
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
の
評
判
は
恐
ら
く
信
ず
る
に
足
ら
ぬ
伝
説
に
過
ぎ
な
い
。
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
や
プ
ラ
ト
ン
の
記
述
の
中
に
は

か
よ
う
な
こ
と
は
全
然
見
当
ら
ず
、『
フ
ァ
イ
ド
ン
』
に
お
い
て
は
ク
サ
ン
チ
ッ
ペ
は
寧
ろ
情
に
脆
い
素
直
な
女

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
肉
体
的
に
も
精
神
的
に
も
何
か
変
り
物
と
思
わ
れ
る
も
の
を
有
し
て
い
た
。
彼
の
風
貌
は
頗
る

奇
妙
で
あ
り
、
そ
の
歩
き
振
り
は
家
鴨
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
大
き
な
平
た
い
鼻
の
孔
は
上
を
向

き
、
そ
の
眼
は
突
出
し
て
そ
の
眼
差
し
は
牡
牛
の
よ
う
に
相
手
を
鋭
く
見
詰
め
た
と
い
わ
れ
る
。
ア
ル
キ
ビ
ア
デ

ス
は
彼
の
風
格
を
酒
神
バ
ッ
カ
ス
の
従
者
シ
レ
ー
ヌ
ス
に
譬
え
た
。
彼
が
ひ
と
た
び
語
り
始
め
る
と
き
、
そ
の
容

貌
の
醜
い
気
味
の
悪
い
印
象
は
消
え
て
、
親
し
さ
と
明
る
さ
と
が
感
ぜ
ら
れ
た
。
彼
の
頑
丈
な
身
体
と
忍
耐
力
と

は
プ
ラ
ト
ン
や
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
彼
は
兵
士
と
し
て
も
優
れ
て
い
た
。
彼
の
体
力
の

強
さ
は
、
彼
が
七
十
歳
で
死
ん
だ
と
き
、
そ
の
子
供
の
一
人
は
嬰
児
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
で
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あ
ろ
う
。
彼
の
驚
く
べ
く
健
康
な
肉
体
の
う
ち
に
は
強
い
欲
望
が
蔵
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
彼
は

実
に
節
制
を
重
ん
じ
、
極
め
て
簡
単
な
生
活
に
満
足
し
た
。
彼
は
飲
食
を
節
し
、
ま
た
夏
冬
を
通
じ
て
同
じ
質
素

な
衣
服
を
纏
い
、
裸
足
で
俳
徊
す
る
の
を
つ
ね
と
し
た
。
け
れ
ど
も
彼
は
決
し
て
禁
欲
主
義
者
で
は
な
か
っ
た
。

彼
は
友
人
た
ち
に
、
肉
体
と
精
神
と
を
健
康
に
保
つ
た
め
に
、
身
体
の
面
倒
を
み
る
こ
と
を
怠
ら
な
い
よ
う
に
忠

告
し
、
ま
た
彼
は
交
際
を
好
み
、
招
か
れ
た
場
合
に
は
喜
ん
で
食
事
や
宴
会
に
列
席
し
た
。
彼
は
ま
た
美
し
い
青

年
を
見
る
こ
と
を
愛
し
、
恰
も
ア
ッ
チ
カ
の
面
白
か
ら
ぬ
風
習
に
感
染
さ
れ
て
い
た
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の

点
に
つ
い
て
も
彼
に
は
何
等
道
徳
的
に
非
難
さ
る
べ
き
も
の
が
な
か
っ
た
。
人
生
の
享
楽
を
軽
蔑
し
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
に
お
い
て
彼
は
ギ
リ
シ
ア
的
性
格
の
特
徴
を
具
え
て
い
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
節
制
は
快
楽
を
濫
用
す
る

こ
と
な
し
に
使
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
克
己
に
存
し
た
。
彼
自
身
が
云
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
依
れ
ば
、

彼
は
強
い
感
覚
的
欲
望
を
有
し
た
が
、
彼
は
完
全
に
自
己
を
制
御
し
た
の
で
あ
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
つ
ね
に
市
民
の
義
務
を
尽
し
た
。
彼
は
前
後
を
通
じ
て
三
度
兵
士
と
な
っ
て
ア
テ
ナ
イ
の
た
め

に
戦
っ
た
。
即
ち
ポ
テ
ィ
ダ
イ
ア
の
戦
（
紀
元
前
四
三
二
―
四
二
九
年
）、
デ
リ
オ
ン
の
戦
（
紀
元
前
四
二
四
年
）

及
び
ア
ン
フ
ィ
ポ
リ
ス
の
戦
（
紀
元
前
四
二
二
年
）
に
参
加
し
、そ
の
都
度
勇
気
と
忍
耐
と
を
も
っ
て
知
ら
れ
た
。

彼
は
政
治
に
関
与
す
る
こ
と
を
欲
せ
ず
、
国
家
の
公
職
に
就
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
た
だ
一
度
参
政
院
議
員
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に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
年
（
紀
元
前
四
〇
六
年
）、
小
ア
ジ
ア
の
海
岸
と
レ
ス
ボ
ス
島
か
ら
程

遠
か
ら
ぬ
ア
ル
ギ
ヌ
サ
イ
島
沖
の
海
戦
に
お
い
て
ア
テ
ナ
イ
人
は
カ
リ
ク
ラ
テ
ィ
デ
ス
の
率
い
る
ス
パ
ル
タ
人
に

対
し
て
勝
利
を
得
た
。
こ
の
勝
利
は
ア
テ
ナ
イ
に
と
っ
て
二
十
五
隻
の
軍
艦
と
四
千
人
の
生
命
と
を
犠
牲
に
し
た

の
で
あ
る
が
、
も
し
指
揮
官
が
怠
慢
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
そ
の
人
命
の
多
数
は
救
助
さ
れ
た
し
ま
た
そ
の
屍
を
拾

い
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
信
ぜ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
裁
判
が
行
わ
れ
た
が
、
審
判
者
た
ち
は
党
派
心
に
駆
ら

れ
て
、
一
人
ず
つ
別
々
に
裁
判
に
附
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
法
律
に
反
し
て
、
八
人
の
将
軍
全
部
に
対
し
て

同
時
に
有
罪
を
宣
告
す
る
こ
と
を
決
議
し
た
。
そ
の
と
き
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
唯
一
人
か
よ
う
な
違
法
行
為
を
嫌
っ
て

反
対
の
投
票
を
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
が
如
何
に
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
恐
れ
る
こ
と
な
く
国
法
と
正
義
と
を
重
ん

じ
た
か
を
示
し
て
い
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
一
つ
の
特
徴
は
そ
の
生
活
の
極
端
な
公
共
性
で
あ
る
。
彼
は
殆
ど
つ
ね
に
外
で
生
活
し
た
。
彼

は
遊
歩
場
や
体
操
場
に
行
き
、
或
は
市
場
に
現
れ
、
多
く
の
人
々
の
集
ま
る
場
所
で
時
を
過
し
た
。
そ
し
て
彼
は

誰
で
も
を
捉
え
て
、
日
常
的
な
事
柄
に
結
び
付
け
て
人
生
の
根
本
問
題
に
つ
い
て
談
論
し
、
人
々
を
教
育
し
た
。

し
か
し
他
方
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
は
時
折
深
い
瞑
想
に
耽
る
癖
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
思
索
と
い
う
よ
り
も
一
種
の
神
秘

的
な
恍
惚
状
態
で
あ
っ
た
。
プ
ラ
ト
ン
は
ポ
テ
ィ
ダ
イ
ア
の
営
地
に
お
け
る
出
来
事
と
し
て
次
の
逸
話
を
伝
え
て
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い
る
。
或
る
朝
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
何
事
か
に
つ
い
て
瞑
想
し
な
が
ら
立
っ
て
い
た
。
彼
の
求
め
た
も
の
は
見
出
さ
れ

な
か
っ
た
の
で
、
彼
は
動
く
こ
と
な
く
同
じ
姿
勢
で
思
索
し
続
け
た
。
既
に
正
午
に
な
っ
て
も
彼
が
立
ち
続
け
て

い
る
の
を
見
て
、
人
々
は
驚
い
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
朝
か
ら
そ
こ
で
夢
み
て
い
る
こ
と
を
互
い
に
話
し
合
っ
た
。

遂
に
夕
方
に
な
っ
て
、
兵
隊
た
ち
は
、
食
事
し
た
後
、
寝
る
た
め
に
そ
し
て
同
時
に
彼
が
同
じ
姿
勢
で
夜
を
明
か

す
か
ど
う
か
を
見
る
た
め
に
、
そ
の
場
所
へ
彼
等
の
寝
床
を
持
っ
て
来
た
。
実
際
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
翌
日
の
日
の

出
ま
で
立
ち
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
太
陽
に
向
っ
て
祈
を
し
た
後
、
彼
は
立
ち
去
っ
た
。
か
よ
う
に

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
時
に
は
す
べ
て
を
忘
れ
て
ひ
た
す
ら
瞑
想
に
耽
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

更
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
特
殊
な
性
質
の
一
つ
は
、
彼
が
少
年
の
項
か
ら
或
る
神
秘
的
な
「
声
」
或
は
「
超
自
然
的

な
し
る
し
」
即
ち
デ
ー
モ
ン
の
声
を
聞
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
内
心
に
起
る
超
自
然
的
な
声
は
、
彼

に
危
険
の
迫
っ
た
と
き
、
或
は
彼
が
悪
に
近
づ
こ
う
と
し
た
と
き
、
そ
し
て
屡
々
極
め
て
瑣
末
な
場
合
に
お
い
て

も
、突
然
に
現
れ
て
彼
を
保
護
し
た
。
そ
れ
は
つ
ね
に
禁
止
の
形
に
お
い
て
現
れ
る
と
い
う
こ
と
を
特
徴
と
し
た
。

そ
の
警
告
を
無
視
し
た
場
合
に
は
不
幸
な
結
果
の
生
ず
る
こ
と
が
彼
に
は
経
験
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
た
。
ソ
ク

ラ
テ
ス
の
デ
ー
モ
ン
は
「
良
心
」
と
い
わ
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
超
自
然
的
な
奇
跡
的
な
も

の
で
あ
っ
て
、
単
に
正
と
不
正
と
か
、
道
徳
的
行
為
と
か
に
関
係
す
る
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
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ソ
ク
ラ
テ
ス

神
秘
的
な
神
慮
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
デ
ー
モ
ン
の
啓
示
に
対
す
る
信
仰
に
お
い
て
、
ソ
ク
ラ
テ

ス
は
、
一
方
神
占
乃
至
神
託
に
関
す
る
通
俗
の
意
見
、
民
衆
的
宗
教
に
接
近
し
た
が
、
同
時
に
、
他
方
彼
の
デ
ー

モ
ン
は
内
面
的
性
質
を
有
し
、
こ
の
信
仰
は
良
心
の
ひ
と
つ
の
著
し
い
発
展
の
し
る
し
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ヘ

ー
ゲ
ル
が
云
っ
た
よ
う
に
、「
ギ
リ
シ
ア
の
神
託
の
体
系
が
全
く
外
面
的
な
現
象
に
依
存
せ
し
め
た
行
為
の
動
機

が
爾
来
内
面
的
な
良
心
そ
の
も
の
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
た
」
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
性
格
の
う
ち

に
は
或
る
神
秘
的
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
き
神
秘
的
傾
向
が
歪
曲
さ
れ
て
迷
信
に
ま
で
発
展
す
る
こ
と
を
妨
げ
た
も
の
は
、
彼
に
お
け
る
主
知

主
義
的
或
は
合
理
主
義
的
傾
向
で
あ
る
。
徳
は
知
識
で
あ
る
と
い
う
の
が
彼
の
確
信
で
あ
っ
た
。
こ
の
彼
の
知
的

な
明
る
い
性
格
を
示
し
て
い
る
の
は
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
ア
イ
ロ
ニ
イ
」
と
し
て
知
ら
れ
る
彼
の
特
徴
的
な
皮
肉
ま

た
は
諧
謔
で
あ
る
。
彼
は
知
識
を
有
す
る
と
称
す
る
者
に
向
っ
て
つ
ね
に
執
拗
な
質
問
者
と
し
て
現
れ
、
―
―
実

際
は
彼
自
身
が
彼
等
よ
り
も
知
的
優
越
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
―
―
彼
等
を
し
て
遂
に
自
己
の
無
知
を
告
白
さ
せ

る
。
そ
し
て
彼
は
、
自
分
は
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
言
う
。
こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
仕
事
は
も
ち

ろ
ん
全
く
真
面
目
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
彼
の
同
時
代
人
の
或
る
者
が
自
慢
に
し
て
い
た
智
慧
を
極
め
て
軽
く
視
る

の
と
同
じ
理
由
に
よ
っ
て
、
自
分
は
無
知
で
あ
る
と
宣
言
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
彼
は
真
の
知
識
が
如
何
な
る
も
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の
で
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
健
全
な
正
確
な
標
準
を
有
し
、
従
っ
て
彼
及
び
他
の
す
べ
て
の
者
が
こ
の
標
準
に
達

す
る
ま
で
に
如
何
に
離
れ
て
い
る
か
を
知
っ
て
い
た
。
か
く
し
て
彼
は
自
己
と
他
の
者
と
を
そ
の
真
の
比
例
に
お

い
て
見
、
人
間
の
自
負
と
彼
等
の
実
際
と
の
間
の
対
照
が
彼
の
皮
肉
や
諧
謔
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ソ
ク
ラ

テ
ス
の
皮
肉
は
同
時
に
ま
た
産
婆
術
と
し
て
彼
の
教
育
の
技
術
に
と
っ
て
重
要
な
意
義
を
有
し
た
。

「
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
ア
イ
ロ
ニ
イ
」
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
け
る
主
知
主
義
的
乃
至
合
理
主
義
的
傾
向
に
相
応

す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
彼
に
お
け
る
こ
れ
と
反
対
の
傾
向
に
相
応
す
る
も
の
は
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
愛
」（die 

sokratische Liebe

）
と
い
わ
れ
る
エ
ロ
ス
で
あ
る
（V

gl. R
olf Lagerborg , D

ie platonische Liebe, 1926.

）。
プ

ラ
ト
ン
的
愛
と
い
う
語
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
愛
（
エ
ロ
ス
）
の
思
想
は
プ
ラ
ト
ン
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
継
承
し
、

発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
性
的
感
情
か
ら
借
り
て
来
ら
れ
た
象
徴
的
な
言
葉
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
は
す
べ
て

の
神
秘
家
に
殆
ど
共
通
の
特
徴
で
あ
っ
て
、
神
秘
的
気
質
と
愛
の
気
質
と
の
間
に
は
何
等
か
聯
関
が
存
在
す
る
か

の
よ
う
に
思
わ
せ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
彼
は
彼
の
時
代
の
風
俗
に
従
っ
て
同
性
間
の
浪
漫

的
な
愛
情
を
表
す
言
葉
を
借
り
て
屡
々
使
用
し
た
。
プ
ラ
ト
ン
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
ア
ル
キ
ビ
ア

デ
ス
と
の
関
係
は
と
り
わ
け
有
名
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
同
性
愛
の
弊
風
を
共
に
し
た
と
考
え

る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
プ
ラ
ト
ン
に
依
れ
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
自
分
は
エ
ロ
ス
の
一
生
の
犠
牲
者
で
あ
り
、
愛
の
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ソ
ク
ラ
テ
ス

術
に
お
け
る
達
人
で
あ
る
と
語
る
の
を
つ
ね
と
し
た
。
こ
の
言
葉
は
も
ち
ろ
ん
彼
の
い
つ
も
の
諧
謔
で
あ
っ
て
、

誤
解
さ
れ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
と
哲
学
と
は
彼
の
生
活
の
大
き
な
情
熱
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
道
徳
的
に
全
く
純
潔
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
に
お
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、

感
覚
的
な
愛
と
真
面
目
な
少
年
愛
と
の
関
係
は
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
偽
善
的
な
教
え
に
対
す
る
真
の
智
慧
の
関
係
で

あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
も
と
よ
り
キ
リ
ス
ト
教
的
厳
粛
主
義
は
ギ
リ
シ
ア
人
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
も
の
で
は
な
い
。
し

か
し
高
貴
な
少
年
愛
は
心
の
美
し
さ
を
求
め
、
愛
す
る
者
の
幸
福
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
彼
は
教
え
た
。

エ
ロ
ス
に
関
す
る
プ
ラ
ト
ン
の
二
大
対
話
篇
『
饗
宴
』
と
『
フ
ァ
イ
ド
ロ
ス
』
と
は
、
感
覚
的
な
愛
と
一
種
の
神

秘
的
愛
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
。
し
か
し
愛
に
つ
い
て
の
形
而
上
学
的
思
弁
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
こ

と
で
は
な
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
は
本
質
的
に
教
育
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
教
師
と
弟
子
と
の
間
の

相
互
の
愛
に
よ
っ
て
活
か
さ
れ
た
真
理
の
探
求
と
生
活
の
高
貴
化
と
に
対
す
る
努
力
を
本
質
的
な
内
容
と
し
て
い

る
。
愛
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
教
育
術
の
基
礎
で
あ
っ
た
。
青
年
に
対
す
る
彼
の
愛
に
充
ち
た
関
心
は
彼
等
が
彼
に
気

に
入
ろ
う
と
す
る
よ
う
に
彼
等
を
刺
戟
す
る
、
彼
は
や
が
て
自
分
に
対
す
る
彼
等
の
愛
を
喚
び
起
し
、
彼
が
彼
等

に
憧
れ
る
よ
り
も
彼
等
が
彼
に
憧
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
彼
は
彼
等
に
対
す
る
支
配
力
を
汲
み
取
る
、
ひ

と
は
彼
の
厚
意
を
得
よ
う
と
求
め
る
、
彼
は
愛
す
る
者
と
し
て
始
め
て
愛
さ
れ
る
者
に
な
る
の
で
あ
る
。
今
や
青
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年
が
逆
に
愛
す
る
者
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
等
は
彼
等
に
と
っ
て
最
善
の
も
の
に
導
か
れ
る
、
そ
れ
が
ソ
ク

ラ
テ
ス
的
愛
の
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
時
代
に
お
け
る
天
成
の
教
育
家
は
何
等
か
か
く
の
如
き
愛

の
操
作
を
行
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
教
育
家
の
天
才
を
形
作
っ
て
い
る
と
さ
え
云
い
得
よ
う
。
ア
テ
ナ
イ
の

青
年
を
熱
心
に
猟
り
求
め
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
け
る
精
神
化
さ
れ
た
少
年
愛
は
彼
の
活
動
を
規
定
し
た
一
つ
の
原

理
で
あ
り
、
彼
の
教
育
的
使
命
の
内
密
の
、
い
わ
ば
神
秘
的
な
力
で
あ
り
、
ア
イ
ロ
ニ
イ
と
並
ん
で
彼
に
お
け
る

特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
性
格
の
う
ち
に
は
情
熱
的
な
エ
ロ
テ
ィ
ケ
ル
、
宗
教
的
な
神
秘
家
、
徹
底
し
た

合
理
主
義
者
、諧
謔
家
と
い
っ
た
両
面
が
見
出
さ
れ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
合
理
主
義
の
怪
物
と
見
た
。

こ
の
人
に
依
れ
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
「
彼
以
前
未
聞
の
生
存
形
式
の
タ
イ
プ
即
ち
理
論
的
人
間
」
で
あ
り
、
本
来

の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
を
形
作
る
神
話
と
オ
ル
フ
ィ
ッ
ク
の
毒
殺
者
、
悲
劇
的
文
化
の
破
壊
者
で
あ
る
。
彼
は
ソ
ク
ラ
テ

ス
に
お
い
て
論
理
家
、
啓
蒙
家
、
非
神
秘
家
、
楽
天
主
義
者
を
嫌
悪
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
ニ
ー
チ
ェ
の
見
た
の

は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
一
面
に
過
ぎ
な
い
。
テ
イ
ラ
ー
な
ど
の
主
張
す
る
如
く
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
は
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
や

ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
影
響
を
示
す
よ
う
な
宗
教
的
神
秘
的
一
面
が
あ
っ
た
。
し
か
し
ま
た
彼
を
そ
の
た
め
に
神
秘

家
と
見
る
こ
と
も
正
し
く
な
い
。
そ
こ
に
は
彼
を
そ
れ
か
ら
転
じ
さ
せ
た
他
の
一
つ
の
特
徴
、
典
型
的
な
ア
ッ
チ
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ソ
ク
ラ
テ
ス

カ
人
に
性
格
的
な
あ
の
ア
イ
ロ
ニ
イ
（eijrw

neiva

）
が
あ
っ
た
。
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
と
パ
ト
ス
的
な
も
の
と
は
ソ

ク
ラ
テ
ス
に
お
い
て
全
く
独
自
な
人
格
的
結
合
を
遂
げ
た
。
バ
ー
ネ
ッ
ト
に
依
れ
ば
、「
ア
イ
ロ
ニ
イ
に
よ
っ
て

程
よ
く
さ
れ
た
熱
狂
（
二
つ
の
語
を
そ
の
ギ
リ
シ
ア
的
意
味
に
使
っ
て
）」（enthusiasm

 tem
pered by irony

）
が
、

或
は
ゴ
ン
ペ
ル
ツ
の
語
を
用
い
れ
ば
、「
冷
か
な
頭
の
下
に
お
け
る
熱
い
心
臓
」（ein heisses H

erz unter einem
 

kalten K
opfe

）
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
性
格
（h\qoV

）
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ギ
リ
シ
ア
文
化
に
お

け
る
大
き
な
転
換
期
に
立
っ
て
い
た
。「
科
学
と
神
秘
思
想
と
の
混
合
が
、
両
者
の
大
き
な
利
益
に
お
い
て
、
彼

自
身
の
世
代
に
直
接
に
先
立
つ
諸
世
代
の
特
徴
的
な
性
格
で
あ
っ
た
」、
と
バ
ー
ネ
ッ
ト
は
書
い
て
い
る
。
ソ
ク

ラ
テ
ス
は
二
つ
の
傾
向
を
彼
の
人
格
に
お
い
て
結
合
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
哲
学
的
頂
点
に
達

し
た
ギ
リ
シ
ア
の
ク
ラ
シ
シ
ズ
ム
の
完
成
の
道
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。

六　

使
命

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
前
半
生
に
お
け
る
発
展
に
つ
い
て
は
審
か
に
し
得
な
い
が
、
彼
が
父
の
職
業
に
従
事
し
た
と
い
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う
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
遺
さ
れ
た
財
産
は
貧
乏
暮
し
に
満
足
し
た
彼
に
と
っ
て
思
想
家
と
し
て
の
生

活
を
営
む
に
足
り
た
。
彼
が
そ
の
時
代
の
人
文
的
教
養
は
も
と
よ
り
、
自
然
研
究
に
も
通
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と

は
疑
わ
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
の
証
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の
記
述
も
何

等
こ
れ
に
反
対
し
て
い
な
い
。
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
は
、
そ
の
弁
明
的
目
的
の
た
め
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
科
学
に
つ
い

て
彼
自
身
の
功
利
主
義
的
見
解
を
採
っ
た
か
の
よ
う
に
証
明
す
る
こ
と
に
熱
心
で
あ
り
、
ひ
と
は
彼
が
受
取
る
或

は
譲
り
渡
す
土
地
を
量
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
の
幾
何
学
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
こ
み
入
っ
た
図
形
に
頭
を
悩

ま
す
必
要
は
な
く
、
ま
た
旅
行
或
は
航
海
或
は
夜
番
の
目
的
の
た
め
に
、
夜
、
月
或
は
年
の
時
を
知
る
に
足
り
る

だ
け
の
天
文
学
の
知
識
を
有
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
惑
星
も
し
く
は
遊
星
、
そ
れ
ら
の
地
球
か
ら
の
距
離
、
そ
の
軌

道
や
諸
原
因
に
つ
い
て
心
を
煩
わ
す
こ
と
は
必
要
で
な
い
、
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
考
え
た
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
し

か
し
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
は
そ
の
場
合
共
に
直
ち
に
附
け
加
え
て
、「
し
か
も
彼
は
そ
の
題
目
に
通
じ
て
い
な
く
は
な

か
っ
た
」
と
か
、「
し
か
も
彼
は
そ
れ
ら
の
事
柄
に
つ
い
て
知
っ
て
い
な
く
は
な
か
っ
た
」
と
か
と
書
い
て
い
る

（M
em

orabilia, IV, 7, 1

―9.

）。
プ
ラ
ト
ン
の
『
フ
ァ
イ
ド
ン
』
に
お
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
い
わ
ば
自
伝
的
に
語

っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
依
れ
ば
（Phaedo, 96a

―100a
）、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
初
め
自
然
の
研
究
に
没
頭
し
、
物
の
生

成
と
消
滅
の
原
因
を
発
見
す
る
こ
と
に
熱
中
し
た
。
彼
は
当
時
の
種
々
の
宇
宙
論
的
学
説
を
研
究
し
た
、
即
ち
彼
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ソ
ク
ラ
テ
ス

は
先
ず
ア
ル
ケ
ラ
オ
ス
と
ア
ポ
ロ
ニ
ア
の
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
の
説
か
ら
始
め
、
特
に
地
球
の
形
に
関
す
る
意
見
の
不

一
致
を
見
出
し
て
驚
い
た
。
ま
た
彼
は
シ
ケ
リ
ア
人
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
の
生
物
学
説
と
ク
ロ
ト
ナ
の
ア
ル
ク
マ
イ

オ
ン
の
精
神
的
生
命
の
器
官
と
し
て
の
頭
脳
に
関
す
る
説
を
知
り
、
ま
た
ゼ
ノ
ン
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
問
題
即

ち
単
位
の
観
念
に
関
聯
し
た
数
学
的
難
問
に
よ
っ
て
甚
だ
悩
ま
さ
れ
た
。
互
い
に
相
争
う
理
論
家
た
ち
の
教
義
の

間
に
見
出
さ
れ
る
矛
盾
は
彼
を
絶
望
さ
せ
た
が
、
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
の
書
物
の
一
章
が
読
ま
れ
る
の
を
聞
い
た
と

き
、
彼
に
は
啓
示
が
与
え
ら
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
が
い
う
に
は
、
精
神
が
人
間
的
行
為
の

秩
序
の
原
因
で
あ
る
よ
う
に
、
精
神
は
自
然
的
法
則
と
秩
序
の
原
因
で
あ
る
。
こ
の
説
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
、
宇
宙

は
正
し
く
導
か
れ
た
人
間
生
活
の
如
く
合
理
的
計
画
の
形
体
化
で
あ
る
と
い
う
思
想
を
示
唆
し
た
。
も
し
も
精
神

が
世
界
の
構
造
の
原
因
で
あ
る
な
ら
ば
、
地
球
及
び
宇
宙
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、
そ
れ
ら
が
有
す
べ
き
最

善
の
形
や
位
置
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
の
人
に
お
い
て
彼
の
科
学
的
懐
疑
を
終
結
せ
し
め

る
教
師
を
見
出
し
得
る
希
望
を
も
っ
て
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
を
み
ず
か
ら
研
究
し
た
、
宇
宙
の
各
部
分
が
如
何
に
あ

る
の
が
最
善
で
あ
る
か
、
精
神
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
宇
宙
に
お
い
て
は
如
何
に
あ
る
べ
き
か
が
示
さ
れ
る
こ
と

を
彼
は
期
待
し
た
。
し
か
る
に
こ
の
希
望
は
忽た
ち
まち

挫
か
れ
た
。
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
は
単
に
星
の
体
系
が
そ
れ
に
よ

っ
て
生
成
す
る
渦
巻
に
対
す
る
起
動
的
は
ず
み
を
与
え
る
た
め
に
精
神
を
導
き
入
れ
た
の
み
で
あ
っ
て
、
精
神
に
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よ
っ
て
統
制
さ
れ
る
宇
宙
が
叡
智
的
計
画
の
形
体
化
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
思
想
は
何
等
用
い
な
か
っ
た
。

こ
の
失
望
か
ら
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
彼
が
諧
謔
的
に
語
る
と
こ
ろ
に
依
れ
ば
、
自
分
は
「
自
然
研
究
に
対
す
る
頭
が

な
い
」
と
結
論
し
て
、
彼
自
身
の
研
究
の
線
と
方
法
と
を
打
ち
出
し
た
の
で
あ
る
。

キ
ケ
ロ
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
つ
い
て
、
そ
の
固
有
な
も
の
、
最
も
高
貴
な
も
の
は
、
彼
が
哲
学
を
「
天
上
か
ら
地

上
へ
」
引
き
お
ろ
し
た
こ
と
で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
本
来
の
事
業
が
人
間
生
活
の
問
題
に
関
わ

っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
し
か
し
彼
が
嘗
て
自
然
研
究
に
従
事
し
た
こ
と
が
な
い
と
見
る
の
は
正
し

く
な
い
で
あ
ろ
う
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
も
時
代
の
子
で
あ
り
、
彼
の
時
代
の
学
問
的
運
動
か
ら
孤
立
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
少
な
く
と
も
彼
が
自
己
の
「
使
命
」
を
自
覚
す
る
に
至
る
ま
で
は
、
彼
は
そ
の
時
代
の
普

通
の
学
者
乃
至
知
識
人
と
同
じ
よ
う
に
自
然
研
究
に
つ
い
て
も
関
心
し
た
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
は
ソ

ク
ラ
テ
ス
を
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
し
て
、
且
つ
同
時
に
自
然
研
究
家
と
し
て
描
い
て
い
る
。
彼
は
雲
や
空
気
、
そ
の
他

科
学
者
に
適
し
た
神
々
の
崇
拝
者
と
し
て
、
彼
の
弟
子
た
ち
が
そ
こ
で
物
理
学
や
生
物
学
そ
の
他
の
科
学
の
問
題

を
研
究
し
、
弱
い
議
論
を
強
い
議
論
に
見
え
る
よ
う
に
す
る
術
を
学
ぶ
と
こ
ろ
の
思
想
の
店
の
主
人
と
し
て
、
戯

画
化
さ
れ
た
。
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
の
『
雲
』
が
全
く
虚
構
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ペ
リ
ク
レ
ス
の
時
代

は
二
重
の
方
面
を
有
し
て
い
た
。
一
方
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
新
し
い
活
動
が
開
始
さ
れ
る
と
共
に
、
他
方
伝
統
的
な
自
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ソ
ク
ラ
テ
ス

然
哲
学
者
に
お
い
て
も
な
お
力
と
自
信
が
存
在
し
た
。
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
が
自
分
の
周
囲
に
集
め
る
こ
と
の
で
き

た
の
は
小
範
囲
の
人
間
に
過
ぎ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
端
緒
が
作
ら
れ
て
ア
テ
ナ
イ
は
科
学
の
中

心
と
な
っ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
当
時
の
知
識
人
と
し
て
自
然
研
究
に
触
れ
ず
に
過
ぎ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な

い
。
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
の
『
雲
』
が
現
れ
た
と
き
（
紀
元
前
四
二
三
年
）、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
な
お
主
と
し
て
自

然
研
究
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
全
く
可
能
で
あ
る
。『
雲
』
の
中
で
か
ら
か
わ
れ
て
い
る
の
は

特
に
ア
ポ
ロ
ニ
ア
の
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
の
宇
宙
論
で
あ
り
、
彼
は
空
気
が
実
体
で
あ
る
と
い
う
ア
ナ
キ
シ
メ
ネ
ス
の

説
を
復
活
さ
せ
た
人
で
あ
る
。
全
体
の
喜
劇
は
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
に
依
れ
ば
、
空
気
は

霧
に
凝
集
し
、
雲
の
形
に
お
い
て
見
ゆ
る
も
の
と
な
る
。
雲
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
学
派
の
神
と
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
こ

れ
に
依
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
特
に
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
は
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス

派
の
ア
ル
ケ
ラ
オ
ス
で
あ
る
。『
フ
ァ
イ
ド
ン
』
の
叙
述
は
、
如
何
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
の
説
に

深
く
印
象
さ
れ
た
か
、
如
何
に
彼
が
そ
れ
に
不
満
を
感
ず
る
に
至
っ
た
か
を
伝
え
て
い
る
。
ゴ
ル
ギ
ア
ス
も
、
そ

し
て
多
分
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
も
、
同
様
の
仕
方
で
自
然
研
究
を
見
棄
て
た
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
経
験
は
紀
元

前
五
世
紀
の
中
葉
に
お
け
る
「
自
然
哲
学
の
破
産
」
の
一
つ
の
例
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
エ
レ
ア
派
の
ゼ
ノ
ン
の
弁

証
法
が
従
来
の
哲
学
に
対
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
信
仰
を
動
揺
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
も
、
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
や
ゴ
ル
ギ



三
七
六

ア
ス
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
そ
の
初
期
に
お
い
て
自
然
哲
学
的
思
弁
に
関

心
し
て
い
た
こ
と
は
疑
わ
れ
な
い
。
も
し
彼
が
自
然
哲
学
の
単
な
る
軽
蔑
者
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
後
年
プ
ラ
ト

ン
が
か
よ
う
な
思
弁
的
研
究
に
入
っ
た
場
合
な
お
そ
の
思
想
を
つ
ね
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
名
に
結
び
付
け
た
と
い
う

こ
と
は
心
理
的
に
理
解
さ
れ
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
活
動
が
他
方
そ
の
時
代
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
活
動

に
類
似
し
た
方
面
を
有
し
た
と
い
う
こ
と
も
争
わ
れ
な
い
、
そ
れ
は
す
で
に
外
見
か
ら
し
て
そ
う
で
あ
っ
た
。
彼

は
市
井
の
人
で
あ
っ
た
、
彼
は
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
同
じ
く
も
は
や
昔
風
の
哲
学
者
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
ソ
フ
ィ
ス

ト
の
階
級
を
、
そ
れ
が
実
際
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
時
代
の
ギ
リ
シ
ア
の
社
会
に
と
っ
て
有
用
な
、
欠

く
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
と
認
め
た
。
旧
い
教
育
形
式
は
当
時
の
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
、
特
に
ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る

社
会
的
諸
関
係
に
対
し
て
も
は
や
不
適
当
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
も
青
年
の
教
育
は
大

き
な
問
題
で
あ
り
、
彼
の
活
動
は
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
そ
れ
と
同
じ
地
盤
か
ら
生
れ
た
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
彼

の
生
涯
の
か
な
り
早
い
時
か
ら
有
名
で
あ
り
、
彼
の
周
囲
に
人
を
集
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
『
ア

ポ
ロ
ギ
ア
』
に
お
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
彼
は
「
弟
子
」
を
有
し
た
こ
と
が
な
く
、
ま
た
人
の
「
教
師
」
で
あ
る

と
称
し
た
こ
と
が
な
い
と
云
っ
て
い
る
が
、
こ
の
否
定
は
、
彼
が
報
酬
を
支
払
わ
れ
た
教
育
家
の
職
業
に
嘗
て
従

事
し
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
が
知
識
を
求
め
る
青
年
の
仲
間
の
支
払
わ
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ソ
ク
ラ
テ
ス

れ
ざ
る
教
育
家
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
に
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
弟
子
か
ら
報
酬
を
取
ら
な
か
っ
た
と

い
う
点
に
お
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
対
照
を
な
し
て
い
た
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
本
来
の
事
業
は
、
彼
が
従
来
の
自
然
研
究
か
ら
離
れ
る
と
共
に
、
他
方
プ
ラ
ト
ン
が
強
調
し
て

い
る
よ
う
に
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
も
鋭
い
対
立
を
な
す
に
至
っ
て
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
後
年
の
活
動

に
お
い
て
そ
の
特
殊
な
宗
教
的
使
命
を
確
信
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。『
ア
ポ
ロ
ギ

ア
』
に
依
れ
ば
、
彼
の
「
使
命
」
は
ア
ポ
ロ
ン
か
ら
与
え
ら
れ
た
神
託
の
直
接
の
結
果
で
あ
っ
た
。
デ
ル
フ
ォ
イ

の
神
託
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
上
の
智
者
の
生
存
し
な
い
こ
と
を
告
げ
た
の
で
あ
っ
た
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
最
初
こ
の
彼

に
つ
い
て
の
神
の
意
見
に
驚
い
た
、
彼
は
彼
が
何
等
特
殊
の
智
慧
を
有
し
な
い
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
た
か
ら
。

そ
こ
で
彼
は
自
分
よ
り
も
賢
明
な
誰
か
を
探
し
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
ア
ポ
ロ
ン
が
嘘
吐
き
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う

と
着
手
し
た
。
彼
は
先
ず
か
よ
う
な
人
間
を
政
治
家
の
う
ち
に
、
次
に
詩
人
の
う
ち
に
、
最
後
に
手
工
業
者
の
う

ち
に
求
め
た
が
、
無
駄
で
あ
っ
た
。
初
め
の
二
種
類
の
人
間
の
場
合
、
彼
は
何
等
真
の
知
識
を
見
出
さ
な
か
っ
た
、

政
治
家
も
詩
人
も
彼
等
の
政
治
或
は
芸
術
の
原
理
に
つ
い
て
十
分
な
説
明
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
手

工
業
者
は
彼
等
が
自
己
の
職
業
を
実
際
に
理
解
し
て
い
る
点
に
お
い
て
前
の
二
者
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
た
が
、
彼

等
は
不
幸
に
も
他
の
一
層
重
要
な
事
柄
に
つ
い
て
も
同
様
に
よ
く
理
解
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
幻
想
し
て
い
た
の
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で
あ
る
。
や
が
て
神
託
の
真
の
意
味
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
の
意
味
は
、
人
間
が
絶
対
に
知
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
一
つ
の
こ
と
、即
ち
、如
何
に
自
己
の
生
活
を
正
し
く
導
く
べ
き
か
、如
何
に
自
己
の
魂
の
面
倒
を
み
、

そ
れ
を
で
き
る
だ
け
善
く
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
人
々
は
一
般
に
無
知
で
あ
り
、
し
か
も
彼
等
は
一
般
に

こ
の
無
知
に
対
し
て
盲
目
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
み
は
例
外
で
あ
る
、
彼
も
ま
た
こ
の

極
め
て
重
要
な
知
識
を
有
し
な
い
に
し
て
も
、
彼
は
そ
の
重
要
性
を
知
っ
て
お
り
、
且
つ
彼
は
そ
れ
に
つ
い
て
の

自
己
の
無
知
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
、
少
な
く
と
も
、
盲
人
の
国
に
お
い
て
隻せ
き
が
ん眼

を
有
す
る
者
で
あ
り
、

そ
の
限
り
人
間
の
う
ち
最
も
賢
明
な
者
で
あ
る
と
云
わ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
彼
み
ず
か
ら
最
高
の
知
識
を

飽
く
ま
で
も
求
め
、人
々
が
彼
と
共
に
そ
れ
を
求
め
る
よ
う
に
人
々
を
導
く
こ
と
に
飽
く
ま
で
も
努
め
る
こ
と
が
、

神
に
よ
っ
て
彼
に
負
わ
さ
れ
た
義
務
で
あ
る
と
彼
は
感
じ
た
。
デ
ル
フ
ォ
イ
の
神
託
は
『
ア
ポ
ロ
ギ
ア
』
に
お
い

て
幾
分
ア
イ
ロ
ニ
イ
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
大
体
に
お
い
て
歴
史
的
事
実
に
属
す
る
と
テ
イ
ラ
ー

は
断
定
し
て
い
る
。
テ
イ
ラ
ー
に
依
れ
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
そ
の
中
年
に
精
神
の
危
機
の
時
期
を
経
過
し
、
そ
れ

か
ら
自
己
の
「
使
命
」
の
明
瞭
な
自
覚
を
有
す
る
人
間
と
し
て
生
れ
出
て
来
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
神
託
は
彼
を

こ
の
危
機
に
引
き
入
れ
る
に
一
つ
の
役
割
を
演
じ
た
の
で
あ
る
。『
饗
宴
』
に
お
い
て
は
、
前
述
の
ポ
テ
ィ
ダ
イ

ア
の
陣
中
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
二
十
四
時
間
の
恍
惚
状
態
を
経
験
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
多
分
こ
の
時
ソ
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ク
ラ
テ
ス
は
予
言
者
た
る
べ
く
自
己
が
召
さ
れ
て
い
る
の
を
自
覚
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
テ
イ
ラ
ー
は
推
測
し
て
い

る
。
そ
れ
が
、
バ
ー
ネ
ッ
ト
に
依
れ
ば
、
何
故
に
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
神
か
ら
負
わ
さ
れ
た
自
己

の
使
命
に
つ
い
て
語
る
に
当
っ
て
軍
務
に
関
す
る
言
葉
を
屡
々
使
っ
た
か
と
い
う
こ
と
の
理
由
で
あ
る
。
い
ず
れ

に
し
て
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ペ
ロ
ポ
ン
ネ
ソ
ス
戦
争
の
初
め
の
頃
、
自
己
が
特
殊
な
使
命
の
た
め
に
召
さ
れ
て
い
る

と
い
う
確
信
を
抱
く
に
至
り
、
爾
来
彼
の
活
動
は
こ
の
一
種
の
宗
教
的
確
信
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
使
命
は
真
の
意
味
に
お
け
る
教
育
家
で
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
は
何
よ
り
も
教
育
家
、
即
ち

人
間
の
形
成
者
、
魂
の
指
導
者
で
あ
り
、
第
二
次
的
に
初
め
て
学
者
、「
道
徳
学
の
建
設
者
」（
ブ
ト
ル
ー
）
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
人
々
に
人
生
に
お
い
て
何
が
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
か
を
知
ら
せ
よ
う
と
し
た
。
彼
は

相
手
を
選
ば
ず
何
人
と
も
談
論
し
、
巧
に
問
答
を
操
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
を
窮
地
に
陥
れ
、
彼
が
人
生

に
お
い
て
最
も
重
要
な
も
の
に
つ
い
て
無
知
で
あ
る
こ
と
を
覚
ら
せ
る
に
努
め
た
。
か
く
し
て
倦
む
こ
と
な
く

人
々
を
正
し
い
智
慧
を
求
め
る
よ
う
に
導
く
こ
と
が
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
使
命
で
あ
る
と
信
じ
、
そ
の
死
に
至
る

ま
で
三
十
年
の
間
撓た
わ

む
こ
と
な
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
そ
の
活
動
に
従
事
し
た
の
で
あ
る
。
人
生
に
お
い
て
最
も
大

切
な
こ
と
は
、
金
銭
や
名
誉
や
そ
の
他
自
己
に
外
的
に
附
属
す
る
も
の
に
心
を
奪
わ
れ
る
こ
と
な
く
自
己
の
内

的
本
質
に
心
を
集
注
す
る
こ
と
、「
自
己
自
身
の
面
倒
を
み
る
こ
と
」（ejpimelei;sqai auJtou:

）
或
は
「
魂
の
面
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倒
を
み
る
こ
と
」（th:V y

uch:V ejpimelei:sqai

）
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
ま
た
「
徳
の
面
倒
を
み
る
こ
と
」（ajreth:V 

ejpimelei:sqai

）
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
内
的
混
乱
に
あ
っ
た
ア
テ
ナ
イ
の
市
民
に
道
徳
的
自
覚
を
促
す
こ
と

が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
事
業
の
意
義
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
彼
は
生
き
、
そ
の
た
め
に
彼
は
斃
れ
た
の
で
あ
る
。

自
己
の
使
命
の
自
覚
と
共
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
自
然
研
究
を
抛
棄
し
て
ひ
た
す
ら
人
間
的
事
物
に
関
心
し
た
。
彼

は
自
然
研
究
者
が
人
間
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
も
の
即
ち
人
間
的
事
物
に
つ
い
て
無
関
心
で
あ
る
こ
と
を
非
難
す

る
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
寧
ろ
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
考
が
正
し
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
技
術
を
あ
ら
ゆ
る

技
術
の
う
ち
最
も
美
し
く
最
も
偉
大
で
あ
る
と
云
っ
た
の
は
（M

em
., IV, 2, II

）、
単
な
る
皮
肉
で
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。人
間
は
人
間
的
事
物
に
関
心
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
す
る
こ
と
に
お
い
て
彼
は
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
一
致
し
、

彼
自
身
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
一
人
で
あ
っ
た
と
云
い
得
る
。
し
か
し
ソ
フ
ィ
ス
ト
は
約
束
し
た
こ
と
を
果
た
し
て
為
し

遂
げ
た
か
。
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
方
法
に
は
二
重
の
誤
謬
が
含
ま
れ
て
い
る
。
先
ず
技
術
は
そ
れ
自
身
に
と
っ
て
目
的

で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
し
体
操
が
絶
対
的
な
目
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
身
体
を
強
壮
に
す
る
と
同
様

身
体
の
形
を
毀
損
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
知
的
体
操
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
を
そ
れ
自
身

に
委
せ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
人
間
を
最
も
正
し
い
最
も
善
い
も
の
に
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
と
同
様
最
も
正
し
く

な
い
最
も
悪
い
も
の
に
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
（M

em
., IV, 3, 1

）。
技
術
は
そ
れ
自
身
に
と
っ
て
目
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的
で
あ
り
得
な
い
の
み
で
な
く
、
次
に
ま
た
技
術
は
単
な
る
練
習
や
単
な
る
実
行
か
ら
は
生
れ
得
な
い
。
技
術
の

た
め
の
技
術
が
危
険
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
技
術
に
よ
っ
て
の
技
術
は
不
可
能
で
あ
る
。
ひ
と
に
靴
屋
の
職
業
を
教

え
る
に
は
、
出
来
上
っ
た
靴
を
彼
の
手
に
渡
す
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
か
。
作
品
を
伝
え
る
こ
と
と
技
術
そ
の
も

の
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
と
は
別
で
あ
る
。
外
部
的
に
仕
込
ま
れ
た
弟
子
は
師
匠
の
為
す
と
こ
ろ
を
多
か
れ
少
な
か

れ
忠
実
に
再
現
し
得
る
に
し
て
も
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
足
り
る
真
の
技
術
、
独
立
の
技
術
を
獲
得
す
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
。
技
術
に
よ
っ
て
の
技
術
は
ル
ー
テ
ィ
ー
ヌ
に
過
ぎ
ず
、
無
知
を
意
味
す
る
。
真
の
技
術
は
真
の

知
識
を
前
提
し
て
い
る
。
し
か
る
に
ソ
フ
ィ
ス
ト
は
真
の
知
識
が
何
で
あ
る
か
を
知
ら
ず
、
ま
た
そ
れ
を
究
め
よ

う
と
も
し
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
従
来
の
自
然
研
究
者
が
む
し
ろ
ま
さ
っ
て
い
る
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
彼
等
の
学
問
は
人
間
的
実
践
的
生
活
か
ら
遊
離
し
て
無
用
の
思
弁
に
陥
っ
て
い
る
。
他
方
ソ
フ
ィ
ス
テ
ィ

ッ
ク
は
ま
た
学
問
か
ら
遊
離
さ
れ
た
技
術
と
し
て
危
険
な
ル
ー
テ
ィ
ー
ヌ
に
陥
っ
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
本

来
、
自
然
哲
学
者
と
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
の
陣
営
の
い
ず
れ
に
も
属
す
る
こ
と
な
く
、
し
か
も
こ
の
二
つ
の
方
向
の
精

神
を
自
分
の
う
ち
に
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
い
わ
ば
綜
合
の
方
向
を
取
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ギ
リ
シ
ア
の

古
典
的
哲
学
の
先
駆
者
と
な
っ
た
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
如
く
ひ
た
す
ら
人
間
的
事
物
を

問
題
に
す
る
、
し
か
し
彼
は
こ
の
対
象
に
自
然
哲
学
者
の
如
く
学
問
の
形
式
を
与
え
る
こ
と
に
努
め
、
か
く
し
て
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技
術
の
如
く
有
用
で
あ
り
、
科
学
の
如
く
普
遍
的
で
伝
え
得
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
を
形
成
し
彼
等
の
道
徳
に
作

用
す
る
こ
と
が
で
き
、
一
言
で
い
え
ば
、
人
間
性
の
力
と
同
時
に
要
求
に
適
応
し
た
智
慧
を
発
見
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
彼
の
学
問
的
事
業
は
真
の
教
育
家
と
し
て
の
彼
の
活
動
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
ぬ
も

の
で
あ
っ
た
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
使
命
は
人
々
に
道
徳
的
自
覚
を
促
す
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
汝
自
身
を
知
れ
」

（gne:qi sautovn

）
と
い
う
言
葉
に
集
約
さ
れ
る
。
こ
の
言
葉
は
デ
ル
フ
ォ
イ
の
神
殿
の
壁
に
記
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
の
元
の
意
味
は
、
人
間
は
自
己
を
神
と
の
区
別
に
お
い
て
人
間
と
し
て
知
り
、
そ
の
は
か
な
さ
、
弱

さ
、
無
知
を
認
識
し
、
か
く
し
て
神
に
従
え
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ア
ポ
ロ
ン
の
格
言
は
自
己

を
神
化
せ
ず
に
は
や
ま
ぬ
傲
慢
、
あ
の
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
（u{briV

）
に
対
し
て
人
間
を
戒
め
、
身
の
ほ
ど
を
知
る
こ

と
、
あ
の
ソ
ー
プ
ロ
シ
ュ
ネ
ー
（sw φrosuvnh
）、
自
制
と
謙
虚
の
徳
を
命
ず
る
と
い
う
道
徳
的
教
育
の
意
味
を

有
し
た
の
で
あ
る
。
道
徳
の
規
準
は
人
間
に
あ
る
の
で
な
く
神
に
あ
る
。
こ
の
デ
ル
フ
ォ
イ
の
宗
教
の
偉
大
な
伝

道
者
で
あ
っ
た
ピ
ン
ダ
ロ
ス
は
、「
神
に
な
ろ
う
と
す
る
」
人
間
の
希
望
に
対
し
て
絶
え
ず
警
告
し
、
シ
ラ
ク
サ

の
強
力
な
支
配
者
に
向
っ
て
「
我
々
は
神
々
か
ら
、
我
々
の
地
上
的
本
質
を
意
識
し
て
、
た
だ
我
々
の
堪
え
得
る

こ
と
の
み
を
乞
い
求
む
べ
き
で
あ
る
」、
と
云
っ
て
い
る
。
ア
ッ
チ
カ
の
悲
劇
も
屡
々
同
様
の
警
告
を
繰
り
返
し
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た
。
し
か
し
既
に
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
は
、「
す
べ
て
の
人
間
は
自
己
を
認
識
し
謙
虚
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
」
と

書
く
と
共
に
、
ま
た
、
私
は
私
を
求
め
た
、
即
ち
私
の
う
ち
に
永
遠
な
る
ロ
ゴ
ス
、
世
界
法
則
を
発
見
し
た
、
こ

の
も
の
は
人
間
及
び
万
物
を
支
配
す
る
に
も
拘
ら
ず
、
人
間
は
そ
れ
を
把
握
し
な
い
と
云
っ
て
い
る
。
自
己
の
思

惟
か
ら
汲
み
取
ら
れ
た
真
理
の
歓
喜
に
お
い
て
、
彼
は
彼
の
啓
示
を
他
の
人
々
の
信
仰
に
た
た
き
つ
け
た
の
で
あ

る
。
彼
は
イ
オ
ニ
ア
人
で
あ
り
、そ
し
て
イ
オ
ニ
ア
の
主
観
性
は
デ
ル
フ
ォ
イ
の
宗
教
と
ま
さ
に
対
立
し
て
い
た
。

悲
劇
詩
人
の
警
告
に
も
拘
ら
ず
イ
オ
ニ
ア
か
ら
来
た
啓
蒙
思
潮
は
や
が
て
次
第
に
多
く
ア
テ
ナ
イ
に
浸
潤
し
、
精

神
の
解
放
は
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
主
観
主
義
的
乃
至
個
人
主
義
的
無
統
制
と
一
緒
に
購
わ
れ
る
に
至
っ
た
。
人
間
は
万

事
の
尺
度
で
あ
る
と
い
う
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
命
題
か
ら
、
権
威
も
道
徳
法
も
伝
統
も
何
等
拘
束
力
を
有
し
な
い
と
い

う
実
践
的
帰
結
が
引
き
出
さ
れ
る
場
合
、
道
徳
に
と
っ
て
は
致
命
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

ま
た
デ
ル
フ
ォ
イ
の
格
言
は
彼
等
の
立
場
か
ら
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
そ
れ
は
権
威
や
伝
続
か
ら
解

放
さ
れ
た
主
観
性
の
勝
利
の
意
味
に
転
釈
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
デ
ル
フ
ォ
イ
の
神
託
に
よ
っ
て
自
己
の
活
動

に
確
信
を
与
え
ら
れ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
脳
裡
に
は
ま
た
絶
え
ず
同
じ
格
言
が
あ
っ
た
。「
汝
自
身
を
知
れ
」
と
い

う
言
葉
は
彼
に
お
い
て
何
を
意
味
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
は
こ
の
格
言
を
た
だ
思
い
上
っ
た
青
年
に
自
己
の
無
知
を
多
く
の
点
に
お
い
て
告
白
す
る
よ
う
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に
強
要
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
認
識
の
必
要
を
意
識
さ
せ
る
と
い
う
意
味
に
解
し
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お

い
て
は
、
そ
の
意
味
が
な
か
っ
た
の
で
な
い
に
し
て
も
、
単
に
そ
れ
に
止
ま
ら
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
の
『
フ
ァ
イ
ド

ン
』
に
お
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
ひ
と
が
な
お
自
己
自
身
を
知
ら
な
い
場
合
に
他
の
事
物
を
研
究
す
る
の
は
笑
う

べ
き
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
（Phaedo, 229e

）。
そ
し
て
彼
は
自
己
の
う
ち
に
何
か
神
的
な
も
の
が
あ
る
か
、

そ
れ
と
も
自
己
は
お
伽
噺
の
動
物
の
よ
う
に
複
雑
な
も
の
で
あ
る
か
、
と
反
省
し
て
い
る
。
彼
は
云
う
、「
私
は
、

私
が
テ
ュ
フ
ォ
ン
よ
り
も
複
雑
で
悪
い
動
物
で
あ
る
の
か
、そ
れ
と
も
私
の
本
性
は
単
純
で
神
性
に
与
る
の
か
を
、

探
ね
る
」（Ibid., 203a

）。
か
よ
う
に
し
て
「
汝
自
身
を
知
れ
」
と
い
う
言
葉
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
、
ま
さ

に
自
己
自
身
の
反
省
、
内
省
を
要
求
す
る
言
葉
で
あ
り
、
一
の
内
面
性
を
語
る
言
葉
で
あ
っ
た
。
こ
の
内
省
、
こ

の
内
面
性
は
ソ
フ
ィ
ス
ト
に
は
全
く
欠
け
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
既
に
云
っ
た
如
く
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
は
矛
盾
す

る
二
重
の
性
格
が
あ
っ
た
。
彼
は
道
徳
的
人
間
の
無
限
の
複
雑
さ
と
量
り
難
い
深
さ
と
の
感
情
を
有
し
た
恐
ら

く
最
初
の
人
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
彼
の
生
活
は
殆
ど
全
く
公
衆
の
中
で
行
わ
れ
、
彼
の
関
心
は
人
間
の
日
常
的

実
践
的
生
活
に
結
び
付
い
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
彼
は
突
然
周
囲
の
世
界
を
全
く
忘
れ
て
深
い
瞑
想
に
沈
む
こ
と

が
で
き
た
。
し
か
し
そ
れ
は
単
な
る
夢
想
で
は
な
く
、
そ
の
恍
惚
状
態
の
中
で
彼
を
支
え
て
い
た
の
は
思
惟
で
あ

る
。
自
己
の
内
面
に
お
け
る
思
想
を
も
っ
て
の
こ
の
戦
の
う
ち
に
新
し
い
哲
学
の
原
理
が
胚
胎
さ
れ
て
い
た
。「
汝
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テ
ス

自
身
を
知
れ
」
と
い
う
こ
と
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
、
単
に
自
己
を
吟
味
し
て
各
々
の
場
合
に
何
を
知
っ
て
お

り
ま
た
何
を
知
っ
て
い
な
い
か
を
意
識
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
自
己
の
魂
を
深
く
探
っ
て
、

そ
の
う
ち
に
特
殊
的
な
も
の
や
一
時
的
な
も
の
を
超
え
て
同
一
に
し
て
永
遠
な
る
根
柢
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
つ
ね
に
我
々
の
う
ち
に
あ
っ
て
外
物
よ
り
以
上
に
我
々
の
智
慧
と
幸
福
と
の
条
件
を
含
む
と
こ
ろ
の

我
々
の
内
的
本
質
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
格
率
は
、
一
言
で
い
え
ば
、
我
々
の
う
ち
に
お

け
る
普
遍
的
な
も
の
即
ち
ロ
ゴ
ス
（
理
性
）
の
自
覚
に
対
す
る
勧
告
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
も
の
の

認
識
が
ま
た
我
々
の
本
性
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
認
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ソ
フ
ィ
ス
ト
は
人
間
を
あ
ら
ゆ
る
権
威
か
ら
解
放
し
て
人
間
が
万
事
の
尺
度
で
あ
る
と
教
え
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
人
間
は
自
己
意
識
に
達
し
、
そ
し
て
自
由
を
得
た
か
の
よ
う
に
見
え
た
。
し
か
し
そ
の
自
己
は
単
に
個
人
的
な

も
の
、
特
殊
的
な
も
の
、
肆
意
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
自
由
も
真
の
自
由
で
あ
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
も
我
々
の
本
性
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
は
我
々
自
身
に
つ
い
て
の
知

識
で
あ
り
、
こ
の
自
己
意
識
に
よ
っ
て
人
間
は
自
由
に
な
る
の
で
あ
り
、
独
立
に
な
る
の
で
あ
り
、
自
律
的
に
な

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
い
て
自
己
意
識
は
内
面
的
な
自
己
省
察
の
意
味
に
お
い
て
自
己
を
知
る

こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
自
己
の
本
質
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
も
の
は
普
遍
的
理
性
的
な
も
の
で
あ
っ
て
単
に
個
人
的
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心
理
的
な
も
の
で
な
く
、
特
殊
的
肆
意
的
な
も
の
は
却
っ
て
斥
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
ソ
ク
ラ

テ
ス
の
自
己
意
識
は
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
自
己
意
識
の
否
定
を
経
て
達
せ
ら
れ
る
。
人
間
を
真
の
自
己
意
識
に
目
覚
め

さ
せ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
道
徳
を
確
立
し
よ
う
と
い
う
の
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
教
育
事
業
の
目
的
で
あ
っ
た
。

七　

対
話

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
生
涯
を
理
解
す
る
た
め
に
は
ギ
リ
シ
ア
の
都
市
国
家
の
雰
囲
気
を
思
い
浮
べ
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
の
都
市
国
家
は
今
日
の
国
家
は
も
と
よ
り
大
都
市
と
も
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
小
さ
い
も
の
で
あ

っ
た
。
ア
テ
ナ
イ
の
市
民
は
誰
で
も
が
殆
ど
誰
で
も
を
知
っ
て
い
た
、
す
べ
て
の
人
は
そ
こ
に
何
が
行
わ
れ
つ
つ

あ
る
か
を
知
っ
て
い
た
、
政
治
的
、
社
会
的
、
ま
た
文
学
的
ニ
ュ
ー
ス
は
大
き
な
国
に
お
け
る
よ
り
も
遥
か
に
速

く
伝
わ
っ
た
の
み
で
な
く
、
そ
れ
に
関
係
し
た
人
物
を
誰
も
が
知
っ
て
い
た
の
で
そ
れ
は
ま
た
遥
か
に
強
く
関
心

を
惹
く
こ
と
が
で
き
た
。
生
活
は
直
接
性
と
人
間
的
興
味
を
有
し
、
我
々
の
大
き
な
社
会
で
は
知
ら
れ
な
い
よ
う

な
活
気
と
強
度
と
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
。
そ
の
上
ギ
リ
シ
ア
人
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
云
っ
た
よ
う
に
、
言
葉
を
愛
し
、
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多
く
語
る
こ
と
を
好
ん
だ
（φilologo;V kai; poluvlogoV

）。
彼
等
の
生
活
は
今
日
普
通
で
あ
る
よ
り
も
遥
か
に

多
く
戸
外
に
お
い
て
行
わ
れ
、
談
話
は
彼
等
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
と
共
に
享
楽
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
ア
テ
ナ
イ
に
お
い
て
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
生
活
は
特
に
公
共
的
で
あ
っ
た
。
彼
は
今
日
の
知
識
人
の
観
念
か

ら
は
遥
か
に
遠
い
も
の
で
あ
る
。
彼
の
同
時
代
の
或
る
者
は
書
庫
を
有
し
―
―
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
そ
れ
は
有
名
で

あ
っ
た
―
―
、
ま
た
彼
の
偉
大
な
後
継
者
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
な
ど
は
学
校
を
有
し
た
。
し
か
る
に
ソ

ク
ラ
テ
ス
は
書
庫
も
学
校
も
有
し
な
か
っ
た
。
彼
は
或
は
市
場
に
或
は
体
操
場
に
或
は
友
人
の
家
に
現
れ
、
同
時

代
の
哲
学
者
と
い
わ
ず
、
政
治
家
と
い
わ
ず
、
商
人
と
い
わ
ず
、
手
工
業
者
と
い
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
人
を

捉
え
て
談
話
を
交
わ
し
た
。
彼
の
偉
大
な
同
時
代
人
デ
モ
ク
リ
ト
ス
が
、
自
然
の
認
識
に
対
す
る
欲
望
を
充
す
た

め
に
、
広
い
旅
に
世
界
を
彷
徨
し
た
の
に
反
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
「
田
園
や
樹
々
は
何
物
も
教
え
ず
、
た
だ
町

の
人
間
の
み
が
教
え
る
」（Phaedrus, 230 d

）
と
云
っ
て
、
彼
の
狭
い
故
郷
の
町
の
境
界
を
、
彼
の
長
い
生
涯
に
お

い
て
た
だ
四
度
し
か
―
―
し
か
も
そ
の
う
ち
三
度
は
祖
国
の
た
め
の
出
征
で
あ
っ
た
―
―
離
れ
る
こ
と
な
く
、
ア

ッ
チ
カ
に
お
い
て
さ
え
ア
テ
ナ
イ
の
門
の
外
で
は
彼
は
異
郷
者
の
如
く
で
あ
っ
た
。
序
で
な
が
ら
、
こ
の
点
に
お

い
て
も
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
町
か
ら
町
へ
流
浪
し
た
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
の
間
に
は
そ
の
精
神
的
態
度
に
お
い
て
根
本
的

な
差
異
が
あ
る
。
ソ
フ
ィ
ス
ト
が
イ
オ
ニ
ア
的
精
神
の
現
れ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
う
ち
に
は
「
ア
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ッ
チ
カ
の
農
民
的
精
神
」（
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ン
ト
【M

ax W
undt

】）
の
要
素
が
深
く
根
を
お
ろ
し
て
い
た
。
彼
は
ア
テ

ナ
イ
の
町
を
我
が
家
と
し
、
対
話
を
唯
一
の
手
段
と
し
て
彼
の
教
育
活
動
に
従
事
し
た
。
他
の
人
々
と
の
交
通
に

お
い
て
初
め
て
彼
の
精
神
は
生
命
を
感
じ
、
会
話
の
な
い
生
活
は
彼
に
と
っ
て
は
生
活
で
な
か
っ
た
。
内
か
ら
の

衝
動
に
駆
ら
れ
て
の
よ
う
に
彼
は
談
論
し
、
こ
の
強
制
を
他
の
人
々
に
も
感
じ
さ
せ
、
彼
等
に
対
話
を
強
要
し
、

或
る
終
結
に
達
す
る
ま
で
は
彼
等
を
離
さ
な
か
っ
た
。
対
話
の
機
会
が
与
え
ら
れ
た
場
合
、
彼
は
直
ち
に
こ
れ
を

捉
え
、
他
の
こ
と
は
す
べ
て
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
彼
は
対
話
の
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ケ
ル
【fanatiker

狂
信
者
】
で
あ
る
。
彼

の
全
本
質
は
対
話
に
よ
っ
て
充
さ
れ
、
ま
さ
に
そ
れ
故
に
対
話
は
彼
に
と
っ
て
そ
の
最
高
の
、
そ
し
て
今
日
普
通

に
用
い
ら
れ
な
い
意
味
に
お
い
て“genial”

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
初
め
て
人
間
に
対
話
の
意
味
を
教
え
た
の

で
あ
る
、
彼
の
も
と
に
あ
っ
て
は
対
話
は
も
は
や
ソ
フ
ィ
ス
ト
に
お
い
て
の
如
く
レ
ト
リ
ッ
ク
の
修
飾
で
は
な
く
、

学
問
と
教
育
と
の
真
の
道
具
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
テ
ナ
イ
に
お
い
て
こ
の
「
対
話
の
救
世
主
」（der H

eiland 

des D
ialogs, 

ヒ
ル
ツ
ェ
ル
【Rudolf H

irzel

】）
が
生
れ
た
の
は
偶
然
で
な
く
、
そ
の
兆
し
は
す
で
に
明
ら
か
に
ソ
フ
ォ

ク
レ
ス
や
ツ
キ
デ
ィ
デ
ス
に
お
い
て
、
一
層
漠
然
と
し
て
ま
た
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
に
お
い
て
現
れ
て
い
た i

。

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
対
話
は
単
な
る
享
楽
で
な
く
、
そ
れ
が
教
育
の
方
法
で
あ
り
、
知
識
へ
の
道
で
あ
る
。

i
　
とH

irzel

の"D
er D

ialog"

に
書
か
れ
て
い
る
がK

ritias

が
誰
を
指
す
か
？
　
当
時
、
同
名
の
も
の
が
複
数
居
た
。
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そ
れ
は
書
物
や
講
義
が
学
問
や
教
育
の
手
段
と
な
っ
て
い
る
今
日
の
人
々
に
は
忘
れ
ら
れ
た
も
の
、
知
ら
れ
な
い

も
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
彼
自
身
何
等
の
書
物
も
著
さ
な
か
っ
た
し
、
ま
た
彼
は
書
物
は
問
う
こ
と
も
答
え

る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
理
由
で
こ
れ
を
軽
蔑
し
、
書
物
の
読
者
に
つ
い
て
、
彼
等
は
多
く
の
こ
と
を
聞
く
が

何
事
も
学
ば
ず
、
知
識
に
充
ち
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
大
部
分
は
知
識
を
有
せ
ず
、
単
に
知
識
を
衒て
ら

い
得
る
に

過
ぎ
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
彼
は
ま
た
同
じ
理
由
か
ら
講
義
を
嫌
っ
た
。
彼
は
教
師
と
見
ら
れ
る
こ
と
を
欲

し
な
か
っ
た
、な
ぜ
な
ら
教
師
は
弟
子
に
伝
え
得
る
一
定
の
知
識
内
容
を
既
に
所
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

し
か
る
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
自
分
は
何
も
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
が
自
分
の
唯
一
の
知
識
で
あ

る
、
と
云
う
。
こ
の
言
葉
に
は
も
と
よ
り
ア
イ
ロ
ニ
イ
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
彼
が
一
定
の
哲
学

説
を
、ま
た
個
々
の
教
義
的
定
理
を
講
義
し
な
か
っ
た
限
り
に
お
い
て
、真
実
を
語
っ
て
い
る
。ソ
ク
ラ
テ
ス
は「
教

師
」
で
な
く
「
知
識
の
探
究
者
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
教
師
以
上
の
教
師
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
言
葉
の
真
の

意
味
に
お
け
る
「
哲
学
者
」
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
教
師
と
見
ら
れ
る
こ
と
を
欲
し
な
か
っ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ま

た
「
弟
子
」
を
有
す
る
と
称
す
る
こ
と
を
欲
し
な
か
っ
た
。
プ
ラ
ト
ン
や
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弟

子
（maqhtaiv

）
と
云
わ
な
い
で
仲
間
（sunovnteV, sundiatrivbonteV aujtw

:/, gnw
vrimoi, ejpithvdeioi

）
と
云
っ

て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
知
識
に
近
づ
く
に
は
共
同
研
究
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
。
彼
の
求
め
た
の
は
共
同
研
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究
（koinh:/ bouleuvesqai, koinh:/ skevptesqai, koinh:/ zhtei:n, snzhtei:n

）
で
あ
り
、
対
話
は
そ
の
真
実
の
方

法
で
あ
っ
た
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
の
目
的
は
ア
テ
ナ
イ
人
の
道
徳
的
覚
醒
を
促
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
プ
ラ
ト
ン
の
『
ア
ポ

ロ
ギ
ア
』
に
依
れ
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
逢
う
人
ご
と
に
問
う
て
云
う
、「
好
き
友
よ
、
ア
テ
ナ
イ
人
で
あ
り
な
が

ら
、
最
も
偉
大
に
し
て
且
つ
そ
の
智
慧
と
力
と
の
故
に
そ
の
名
最
も
高
き
ポ
リ
ス
（
国
家
）
の
民
で
あ
り
な
が

ら
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
蓄
財
や
ま
た
名
聞
や
栄
誉
の
こ
と
を
の
み
念
じ
て
、
智
慧
や
真
理
や
ま
た
そ
の
魂
を
で

き
る
だ
け
浄
ら
か
な
ら
し
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
心
を
用
い
も
せ
ず
考
え
も
せ
ぬ
こ
と
を
、
君
は
恥
辱
と
は
思

わ
な
い
の
か
」、
と
。
そ
し
て
も
し
彼
等
の
う
ち
誰
か
が
抗
議
し
て
、
自
分
は
そ
の
こ
と
に
心
を
用
い
て
い
る
と

主
張
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
そ
の
人
を
放
さ
ず
、
そ
の
人
に
質
問
し
、
そ
の
人
を
精
査
し
ま
た
論
破
し
て
、
も
し
そ

の
人
が
徳
を
有
し
な
い
の
に
有
す
る
と
主
張
し
て
い
る
と
認
め
た
な
ら
ば
、
彼
は
そ
の
人
が
最
も
貴
い
も
の
を
価

値
な
き
も
の
と
做
し
、
価
値
少
き
も
の
を
過
重
し
て
い
る
と
云
っ
て
非
難
す
る
。
か
よ
う
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
「
人

間
の
吟
味
」
を
も
っ
て
彼
が
神
か
ら
授
け
ら
れ
た
任
務
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
彼
は
自
分
を
神
に
よ
っ
て

ア
テ
ナ
イ
の
ポ
リ
ス
に
附
け
ら
れ
た
虻
に
譬
え
た
。
こ
の
ポ
リ
ス
は
巨
大
で
気
品
の
あ
る
軍
馬
で
は
あ
る
が
、
巨

大
な
る
が
故
に
運
動
に
鈍
く
、
こ
れ
を
覚
醒
す
る
に
は
虻
を
必
要
と
す
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
恰
も
虻
の
よ
う
に
ア
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テ
ナ
イ
の
市
民
を
刺
し
廻
り
、
そ
の
一
人
一
人
を
警
醒
し
、
説
服
し
、
非
難
す
る
こ
と
を
や
め
な
い
の
で
あ
る
。

人
間
は
絶
え
ず
吟
味
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、「
吟
味
さ
れ
な
い
生
活
は
人
間
に
と
っ
て
生
き
る
に
値
し
な
い
」（oJ de; 

ajnexevtastoV bivoV ouj biw
to;V ajnqrw

vpw
/. A

pologia, 38a

）。
こ
の
人
間
吟
味
の
方
法
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
け

る
対
話
で
あ
る
。
彼
は
相
手
か
ら
意
見
を
引
出
し
、
そ
れ
に
説
明
を
与
え
さ
せ
つ
つ
そ
れ
を
吟
味
し
、
そ
れ
を
論

破
し
つ
つ
遂
に
そ
の
無
知
を
告
白
さ
せ
る
。
彼
の
対
話
は
つ
ね
に
吟
味
的
、
従
っ
て
ま
た
論
破
的
で
あ
る
。
彼
の

対
話
は
審
問
で
あ
り
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
ソ
フ
ィ
ス
テ
ス
』
の
中
で
或
る
エ
レ
ア
の
哲
学
者
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
言

葉
を
転
用
す
れ
ば
、
彼
は
い
わ
ば
「
論
破
の
神
」（qeo;V ejlegktikovV, Sophista, 216 b

）
で
あ
る
。
審
問
は
彼
の

情
熱
で
あ
り
、
ま
た
彼
は
そ
れ
を
彼
の
教
育
事
業
の
最
も
重
要
な
部
分
と
見
做
し
、
彼
の
固
有
の
天
職
と
考
え
た
。

そ
れ
だ
か
ら
彼
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
叙
述
に
依
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
対
し
て
問
い
、
彼
等
の
有
す
る
徳
の
観
念

に
つ
い
て
質
し
た
。
そ
れ
だ
か
ら
彼
は
裁
判
官
に
向
っ
て
、
彼
の
従
来
の
活
動
を
断
念
す
る
と
い
う
条
件
附
き
の

釈
放
に
は
応
じ
得
ず
、
却
っ
て
彼
の
息
の
続
く
限
り
人
々
と
生
活
の
仕
方
に
つ
い
て
談
論
し
、
自
分
で
正
し
い
と

考
え
て
い
る
者
を
吟
味
し
、
彼
等
の
浅
薄
皮
相
を
白
状
さ
せ
る
こ
と
を
や
め
な
い
と
言
明
し
た
。
そ
れ
だ
か
ら
ま

た
彼
は
、
毎
日
徳
に
つ
い
て
語
り
、
自
分
と
他
人
と
を
吟
味
す
る
こ
と
が
彼
に
と
っ
て
最
大
の
幸
福
で
あ
り
、
吟

味
さ
れ
な
い
生
活
は
生
き
る
に
値
し
な
い
と
確
言
し
た
。
そ
れ
だ
か
ら
ま
た
最
後
に
彼
は
、
死
刑
に
処
せ
ら
れ
た
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後
に
は
、
彼
岸
に
お
い
て
、
死
刑
に
処
せ
ら
れ
る
危
険
な
し
に
、
こ
の
活
動
を
継
続
し
、
ア
ガ
メ
ム
ノ
ン
、
オ
デ

ュ
ッ
セ
ウ
ス
、
シ
シ
ュ
フ
ォ
ス
の
よ
う
な
面
白
い
人
物
、
そ
の
ほ
か
無
数
の
男
女
を
試
験
す
る
こ
と
の
で
き
る
の

が
喜
び
で
あ
る
と
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
の
特
徴
は
そ
れ
が Elenktik

（
論

破
術
）
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
吟
味
的
な
、
審
問
的
な
、
論
破
的
な
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
は
ま
た
ア
イ
ロ
ニ
イ
を
性
格
的
な
特
徴
と
し
て

い
た
。
人
間
的
事
物
に
関
す
る
ど
の
よ
う
な
題
目
を
取
り
上
げ
る
に
し
て
も
、
彼
は
、
相
手
に
自
己
の
意
見
の
説

明
を
与
え
さ
せ
、
遂
に
相
手
を
し
て
自
己
の
無
知
を
告
白
さ
せ
る
よ
う
に
彼
の
談
話
を
仕
組
ん
で
い
っ
た
。
ア
イ

ロ
ニ
イ
は
か
よ
う
に
対
談
者
を
し
て
彼
の
無
知
を
確
言
さ
せ
る
よ
う
に
導
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は

相
手
を
し
て
彼
の
思
想
を
展
開
す
る
よ
う
に
強
要
し
、
帰
結
か
ら
帰
結
へ
と
誘
導
し
、
自
己
矛
盾
に
陥
ら
し
め
、

彼
の
無
知
を
告
白
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
存
す
る
。
こ
の
よ
う
に
話
を
進
め
な
が
ら
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
自
分
自
身
、
自

分
の
意
見
を
述
べ
な
い
。
彼
は
寧
ろ
自
分
は
自
分
が
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
言
う
。
そ
れ
が
ソ

ク
ラ
テ
ス
の
ア
イ
ロ
ニ
イ
で
あ
る
。
蓋
し eijrw

neiva 
は
も
と
擬
装
乃
至
韜と
う
か
い晦

を
意
味
し
、
自
分
を
知
ら
な
い
と

し
て
装
う
こ
と
、
一
般
に ajlazw

vn 

即
ち
大
言
す
る
こ
と
に
対
し
て
自
分
を
小
さ
く
見
せ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
い
て
か
よ
う
に
自
己
の
無
知
を
告
げ
る
こ
と
は
他
人
の
無
知
を
暴
露
す
る
た
め
に
用
い
ら
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ソ
ク
ラ
テ
ス

れ
た
の
で
あ
る
。
ア
イ
ロ
ニ
イ
は
他
人
の
意
見
を
分
析
し
て
そ
れ
が
矛
盾
を
含
み
、
深
く
吟
味
す
る
こ
と
な
し
に

受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
露
に
す
る
。
か
よ
う
な
ア
イ
ロ
ニ
イ
が
否
定
的
懐
疑
的
に
見
え
た
の

は
自
然
で
あ
ろ
う
。
メ
ノ
ン
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
た
だ
疑
問
を
投
げ
か
け
、
他
人
を
懐
疑
に
陥
れ
、
あ
ら
ゆ
る
人

の
舌
を
動
か
な
い
よ
う
に
す
る
と
云
い
（M

eno, 80a

）、
ま
た
ト
ラ
シ
マ
コ
ス
は
、
彼
は
す
で
に
前
か
ら
ソ
ク
ラ

テ
ス
が
答
え
る
こ
と
を
し
な
い
で
た
だ
彼
の
好
む
ア
イ
ロ
ニ
イ
の
遊
戯
を
な
し
、
他
の
者
の
言
葉
を
捉
え
て
論
破

す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
云
い
（R
espublica, III, 387

）、
ま
た
ヒ
ッ
ピ
ア
ス
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
質
問
と
論

駁
と
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
人
を
嘲
笑
し
、
彼
自
身
は
何
等
の
説
も
な
さ
ず
、
お
よ
そ
彼
の
意
見
を
述
べ
よ
う
と
は

欲
し
な
い
と
云
っ
て
い
る
（X
en. M

em
., IV, 4, 9

）。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
の
戦
に
お
い
て
彼
等
の
知

識
の
空
虚
な
こ
と
を
暴
露
す
る
た
め
に
好
ん
で
こ
の
ア
イ
ロ
ニ
イ
を
武
器
と
し
て
使
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ソ

ク
ラ
テ
ス
の
ア
イ
ロ
ニ
イ
に
は
つ
ね
に
朗
か
な
諧
謔
が
伴
っ
て
い
た
し
、
ま
た
そ
れ
は
自
分
自
身
を
も
容
赦
し
な

い
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
ア
イ
ロ
ニ
イ
は
単
な
る
懐
疑
や
嘲
笑
の
た
め
の
も
の
で
な
く
、
精
神
の
土
地
か
ら
雑
草

を
引
き
抜
き
、
そ
の
土
地
に
善
い
種
を
蒔
く
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
実
際
自
分
自
身
真
の
知
識
を
所
有
し

な
か
っ
た
に
し
て
も
、
ひ
と
を
そ
こ
へ
導
く
道
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
い
て
ア
イ
ロ
ニ
イ
は
、
彼
が
そ
の
母
の
産
婆
フ
ァ
イ
ナ
レ
ー
テ
か
ら
学
ん
だ
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と
い
う
産
婆
術
（M

aieutik

）
の
序
曲
で
あ
っ
た
。
こ
の
言
葉
は
、
巧
に
提
出
さ
れ
た
問
に
よ
っ
て
問
わ
れ
た
者

か
ら
知
識
を
誘
い
出
し
、
彼
を
し
て
い
わ
ば
彼
の
思
想
を
分
娩
さ
せ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
能
力
を
表
す
た
め
に
、
確

か
に
適
切
に
選
ば
れ
て
い
る
。
彼
の Elenktik 

は
決
し
て
単
に
破
壊
的
懐
疑
的
で
あ
る
の
で
な
く M

aieutik 

と

し
て
積
極
的
建
設
的
な
意
味
を
有
し
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
い
て
対
話
の
方
法
は
知
識
に
関
す
る
彼
の
見
解
と
密

接
に
結
び
付
い
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
は
知
識
は
そ
れ
を
所
有
す
る
者
か
ら
そ
れ
を
所
有
し
な
い
者
へ
手
渡
し
さ

れ
る
商
品
の
如
き
も
の
で
な
く
、
人
々
が
彼
等
の
う
ち
に
既
に
有
す
る
或
る
物
で
あ
る
。
し
か
し
た
だ
彼
等
の
少

数
の
者
が
助
け
ら
れ
な
い
で
そ
れ
を
産
み
得
る
の
み
で
あ
る
、
彼
等
は
一
般
に
彼
等
を
助
け
る
産
婆
を
必
要
と
し

て
お
り
、
そ
の
場
合
に
用
い
ら
れ
る
道
具
は
問
と
答
で
あ
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
の
仕
事
は
人
々
の
魂
が
産
み
の

苦
し
み
を
し
て
い
る
時
に
そ
れ
に
附
添
っ
て
、
そ
れ
が
幻
想
或
は
虚
偽
に
属
す
る
或
る
物
で
な
く
純
粋
で
真
実
な

或
る
物
を
産
む
よ
う
に
助
け
る
こ
と
に
あ
る
。
彼
は
彼
の
仲
間
に
、
彼
等
の
思
想
を
方
法
的
な
仕
方
で
展
開
し
、

彼
等
の
概
念
に
お
い
て
正
し
い
も
の
を
正
し
く
な
い
も
の
か
ら
、
本
質
的
な
も
の
を
本
質
的
な
ら
ぬ
も
の
か
ら
分

離
し
、
一
つ
の
観
念
を
他
の
観
念
に
よ
っ
て
訂
正
乃
至
補
足
し
、
か
く
し
て
彼
等
の
観
念
を
整
理
す
る
よ
う
に
強

要
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
が
所
有
す
る
も
の
の
う
ち
最
も
価
値
あ
る
も
の
、
即
ち
自
分
自
身
で
考
え
る
と
い

う
能
力
を
与
え
た
。
蓋
し
各
人
は
自
分
自
身
の
う
ち
に
既
に
真
理
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
分
自
身
で
考
え
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ソ
ク
ラ
テ
ス

る
と
い
う
こ
と
が
最
も
大
切
で
あ
る
。
そ
れ
が
ま
さ
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
方
法
の
核
心
で
あ
っ
て
、
こ
の
方
法
は
現

金
で
頒
ち
与
え
ら
れ
た
真
理
は
価
値
の
な
い
贈
物
で
あ
り
、
贈
ら
れ
た
人
に
役
に
立
た
ず
、
た
だ
自
己
の
思
惟
活

動
を
通
じ
て
作
り
出
さ
れ
た
知
識
の
み
が
生
産
的
で
あ
り
、一
般
に
知
識
の
庫
で
は
な
く
て
知
識
へ
導
く
方
法
が
、

知
識
の
所
有
で
は
な
く
て
そ
の
獲
得
の
努
力
が
精
神
の
形
成
に
と
っ
て
決
定
的
な
意
義
を
有
す
る
と
い
う
確
信
の

上
に
立
っ
て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
対
話
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
既
に
有
す
る
知
識
の
伝
達
の
方
法
で
な
く
、

却
っ
て
真
理
の
発
見
方
法
（H

euristik

）
の
意
味
を
有
し
て
い
る
。

右
の
如
き
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
け
る
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
（D

ialektik

）
の
特
色
で
あ
る
。
デ
ィ
ア
レ
ク
テ

ィ
ッ
ク
（hJ dialektikh; tevcnh

）
と
い
う
語
は
も
と
対
話
（dialevgesqai

）
の
術
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
ソ

ク
ラ
テ
ス
に
お
い
て
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
は
こ
の
根
源
的
な
形
に
お
い
て
生
き
て
い
た
。
し
か
し
同
時
に
デ
ィ

ア
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
は
彼
に
お
い
て
一
つ
の
哲
学
的
な
意
味
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。
即
ち
そ
れ
は
対
話
に
お
け
る

相
互
の
意
見
の
交
換
と
修
正
と
を
通
じ
て
個
々
の
表
象
か
ら
事
物
の
本
質
を
表
す
一
般
概
念
を
展
開
す
る
技
術
乃

至
方
法
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
次
節
を
看
よ
）。
と
こ
ろ
で
元
来
対
話
法
を
意
味
し
た
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
は

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弟
子
た
ち
の
影
響
に
よ
っ
て
二
つ
の
方
向
に
発
展
す
る
に
至
っ
た
。
プ
ラ
ト
ン
は
最
初
デ
ィ
ア
レ

ク
テ
ィ
ッ
ク
の
も
と
に
ま
た
善
く
整
え
ら
れ
た
問
と
適
切
な
答
と
を
通
じ
て
真
理
を
発
見
す
る
技
術
を
理
解
し
て
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い
る
。
し
か
し
次
第
に
対
談
と
い
う
外
的
な
形
式
は
失
せ
て
た
だ
思
惟
の
み
が
、
プ
ラ
ト
ン
の
見
解
に
依
れ
ば
魂

の
自
己
自
身
と
の
対
話
で
あ
る
と
こ
ろ
の
思
惟
の
み
が
残
っ
た
。
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ツ
ク
は
対
話
術
か
ら
思
惟
術

と
な
り
、
現
象
の
多
様
性
を
イ
デ
ア
の
統
一
に
総
括
し
、
そ
し
て
再
び
イ
デ
ア
を
そ
の
種
の
多
様
性
に
分
割
す
る

方
法
、
或
は
概
念
的
思
惟
に
よ
っ
て
現
実
の
総
体
の
体
系
的
に
秩
序
付
け
ら
れ
た
形
像
を
獲
得
す
る
方
法
を
意
味

す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
メ
ガ
ラ
学
派
に
お
い
て
は
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
は
討
論
に
お
け
る

練
達
を
意
味
し
、
か
く
し
て
や
が
て
二
重
の
意
味
を
有
す
る
言
葉
に
よ
る
虚
偽
の
推
理
に
よ
っ
て
相
手
を
混
乱
さ

せ
る
と
い
う
悪
い
副
意
味
を
得
る
に
至
っ
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
虚
偽
の
推
理
に
よ
っ
て
運
動
と
存
在
者
の
多

と
を
否
定
し
よ
う
と
し
た
エ
レ
ア
派
の
ゼ
ノ
ン
を
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
の
発
見
者
と
し
た
と
き
、
こ
の
種
の
哲

学
的
論
証
法
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
追
随
者
の
子
供
ら
し
い
空
虚
な
言
葉
争
い
に
お

い
て
そ
の
頂
点
に
達
し
た
。
か
よ
う
に
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
い
て
根
源
的
生
命
の
統
一
に
あ
っ
た
デ
ィ
ア
レ
ク

テ
ィ
ッ
ク
は
二
つ
の
方
向
に
お
い
て
意
味
転
化
を
生
じ
、
今
日
に
お
い
て
も
な
お
そ
れ
は
一
方
思
弁
的
思
惟
を
現

す
た
め
に
、
他
方
ソ
フ
ィ
ス
ト
的
論
争
術
を
現
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
対
話
が
真
理
発
見
の
方
法
と
し
て
役
立
っ
た
め
に
は
、
対
話
者
の
間
に
協
同
の
精
神
が
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
従
っ
て
両
者
の
間
に
愛
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
思
想
の
交
換
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
い
て
単
に
知
識
的
目



三
九
七

ソ
ク
ラ
テ
ス

的
の
み
で
な
く
、
ま
た
道
徳
的
目
的
を
有
し
て
い
る
。
真
な
る
も
の
と
善
き
も
の
と
に
対
す
る
共
同
の
探
究
は
、

探
究
者
の
心
を
互
い
に
精
神
的
に
道
徳
的
に
補
い
合
い
、
高
め
合
お
う
と
い
う
要
求
を
喚
び
起
す
。
こ
の
内
的
な

衝
動
が
哲
学
的
エ
ロ
ス
に
ほ
か
な
ら
な
い
。D

ialektik 

と Erotik 

と
の
間
に
は
元
来
深
い
関
係
が
存
し
て
い
る
。

エ
ロ
ス
の
思
想
は
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
に
お
い
て
初
め
て
完
全
な
発
展
を
見
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
根
源
は
ソ
ク
ラ

テ
ス
に
あ
る
。
そ
れ
は
精
神
化
さ
れ
た
少
年
愛
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
全
く
ギ
リ
シ
ア
的
な
仕
方
に
お
い
て
、

こ
の
衝
動
を
根
絶
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
を
浄
化
し
、
そ
れ
に
よ
り
高
い
目
的
を
与
え
る
こ
と
に
努
力
し

た
。
真
の
エ
ロ
ス
は
智
慧
と
徳
へ
の
道
に
お
い
て
互
い
に
励
ま
し
合
う
こ
と
で
あ
る
。
自
分
だ
け
の
力
に
委
せ
て

い
て
は
人
間
は
よ
り
高
い
も
の
に
昇
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
知
識
の
衝
動
と
同
じ
よ
う
に
徳
の
衝
動
も
相
互
の
刺

戟
と
啓
蒙
に
よ
っ
て
満
足
さ
せ
ら
れ
る
。
す
べ
て
の
効
果
的
な
精
進
の
基
礎
は
、
互
い
に
自
己
の
利
益
を
顧
み
な

い
で
他
の
者
の
最
善
を
求
め
る
と
こ
ろ
の
友
情
の
関
係
で
あ
る
。
エ
ロ
ス
と
は
真
の
友
情
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の

本
質
は
知
識
的
並
び
に
道
徳
的
完
成
に
対
す
る
共
同
の
精
進
に
存
し
て
い
る
。
こ
の
友
情
に
基
づ
く
共
同
の
真
理

探
求
と
い
う
理
想
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
周
囲
の
人
々
を
そ
の
生
活
諸
関
係
と
世
界
観
の
多
様
性
に
も
拘
ら
ず
結
合

さ
せ
た
力
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
彼
の
死
後
に
お
い
て
も
、哲
学
者
の
学
園
の
建
設
に
よ
っ
て
師
の
活
動
を
継
続
し
、

そ
の
思
想
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
た
多
く
の
弟
子
た
ち
の
努
力
の
う
ち
に
現
れ
て
い
る
。
同
じ
心
の
人
間
が
、
絶
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え
ざ
る
協
同
に
よ
っ
て
学
問
を
促
進
さ
せ
普
及
さ
せ
る
た
め
に
の
み
で
な
く
、
ま
た
家
族
の
如
き
完
全
な
共
同
生

活
に
よ
っ
て
精
神
的
文
化
を
培
う
た
め
に
、
結
合
し
た
こ
れ
ら
の
学
園
の
根
柢
を
な
し
た
の
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
的

エ
ロ
ス
で
あ
り
、
友
情
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
哲
学
者
の
学
園
は
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
担
い
手
と
な
り
、
ア
テ
ナ
イ
の

政
治
的
勢
力
が
影
の
薄
れ
た
時
代
に
お
い
て
も
、
ア
テ
ナ
イ
を
ギ
リ
シ
ア
の
、
否
、
全
文
化
的
世
界
の
教
養
の
場

所
た
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
影
響
は
、
そ
れ
ら
が
我
々
の
高
等
教
育
機
関
や
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
先
駆
と
な

り
模
範
と
な
っ
た
限
り
、
現
代
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
は
ま
た
文
学
の
発
展
に
対
し
て
も
深
い
影
響
を
与
え
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弟
子
た
ち
が
師

の
思
想
を
文
学
的
な
仕
方
で
弁
護
し
且
つ
普
及
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
き
、
彼
等
が
彼
等
の
叙
述
を
対
話
の
形
に
お

い
て
為
し
た
の
は
、
一
部
分
は
師
の
教
え
方
と
考
え
方
と
の
で
き
る
だ
け
忠
実
な
像
を
与
え
よ
う
と
し
た
敬
虔
に

基
づ
く
の
で
あ
り
、
一
部
分
は
対
話
が
学
問
的
説
明
の
最
も
生
命
的
な
且
つ
最
も
効
果
的
な
形
式
で
あ
る
と
の
見

解
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
彼
自
身
何
も
書
か
な
か
っ
た
に
も
拘
ら
ず
一
つ
の
新
し

い
重
要
な
文
学
形
式
、
学
問
的
対
話
の
創
始
者
と
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
特
に
プ
ラ
ト
ン
の
詩
的
天
才
に
俟

た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
は
も
と
よ
り
単
に
文
学
的
な
も
の
で
な
く
、
そ
の
う
ち
に
は
重
要
な
論
理
的
意
味
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ソ
ク
ラ
テ
ス

が
含
ま
れ
て
い
た
。
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
に
失
望
し
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、『
フ
ァ
イ
ド
ン
』
に
依
れ
ば
、
彼
の
独
自

の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
「
事
実
に
お
い
て
」（ejn toi:V e[rgoiV

）
の
研
究
に
対
す
る
「
ロ
ゴ
ス

に
お
い
て
」（ejn toi:V lovgoiV

）
の
研
究
で
あ
っ
た
（Phaedo, 100 a

）。
そ
れ
は
、
先
ず
彼
が
自
然
的
事
実
の
研

究
か
ら
人
間
的
事
物
の
研
究
に
移
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
共
に
、
ま
た
方
法
論
的
に
も
彼
が
自
然
哲
学
者
と
異

な
っ
て
ロ
ゴ
ス
に
依
っ
て
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ロ
ゴ
ス
は
先
ず
言
葉
を
、
し
か
し
同
時
に
理
性
を
、
そ
し
て

論
理
を
意
味
し
、
か
く
し
て
彼
の
対
話
は
つ
ね
に
理
性
を
基
礎
と
し
、
論
理
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
論
理
は
帰
納
法
と
定
義
の
方
法
で
あ
り
、
ま
た
ヒ
ュ
ポ
テ
シ
ス
（
仮
定
）
の
方
法
で
あ
っ
た
。

八　

定
義
と
帰
納

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
方
法
は
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
は
そ
の
元

の
意
味
に
お
い
て
対
話
（dialevgesqai

）
の
術
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
こ
の
対
話
は
知
識
の
探
求
を
目
的
と
す

る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
う
ち
に
は
お
の
ず
か
ら
論
理
が
含
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
た
だ
気
紛



四
〇
〇

れ
に
、
偶
然
に
談
論
し
た
の
で
は
な
い
、
彼
は
つ
ね
に
一
定
の
方
法
に
従
っ
て
対
話
を
導
く
こ
と
に
努
め
た
の
で

あ
る
。
か
く
し
て
対
話
と
い
う
外
的
形
式
の
も
と
に
は
論
理
的
根
柢
が
横
た
わ
っ
て
い
た
。
否
、
対
話
と
論
理
と

は
彼
に
お
い
て
外
的
形
式
と
内
容
実
質
と
い
う
よ
う
に
区
別
さ
れ
得
る
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
彼
の
論
理
が
対
話

と
い
う
一
定
の
形
式
を
要
求
し
た
の
で
あ
り
、
対
話
と
論
理
と
は
彼
に
お
い
て
一
つ
に
結
び
付
い
て
い
た
。
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
の
『
形
而
上
学
』
の
中
で
、「
二
つ
の
こ
と
が
ら
即
ち
帰
納
法
と
普
遍
的
定
義
と
が
正
当
に
ソ

ク
ラ
テ
ス
に
帰
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」（M

etaphysica, 1078 b 27

）
と
云
っ
て
い
る
。
も
と
よ
り
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
は
こ
の
言
葉
を
も
っ
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
特
色
を
完
全
に
記
そ
う
と
し
た
の
で
な
く
、
却
っ
て
歴
史
に
対
す
る

彼
の
一
般
的
な
見
方
に
従
っ
て
、
彼
自
身
の
哲
学
の
要
素
の
う
ち
何
が
彼
に
先
行
し
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
う
ち
に
見

出
さ
れ
る
か
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
言
葉
か
ら
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
意
識
的
に
論
理
学
の
建
設
を
目
的
と

し
た
か
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
他
の
箇
所
で
云
っ
て
い
る
よ
う
に
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
専
ら
人
間
的
事
物
に
関
心
し
、倫
理
的
問
題
を
の
み
取
扱
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
こ
と
も
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
先
ず
第
一
に
真
の
学
問
と
は
何
で
あ
る
か
を
一
般
的
な
仕
方
で
探
求
し
、
そ
の
方
法
を
論
理
的
に

設
定
し
、
し
か
る
後
次
に
こ
の
学
問
的
理
念
と
論
理
的
方
法
と
を
特
に
倫
理
的
問
題
に
適
用
し
た
と
い
う
よ
う
に

考
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
論
理
は
そ
れ
自
身
と
し
て
区
別
さ
れ
た
学
問
で
は
な
か
っ
た
。
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ソ
ク
ラ
テ
ス

そ
れ
は
彼
の
倫
理
に
先
行
す
る
も
の
で
な
く
、
ま
た
彼
の
倫
理
か
ら
独
立
の
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
デ
ィ
ア
レ
ク

テ
ィ
ッ
ク
と
倫
理
と
は
彼
に
お
い
て
は
一
つ
に
結
び
付
い
て
い
る
。
彼
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
の
性
質
は
彼
の

倫
理
を
目
差
し
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
彼
の
倫
理
は
彼
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
の
運
転
で
あ
り
、
そ
の
根
柢
に

あ
っ
て
統
一
す
る
も
の
は
彼
の
教
育
的
精
神
で
あ
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
知
識
の
基
準
は
先
ず
自
己
と
他
人
と
の
一
致
に
存
し
て
い
る
。
彼
が
対
話
の
方
法
を
選

ん
だ
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
る
に
彼
に
と
っ
て
対
話
は
産
婆
術
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
自
己
自
身

の
う
ち
に
知
識
を
孕
ん
で
い
る
者
を
助
け
て
出
産
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
従
っ
て
知
識
の
条
件
は
単
に
他
人
と
の
一

致
に
あ
る
の
で
な
く
、
ま
た
自
己
と
の
一
致
に
存
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
人
間
の
自
己
と
の
、

そ
し
て
他
人
と
の
、
二
重
の
一
致
の
う
ち
に
、
言
い
換
え
る
と
、
人
間
精
神
の
そ
れ
自
身
と
の
一
致
の
う
ち
に
、

知
識
の
必
要
で
十
分
な
条
件
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
人
間
の
う
ち
に
永
遠
な
理
性
が
存
在
す
る
こ
と

を
予
想
す
る
。
し
か
し
人
間
精
神
の
種
々
の
領
域
を
分
析
し
、
理
性
の
本
質
に
つ
い
て
論
ず
る
と
い
う
こ
と
は
ソ

ク
ラ
テ
ス
の
仕
事
で
な
く
、
後
の
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
単
な
る
意

見
（
ド
ク
サ
）
と
真
の
知
識
（
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
）
と
を
区
別
し
た
が
、
そ
れ
以
上
に
は
出
な
か
っ
た
。
そ
し
て

ま
た
倫
理
上
の
真
理
に
関
す
る
限
り
、
真
理
の
基
準
が
人
間
精
神
の
そ
れ
自
身
と
の
一
致
に
存
す
る
と
い
う
こ
と
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は
極
め
て
よ
く
理
解
さ
れ
得
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
何
が
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
で
あ
る
か
に
つ
い
て

人
間
精
神
が
自
分
に
一
般
的
な
観
念
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
知
的
根
柢
が
す
べ
て
の
個
人
に
お
い
て
同
一

で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
全
く
自
然
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
。
い
わ
ゆ
る consensus gentium

（
万

人
の
一
致
）、
従
っ
て
ま
た
文
字
通
り
の
意
味
に
お
け
る com

m
on sense 

は
、
自
然
の
法
則
の
知
識
に
関
し
て

は
誤
謬
の
根
源
で
あ
る
に
し
て
も
、
人
間
の
行
為
に
関
し
て
は
信
頼
に
値
す
る
指
導
者
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
凡
て
の
人
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
を
現
す
の
は
普
遍
概
念
で
あ
る
。
従
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
云
っ

た
如
く
普
遍
的
定
義
、「
普
遍
を
限
定
す
る
こ
と
」（to; oJrizesqai kaqovlou

）
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
仕
事
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
勇
気
に
つ
い
て
の
知
識
の
対
象
は
も
ろ
も
ろ
の
勇
気
あ
る
行
為
で
は
な
い
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
勇
気
あ
る

行
為
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、「
勇
気
と
は
何
か
」（tiv ejstin hJ ajndreiva~

）
と
い
う
問
に
答
え
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
彼
の
対
話
に
お
い
て
「
そ
れ
は
何
で
あ
る
か
」（tiv ejsti~

）
と
尋
ね
る
の
を
つ

ね
と
し
た
。
そ
れ
は
事
物
の
普
遍
的
定
義
を
求
め
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
定
義
に
お
い
て
限
定
さ
れ
る
の
は
事
物

の
概
念
で
あ
り
、
こ
の
概
念
は
事
物
の
本
質
の
何
で
あ
る
か
を
現
す
も
の
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
、
ソ

ク
ラ
テ
ス
の
概
念
論
は
、
言
葉
の
使
用
の
考
察
に
よ
っ
て
言
葉
の
意
味
を
厳
密
に
規
定
し
、
そ
れ
を
類
似
の
言
葉

に
対
し
て
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
を
企
て
た
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
努
力
に
結
び
付
い
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
指
摘
し
て
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ソ
ク
ラ
テ
ス

い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
概
念
構
成
は
確
か
に
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
行
わ
れ
た
と
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
し

て
類
語
学
の
創
始
者
プ
ロ
デ
ィ
コ
ス
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
交
際
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
に
お
い
て
ソ
フ

ィ
ス
ト
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
影
響
を
与
え
た
と
推
察
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
ソ
ク
ラ

テ
ス
に
と
っ
て
の
課
題
が
根
本
に
お
い
て
類
語
学
的
区
別
と
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
看
過
さ

る
べ
き
で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
に
と
っ
て
は
言
葉
で
な
く
事
柄
が
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
彼
は
概
念
に
お

い
て
事
物
の
本
質
を
捉
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
概
念
の
内
容
的
要
素
に
よ
っ
て
事
物
の
本
質
的
な
徴
表
を
現

そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
人
間
的
思
惟
を
全
く
新
し
い
道
に
導
き
、
旧
い
自
然
哲
学
の
独
断

論
と
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
懐
疑
論
と
を
克
服
し
た
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
事
物
は
我
々
の
知
覚
に
供
せ
ら

れ
る
通
り
に
あ
る
と
い
う
素
樸
な
信
仰
に
対
し
て
、
彼
は
、
事
物
の
本
質
は
た
だ
概
念
に
お
い
て
の
み
反
映
さ
れ
、

し
か
る
に
概
念
は
た
だ
方
法
的
な
手
続
に
よ
っ
て
の
み
、
不
明
瞭
な
交
錯
し
た
表
象
か
ら
取
り
出
さ
れ
る
こ
と
が

で
き
る
、
と
考
え
た
。
ま
た
知
覚
の
機
構
の
心
理
学
的
考
察
か
ら
客
観
的
な
認
識
に
対
す
る
懐
疑
に
陥
っ
た
ソ
フ

ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
対
し
て
、
彼
は
、
普
遍
的
な
概
念
の
う
ち
に
は
無
条
件
に
信
頼
し
得
る
真
理
が
含
ま
れ
て
い
る
、

と
確
信
し
た
。

と
こ
ろ
で
事
物
の
本
質
を
現
す
概
念
は
如
何
に
し
て
達
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
定
義
が
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ッ
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ク
の
目
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
帰
納
法
は
こ
の
目
的
に
導
く
方
法
的
な
歩
み
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
云
っ

た
よ
う
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
方
法
は
確
か
に
一
種
の
帰
納
法
の
特
色
を
具
え
て
い
た
。
帰
納
法
―
―
キ
ケ
ロ
は
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の ejpagw

ghv 

と
い
う
語
を inductio 

と
い
う
語
を
も
っ
て
訳
し
た
―
―
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
に
依
れ
ば
（Topica, 105 a

）、
個
別
的
な
も
の
か
ら
普
遍
的
な
も
の
へ
の
道
（ejpagw

gh; de; hJ dia; tw
:n kaq= 

e{kasta ejpi; to; kaqovlou e[ φodoV

）
で
あ
る
。
そ
れ
は
動
詞 ejpavgein 

か
ら
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の

語
は
そ
こ
へ
導
く
と
い
う
意
味
に
お
い
て
本
来
他
動
的
で
あ
り
、教
え
ら
れ
る
者
を
対
象
と
し
て
前
提
し
て
い
る
、

し
か
し
次
に
そ
れ
は
自
動
的
に
用
い
ら
れ
、
そ
こ
へ
行
く
こ
と
、
個
別
的
な
も
の
か
ら
普
遍
的
な
も
の
へ
昇
る
と

い
う
こ
と
を
意
味
し
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
方
法
も
か
よ
う
な
性
質
を
有
し
て
い
た
。
そ
れ
は
個
々
の
表
象
を
互
い

に
比
較
し
、
共
通
の
要
素
を
取
り
出
し
、
そ
し
て
そ
の
矛
盾
の
な
い
一
致
に
つ
い
て
検
討
し
、
か
く
し
て
本
質
的

な
も
の
と
認
め
ら
れ
た
徴
表
か
ら
よ
り
高
い
統
一
を
作
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。例
え
ば
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇『
ラ

ケ
ス
』
に
お
け
る
勇
気
の
概
念
を
規
定
す
る
企
て
の
如
き
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
帰
納
法
の
全
手
続
を
明
瞭
に
示
し
て

い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
方
法
は
一
般
に
帰
納
法
と
呼
ば
れ
得
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
極

め
て
独
特
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

先
ず
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
普
遍
的
本
質
を
発
見
す
る
た
め
に
出
発
点
と
し
て
定
義
さ
る
べ
き
事
物
の
若
干
数
の
例
を
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ソ
ク
ラ
テ
ス

取
り
上
げ
る
の
を
つ
ね
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
例
は
直
接
に
観
察
さ
れ
た
自
然
的
事
実
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
、
ソ

ク
ラ
テ
ス
は
そ
れ
を
専
ら
人
間
の
話
の
う
ち
に
求
め
た
。
言
葉
、
意
見
、
普
通
の
判
断
、
或
は
更
に
人
間
を
通
し

て
見
た
自
然
、
か
く
の
如
き
が
彼
の
帰
納
法
の
地
盤
で
あ
る
。
即
ち
彼
の
方
法
は
「
事
実
の
う
ち
に
」（ejn toi:V 

e[rgoiV

）
で
な
く
「
ロ
ゴ
ス
の
う
ち
に
」（ejn toi:V lovgoiV

）
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
彼
は
特
に
日
常
的
な

も
の
に
注
意
を
向
け
、
市
民
的
生
活
の
日
々
の
実
際
の
な
か
か
ら
哲
学
的
研
究
の
材
料
を
取
り
出
し
て
き
た
。
小

さ
い
秘
密
の
伝
授
が
大
き
な
秘
密
の
伝
授
に
先
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
彼
は
考
え
た
。
か
よ
う
に
し
て
彼
は
絶
え
ず

靴
屋
や
金
属
工
や
大
工
や
牛
飼
な
ど
に
つ
い
て
語
る
、
彼
が
技
術
的
な
も
の
を
特
別
に
好
ん
で
例
と
し
て
取
り
上

げ
た
と
い
う
こ
と
も
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
の
談
話
が
極
め
て
日
常
的
な
も
の
の
範
囲
を
動
き
、
絶
え

ず
靴
屋
、
料
理
人
や
鍛
冶
屋
、
否
、
牛
や
驢
馬
や
馬
に
つ
い
て
論
じ
た
と
い
う
こ
と
は
人
々
の
嘲
笑
の
種
と
さ
え

な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
帰
納
法
が
か
よ
う
に
人
間
の
話
に
出
発
点
を
と
っ
た
と
い
う
こ
と
は
彼
の
教
育
的
目

的
に
相
応
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
彼
の
取
扱
う
対
象
に
相
応
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
し
も
自
然
を
知
る
こ
と
が

問
題
で
あ
る
な
ら
ば
、
ベ
ー
コ
ン
が
云
っ
た
よ
う
に
、
人
間
の
話
か
ら
は
我
々
は
た
だ
言
葉
を
引
き
出
し
得
る
の

み
で
あ
っ
て
、
物
そ
の
も
の
を
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
は
帰
納
法
も
自
然
の
個
々



四
〇
六

の
事
実
を
直
接
に
観
察
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
人
間
的
事
物
、
人
間
精
神

の
思
想
や
要
求
を
知
ろ
う
と
欲
す
る
場
合
、
我
々
が
相
談
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
最
初
の
証
人
は
人
間
の
話
で
あ

る
。
人
間
の
話
は
倫
理
学
者
に
と
っ
て
、
特
に
彼
が
教
育
的
目
的
を
有
す
る
場
合
、
深
く
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
材
料
で
あ
る
、
そ
の
う
ち
に
は
倫
理
的
問
題
に
関
す
る
思
想
が
直
接
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
ま

た
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
帰
納
法
は
彼
の
対
話
と
全
く
密
接
に
結
び
付
い
て
い
た
。
彼
は
定
義
さ
る
べ
き
事
物
に
つ
い
て

ひ
と
が
共
通
に
有
す
る
観
念
か
ら
出
発
し
た
、
こ
の
観
念
が
真
理
の
魂
を
含
む
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
対
話
の

相
手
を
説
得
す
る
最
上
の
手
段
は
そ
れ
を
承
認
し
て
掛
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
信
ぜ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
何
故
に
ホ
メ
ロ
ス
は
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
を
成
功
の
確
か
な
弁
論
家
と
称
し
た
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
オ
デ
ュ

ッ
セ
ウ
ス
が
彼
の
談
話
に
お
い
て
す
べ
て
の
人
間
に
承
認
さ
れ
た
観
念
に
拠
っ
て
（dia; tw

:n dokouvntw
n toi:V 

ajnqrw
vpoiV

）
か
ら
で
あ
る
（M

em
., IV, 6, 15

）。
尤
も
最
初
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
通
俗
的
な
概
念
乃
至
定

義
に
過
ぎ
ぬ
。
そ
こ
で
一
旦
こ
の
定
義
が
定
め
ら
れ
る
と
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
注
意
深
く
そ
れ
が
実
現
さ
れ
て
見
出

さ
れ
る
種
々
の
場
合
を
探
し
求
め
た
。
か
よ
う
な
謂
わ
ば
実
験
的
な
研
究
か
ら
一
列
の
増
大
し
ゆ
く
接
近
が
結
果

す
る
、
そ
し
て
そ
れ
は
そ
こ
か
ら
出
発
し
た
多
か
れ
少
な
か
れ
混
乱
し
た
観
念
を
或
は
厳
密
に
し
、
或
は
補
足
す

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
方
法
は
物
理
や
生
物
に
関
す
る
科
学
に
お
い
て
用
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ソ
ク
ラ
テ
ス

い
ら
れ
る
方
法
と
或
る
類
似
を
有
す
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
事
実
を

そ
れ
自
身
に
お
い
て
観
察
す
る
の
で
な
く
、
人
間
の
話
乃
至
意
見
を
詮
索
す
る
の
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
を
拷
問
に

か
け
る
の
で
は
な
い
。
寧
ろ
そ
れ
を
探
し
出
し
て
相
互
に
比
較
し
、
少
し
ず
つ
、
い
わ
ば
段
階
的
に
、
一
層
包
括

的
な
且
つ
一
層
正
確
な
観
念
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
弁
論
術
は
意
見
（dovxa

）
と
意

見
と
を
競
り
合
わ
さ
せ
、
よ
り
強
い
力
を
有
す
る
意
見
に
よ
っ
て
よ
り
弱
い
意
見
を
説
き
伏
せ
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
。
し
か
る
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
術
に
お
い
て
は
、
人
々
は
別
々
の
仕
方
で
別
々
の
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と

を
や
め
て
、
互
い
に
何
等
か
の
共
通
点
を
見
出
し
て
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
。
何
等
の
意
味
に
お
い
て
も
共
通
点
の

存
し
な
い
場
合
に
は
対
話
の
進
行
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
の
目
的
は
ソ
フ
ィ
ス
ト
の

弁
論
に
お
け
る
よ
う
に
ド
ク
サ
（
意
見
）
を
互
い
に
競
り
合
わ
せ
る
こ
と
で
な
く
、
互
い
の
ド
ク
サ
の
う
ち
に
隠

れ
て
い
る
ロ
ゴ
ス
（
普
遍
性
）
を
共
同
し
て
追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
対

話
の
出
発
点
に
お
い
て
は
先
ず
相
手
の
主
張
を
承
認
し
、
こ
れ
を
手
懸
り
と
し
て
進
ん
だ
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
帰
納

法
の
根
柢
に
は
、
人
間
の
個
々
の
意
見
は
た
と
い
そ
れ
自
身
と
し
て
は
真
理
で
な
く
種
々
の
混
乱
を
有
す
る
に
し

て
も
、
そ
の
う
ち
に
は
既
に
真
理
の
魂
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
思
想
が
横
た
わ
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故

に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
次
の
如
く
記
し
た
の
は
理
由
の
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
普
遍
や
定
義
を
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分
離
さ
れ
た
も
の
と
は
し
な
か
っ
た
」（M

etaph., 1078 b 30

）。
ま
た
曰
く
、「
こ
れ
（
普
遍
と
特
殊
と
の
分
離
）

に
対
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
彼
の
定
義
に
よ
っ
て
機
縁
を
与
え
た
が
、
し
か
し
彼
自
身
は
そ
れ
を
特
殊
か
ら
分
離
し

な
か
っ
た
、
そ
し
て
そ
の
点
に
お
い
て
彼
は
正
し
い
」（lbid., 1086 b 2

）。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
帰
納
法
も
帰
納
法
と

し
て
特
殊
に
お
け
る
普
遍
の
内
在
の
立
場
か
ら
全
く
離
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。し
か
し
他
方
ま
た
、

テ
イ
ラ
ー
な
ど
の
主
張
す
る
如
く
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
す
で
に
イ
デ
ア
説
を
説
い
た
と
い
う
こ
と
は
疑
わ
し
い
に

し
て
も
、
彼
の
帰
納
法
の
目
的
で
あ
る
概
念
論
が
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
説
に
発
展
す
べ
き
契
機
を
含
ん
で
い
た
と

い
う
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
論
理
的
に
も
必
然
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
帰
納
法
は
、
論
理

的
に
云
っ
て
、
単
純
に
経
験
論
に
立
ち
得
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
の
根
柢
に
何
等
か
先
験
的
な
も
の
を
予
想

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
。
そ
れ
に
し
て
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
い
て
帰
納
法
は
彼
の
教
育
的
意
図
と
密
接
に
結

び
付
い
て
特
に
重
要
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
人
々
に
と
っ
て

最
も
手
近
か
な
も
の
か
ら
出
立
す
る
と
い
う
こ
と
が
教
育
に
と
っ
て
極
め
て
効
果
的
な
方
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
ら
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
彼
の
方
法
と
し
て
屡
々
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
用
い
た
の
も
こ
の
関
係
に
お
い
て
で
あ
る
。
ア
ナ
ロ
ジ

ー
は
彼
に
お
い
て
い
わ
ば
教
育
的
な
帰
納
法
で
あ
っ
た
。
彼
は
帰
納
的
な
観
察
に
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
結
び
付
け
る
。
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ソ
ク
ラ
テ
ス

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
対
談
者
が
知
っ
て
い
る
も
の
に
訴
え
る
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
も
の
と
対
話
の
関
わ
る
も
の
と
の
間

の
類
似
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
も
の
自
身
が
彼
に
と
っ
て
実
際
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
で
は
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
を
発
見
さ
せ
る
よ
う
に
、彼
を
導
く
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、正
義
の
人
と
は
何
で
あ
る
か
。
我
々
は
、

大
工
と
は
大
工
の
職
を
知
っ
て
い
る
者
、
音
楽
家
と
は
音
楽
を
知
っ
て
い
る
者
、
医
者
と
は
医
学
を
知
っ
て
い
る

者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
我
々
は
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
、
正
義
の
人
と
は
正
義
を

知
っ
て
い
る
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
普
通
の

且
つ
本
質
的
な
趣
旨
は
、
機
械
的
な
且
つ
特
殊
的
な
技
術
か
ら
道
徳
的
な
且
つ
普
遍
的
な
技
術
へ
の
推
移
、
物
的

な
事
物
か
ら
魂
の
事
物
へ
の
推
移
で
あ
っ
た
。
彼
は
物
的
技
術
に
お
け
る
徳
か
ら
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
魂
の
徳

へ
昇
っ
て
ゆ
く
と
い
う
説
明
方
法
を
と
る
の
を
つ
ね
と
し
た
。
徳
と
知
と
の
同
一
を
主
張
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
倫

理
説
一
般
も
、
か
よ
う
な
物
的
技
術
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
お
い
て
簡
明
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

帰
納
法
は
単
純
に
経
験
的
で
あ
り
得
ず
、
帰
納
法
と
演
繹
法
と
は
相
互
に
聯
関
し
て
い
る
。
そ
こ
で
ソ
ク
ラ
テ

ス
が
用
い
た
方
法
は
ヒ
ュ
ポ
テ
シ
ス
（uJpovqesiV 

仮
定
）
の
方
法
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
先
ず
真
理
と
考
え
ら
れ

る
よ
う
な
或
る
命
題
か
ら
出
発
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
命
題
は
ヒ
ュ
ポ
テ
シ
ス
と
呼
ば
れ
る
。
そ

し
て
、
も
し
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
何
が
従
っ
て
く
る
か
、
と
問
が
進
め
ら
れ
る
、
即
ち
そ
の
帰
結
が
演
繹
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さ
れ
る
の
で
あ
る
。
最
初
の
ヒ
ュ
ポ
テ
シ
ス
の
真
理
は
さ
し
あ
た
り
問
題
に
さ
れ
ず
、
そ
れ
か
ら
従
っ
て
く
る
も

の
も
ま
た
真
で
あ
り
、
そ
れ
と
矛
盾
す
る
も
の
は
偽
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
。
か
よ
う
に
し
て
こ
の
方
法
に
お
い
て

予
想
さ
れ
る
の
は
、
真
理
と
は
斉
合
的
な
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
真
な
る
原
理
と
矛
盾
す
る
も
の
は
真
で
あ

り
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ポ
テ
シ
ス
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
単
な
る
仮
定
を
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ

は
何
等
か
真
な
る
も
の
と
し
て
対
談
者
が
共
に
認
め
て
議
論
の
出
発
点
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
そ
れ
は
ま

た
も
と
よ
り
自
明
の
或
は
究
極
の
真
理
と
せ
ら
れ
る
の
で
も
な
い
。
対
話
に
お
け
る
前
提
と
し
て
一
旦
ヒ
ュ
ポ
テ

シ
ス
が
立
て
ら
れ
る
と
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
可
能
な
る
多
数
の
場
合
を
考
察
し
、
こ
れ
ら
凡
て
の
例
を
そ
れ
と
対
質

さ
せ
、
そ
れ
が
こ
の
試
験
に
堪
え
る
か
否
か
を
検
証
し
た
。
先
ず
ヒ
ュ
ポ
テ
シ
ス
と
な
る
よ
う
な
普
遍
的
定
式
を

発
見
す
る
た
め
に
は
正
確
に
選
ば
れ
た
例
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
次
に
ヒ
ュ
ポ
テ
シ
ス
は
多
く
の
例
と
対

質
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
見
と
対
質
と
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
帰
納
法
と
い
わ
れ
る
も
の
の
二
つ
の
手
続
で
あ

る
。
し
か
し
ヒ
ュ
ポ
テ
シ
ス
が
種
々
の
例
と
対
質
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
ヒ
ュ
ポ
テ
シ
ス
は
、
後
の
プ
ラ
ト
ン
及
び

彼
の
ア
カ
デ
ミ
ー
の
術
語
に
依
れ
ば
、「
現
象
を
救
う
」（sw

vzein ta; φainovmena

）
べ
き
も
の
と
せ
ら
れ
た
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
対
質
の
根
柢
に
は
、
現
象
は
そ
れ
か
ら
理
論
が
引
き
出
さ
れ
る
も
の
と
し
て
よ
り
も
却
っ
て
そ
れ

に
よ
っ
て
理
論
が
試
験
さ
れ
る
も
の
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
思
想
が
横
た
わ
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
現
象
と
い
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ソ
ク
ラ
テ
ス

う
の
は
与
え
ら
れ
た
種
々
の
例
で
あ
り
、
そ
れ
が
凡
て
ヒ
ュ
ポ
テ
シ
ス
か
ら
斉
合
的
に
説
明
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ

は
救
わ
れ
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
最
初
の
ヒ
ュ
ポ
テ
シ
ス
自
身
が
か
よ
う
な
対
質
に
お
い
て
問
題
に
な
っ
て

く
る
場
合
、
そ
れ
は
或
る
一
層
究
極
的
な
ヒ
ュ
ポ
テ
シ
ス
か
ら
の
帰
結
と
し
て
演
繹
さ
れ
た
も
の
と
し
て
救
わ
れ

る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
か
よ
う
に
し
て
個
々
の
対
話
に
お
け
る
ヒ
ュ
ポ
テ
シ
ス
は
次
第
に
高
次
の
ヒ
ュ
ポ
テ
シ

ス
に
還
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ロ
ゴ
ス
的
方
法
（ejn toi:V logoiV

）
は
こ
こ
に
そ
の
純
粋
な
論

理
的
意
味
を
発
揮
し
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
同
時
に
プ
ラ
ト
ン
的
方
法
に
つ
ら
な
る
で
あ
ろ
う
。

九　

倫
理

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
倫
理
の
根
本
命
題
と
し
て
知
ら
れ
る
の
は
、
徳
は
知
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
有

名
な
、
そ
し
て
絶
え
ず
論
議
の
種
と
な
っ
て
い
る
説
の
意
味
を
理
解
す
る
に
は
、
先
ず
一
般
に
当
時
の
ギ
リ
シ

ア
に
お
い
て
徳
（ajrethv 

ア
レ
テ
ー
）
と
い
う
語
が
何
を
意
味
し
た
か
を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
徳
と
は
有
能
さ

（Tüchtigkeit

）
或
は
立
派
さ
（Trefflichkeit

）
を
、
特
に
ギ
リ
シ
ア
人
が
広
く
テ
ク
ネ
ー
（tevcnh 

技
術
）
と
称
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し
た
も
の
に
お
け
る
有
能
さ
や
立
派
さ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
自
分
の
業
を
よ
く
理
解
し
、
実
際
に
家
を

立
派
に
作
る
こ
と
の
で
き
る
有
能
な
大
工
は
「
善
い
」
大
工
で
あ
り
、「
徳
」
の
あ
る
大
工
で
あ
る
。
即
ち
善
い

大
工
は
大
工
と
し
て
の
智
慧
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
彼
の
業
に
つ
い
て
正
し
い
知
識
を
有
し
な
い

者
は
善
い
大
工
、立
派
な
大
工
、徳
の
あ
る
大
工
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
そ
し
て
智
慧
（so φiva)

と
い
う
語
も
、

元
来
、
実
際
の
仕
事
に
お
け
る
手
腕
（K

unstfertigkeit

）、
練
達
（G

eschicklichkeit

）
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。

誰
が
そ
の
業
に
お
い
て
知
識
を
有
す
る
か
、
従
っ
て
智
者
で
あ
る
か
、
或
は
そ
の
業
に
関
し
て
有
能
で
あ
る
か
、

従
っ
て
善
い
人
で
あ
る
か
、
そ
し
て
何
処
に
そ
の
立
派
さ
即
ち
徳
は
存
在
す
る
か
、
―
―
か
く
の
如
き
こ
と
が
当

時
の
ア
テ
ナ
イ
の
街
の
会
話
に
お
い
て
つ
ね
に
論
じ
ら
れ
た
。
そ
こ
に
す
で
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
思
惟
の
あ
ら
ゆ
る

根
本
概
念
は
与
え
ら
れ
て
い
る
。ソ
ク
ラ
テ
ス
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
は
そ
の
よ
う
な
論
議
に
根
差
し
て
い
る
。

彼
は
街
に
お
け
る
批
評
的
議
論
に
活
溌
に
参
加
し
、
彼
の
思
惟
の
方
向
と
内
容
と
は
そ
れ
に
よ
っ
て
出
発
点
を
規

定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
彼
の
対
話
に
お
い
て
テ
ク
ネ
ー
に
つ
い
て
語
る
の
を
つ
ね

と
し
た
。
し
か
る
に
テ
ク
ネ
ー
を
モ
デ
ル
に
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、徳
（
ア
レ
テ
ー
）
と
知
（
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
）

と
が
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
誰
も
容
易
に
理
解
し
承
認
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
テ
ク
ネ
ー
に
関
し
て
は
、
ひ
と
は
そ
れ

を
学
び
、
そ
れ
に
必
要
な
凡
て
の
こ
と
に
つ
い
て
明
瞭
な
意
識
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
た
だ
知
識
を
有
す
る
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ソ
ク
ラ
テ
ス

者
の
み
が
そ
こ
で
は
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
テ
ク
ネ
ー
に
お
い
て
は
徳
は
知
で
あ
り
、
知
あ
る
者
が
徳
の
あ

る
、
善
い
技
術
家
で
あ
り
、
知
な
き
者
は
悪
い
技
術
家
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ

ス
の
倫
理
の
出
発
点
は
か
よ
う
な
技
術
即
ち
職
業
的
技
術
で
あ
っ
た
。
彼
は
そ
こ
に
全
く
明
瞭
に
与
え
ら
れ
て
い

る
と
こ
ろ
の
徳
は
知
で
あ
る
と
い
う
原
理
を
取
り
出
し
て
来
る
。
そ
し
て
彼
は
か
よ
う
に
職
業
の
う
ち
に
証
示
さ

れ
て
い
る
ア
レ
テ
ー
に
つ
い
て
の
考
察
か
ら
、
と
り
わ
け
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
方
法
に
依
っ
て
、「
い
わ
ゆ
る
魂
の
徳
」

（ajretai; kalouvmenai y
uch:V. R

espublica, 518 d

）
に
つ
い
て
の
考
察
へ
進
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
先
ず
徳
は
知
で
あ
る
と
い
う
根
本
命
題
を
徹
底
的
に
把
握
し
た
。
倫
理
的
に
要
求
さ
れ
る
こ
と

に
つ
い
て
の
明
瞭
な
概
念
が
存
す
る
場
合
、
人
間
は
そ
れ
に
従
っ
て
行
動
し
得
る
の
み
で
な
く
、
ま
た
彼
は
そ
れ

に
従
っ
て
行
動
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
即
ち
何
人
も
故
意
に
（eJkw

vn

）
悪
を
為
す
も
の
は
な
い
（Protagoras, 345 d

）

と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
何
人
か
が
正
し
く
な
い
こ
と
を
為
す
と
す
れ
ば
、
彼
は
誤
謬
に
あ
る
の
で
あ
り
、
彼
の
無

知
の
犠
牲
で
あ
る
の
で
あ
る
。
悪
い
と
知
っ
て
い
な
が
ら
ひ
と
が
悪
い
こ
と
を
為
そ
う
と
努
め
る
と
い
う
こ
と
は

考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
か
く
の
如
き
こ
と
を
為
す
者
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
努
力
の
目
的
で

あ
る
と
こ
ろ
の
幸
福
（eujdaimoniva

）
へ
の
道
を
塞
ぐ
も
の
で
あ
る
か
ら
（M

em
., III 2, 4, IV

 1, 2, IV
 2, 34

）。

悪
は
そ
れ
に
与
る
す
べ
て
の
者
に
禍
を
齎
ら
し
、
彼
等
を
不
幸
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
何
人
も
知
っ
て
い
る
。
従
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っ
て
何
人
か
が
悪
を
欲
す
る
と
す
れ
ば
、
彼
は
そ
れ
が
彼
に
と
っ
て
或
る
善
で
あ
り
、
彼
の
幸
福
が
そ
れ
に
よ
っ

て
進
め
ら
れ
る
と
考
え
て
為
す
の
で
あ
り
、
彼
の
悪
い
行
為
は
そ
れ
故
に
彼
の
誤
謬
と
無
知
か
ら
生
ず
る
も
の
で

あ
る
。
何
人
も
悪
い
と
知
っ
て
そ
れ
を
為
す
の
で
は
な
い
。
彼
は
そ
れ
を
為
す
こ
と
を
選
ぶ
前
に
こ
の
悪
を
善
と

見
る
よ
う
に
自
分
を
一
時
誤
魔
化
す
の
で
あ
る
。『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
の
中
に
云
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
我
々
す
べ

て
の
う
ち
に
は
一
つ
の
抜
き
難
い
根
本
的
な
欲
望
、
即
ち
善
或
は
幸
福
へ
の
欲
望
が
あ
る
。
そ
し
て
他
の
事
柄
に

関
す
る
場
合
、
実
体
よ
り
も
外
見
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
、
例
え
ば
権
力
或
は
富
そ
の
も
の
よ
り
も
権
力
や
富
の
外

見
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
に
し
て
も
、
善
或
は
幸
福
に
関
し
て
は
、
何
人
も
そ
の
実
体
よ
り
も
外
見

を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
悪
行
は
善
に
つ
い
て
の
誤
算
か
ら
生
ず
る
。
悪
を
為
す
人
は
、
そ
れ
に
よ

っ
て
或
る
善
を
得
る
こ
と
、
富
或
は
権
力
或
は
享
楽
を
得
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
魂
の
罪
が
こ

れ
ら
の
仮
定
さ
れ
た
利
益
よ
り
も
遥
か
に
重
い
の
を
計
算
に
入
れ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
悪
行
は
誤
算

に
基
づ
く
、
し
か
も
誤
算
は
快
楽
の
量
に
で
な
く
、
善
の
価
値
に
関
わ
っ
て
い
る
。

徳
は
知
で
あ
る
と
い
う
原
理
は
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
職
業
的
技
術
の
領
域
の
う
ち
に
明
瞭
に
与
え
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
あ
ら
ゆ
る
任
意
の
職
業
に
お
け
る
立
派
さ
或
は
徳
に
つ
い
て
反
省
す
る
の
で
は
な

い
。
彼
の
思
惟
は
何
よ
り
も
社
会
的
実
践
的
生
活
に
お
け
る
ア
レ
テ
ー
に
向
け
ら
れ
た
。
即
ち
彼
が
特
に
問
題
に
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ソ
ク
ラ
テ
ス

し
た
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
区
別
に
従
え
ば
、
営
利
的
生
活
（bivoV crhmatisthvV

）
で
な
く
政
治
的
も
し

く
は
実
践
的
生
活
（bivoV politikovV

）
に
関
す
る
徳
で
あ
っ
た
（
大
教
育
家
文
庫
中
の
拙
著
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
』

六
二
頁
［
全
集
本
巻
二
三
六
ペ
ー
ジ
］【
第
二
章
「
教
育
の
目
的
」
第
四
節
】
参
照
）。
プ
ラ
ト
ン
の
『
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
』

に
お
い
て
は
か
よ
う
に
し
て
ポ
リ
ス
的
生
活
に
お
け
る
徳
が
取
扱
わ
れ
、
そ
し
て
そ
の
際
魂
の
徳
が
そ
の
徳
の

最
も
重
要
な
部
分
と
見
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
正
義
（dikaiosuvnh

）
と
節
制
（sw φrosuvnh

）
と
に
よ
っ
て
の
み

こ
の
徳
は
生
ず
る
（Protagoras, 323 a

）。
正
義
と
節
制
と
敬
虔
（to; o{sion

）
と
は
総
括
し
て
男
子
の
徳
と
呼

ば
れ
て
い
る
（Ibid., 325 a

）。
そ
し
て
徳
は
唯
一
つ
で
あ
っ
て
か
の
諸
概
念
は
そ
の
諸
部
分
で
あ
る
か
ど
う
か
、

そ
れ
と
も
こ
れ
ら
は
た
だ
一
の
統
一
的
な
概
念
の
種
々
の
表
現
に
過
ぎ
な
い
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
が
そ
れ
に
結

び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
当
時
の
主
観
主
義
的
傾
向
に
伴
っ
た
精
神
生
活
へ
の
沈
潜
は
到
る
処
行
為
の
心

理
的
条
件
に
つ
い
て
の
反
省
に
向
け
ら
れ
た
。
外
的
な
態
度
と
能
力
の
す
べ
て
の
要
件
と
並
ん
で
、
人
間
の
価
値

と
無
価
値
を
規
定
す
る
も
の
が
一
定
の
心
的
性
質
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
は
や
何
人
に
も
隠
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
。
そ
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
あ
ら
ゆ
る
対
話
に
お
け
る
本
質
的
な
も
の
も
、
人
々
が
深
処
に
眼
を
向
け
、
有
能

な
実
際
家
の
外
的
規
定
か
ら
そ
の
心
的
性
質
に
進
む
よ
う
に
注
意
し
教
訓
す
る
こ
と
に
存
し
た
。
実
践
的
生
活
に

お
い
て
充
さ
る
べ
き
要
求
の
部
分
と
し
て
魂
の
徳
が
現
れ
る
、
従
っ
て
こ
の
も
の
に
も
か
の
外
的
な
徳
に
妥
当
す



四
一
六

る
条
件
が
附
着
し
て
い
る
。
政
治
家
は
雄
弁
術
や
外
交
術
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
彼
は
ま
た
ソ
ク

ラ
テ
ス
の
見
解
に
依
れ
ば
正
義
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。将
軍
は
戦
術
や
戦
略
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
、

勇
気
が
何
で
あ
る
か
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
善
い
市
民
は
礼
儀
の
規
則
に
通
じ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と

同
様
、
節
制
の
知
識
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
徳
は
職
業
的
有
能
性
と
全
く
同
じ
よ
う
に
知

識
で
あ
り
、
理
解
を
有
す
る
こ
と
で
あ
り
、
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
（ejpisthvmh 

知
識
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
徳
を

知
っ
て
い
る
者
が
そ
れ
を
ま
た
実
行
す
る
と
い
う
こ
と
は
自
明
の
こ
と
と
思
わ
れ
た
。
彼
の
職
業
の
技
術
を
知
っ

て
い
る
職
人
が
そ
れ
を
適
用
す
る
と
い
う
こ
と
が
確
か
で
あ
る
よ
う
に
、
政
治
や
戦
術
の
規
則
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
政
治
家
や
将
軍
が
そ
れ
に
従
う
と
い
う
こ
と
が
確
か
で
あ
る
よ
う
に
、
正
義
や
勇
気
が
何
で
あ
る
か
を
知
っ

て
い
る
者
が
そ
れ
に
従
い
、
そ
れ
故
に
正
義
あ
り
勇
気
あ
る
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

た
。か

く
の
如
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
徳
と
同
一
視
す
る
知
識
は
、
も
ち
ろ
ん
、
知
識
と
名
付
け
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
も
の

を
意
味
し
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
理
論
的
知
識
で
な
く
て
実
践
的
知
識
で
あ
っ
た
。
即
ち
そ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
が
プ
ロ
ネ
シ
ス
（φrovnhsiV 

実
践
知
も
し
く
は
思
慮
）
と
し
て
術
語
的
に
規
定
し
た
も
の
に
当
っ
て
い
る
。

実
際
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
す
べ
て
の
徳
は
プ
ロ
ネ
シ
ス
で
あ
る
と
考
え
た
」（N

ik. Eth., 
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ソ
ク
ラ
テ
ス

1144 b 19 f.
）
と
云
い
、
ま
た
「
彼
は
そ
れ
が
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
と
考
え
た
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー

で
あ
る
か
ら
」（Ibid., 1144 b 29 f.

）
と
云
っ
て
い
る
。
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
と
い
う
語
も
、
ソ
ピ
ア
と
い
う
語
と

同
じ
よ
う
に
、
元
来
、
知
と
能
と
を
同
様
に
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
は
、「
彼
は
正
義
並
び
に
あ

ら
ゆ
る
他
の
徳
が
智
慧
（so φiva

）
で
あ
る
と
言
明
し
た
」（M

em
., III, 9, 5

）
と
云
い
、
ま
た
「
そ
れ
で
は
智
慧

は
知
識（ejpisthvmh

）で
あ
る
か
―
―
私（
ソ
ク
ラ
テ
ス
）に
は
少
な
く
と
も
そ
う
と
思
わ
れ
る
」（M

em
., IV, 6, 7

）

と
記
し
て
い
る
。
同
様
に
ま
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
智
慧
（so φiva

）
と
節
制
（sw φrosuvnh

）
と
を
区
別
し
な
か
っ

た
の
で
あ
る
（M

em
., III, 9, 4

）。
そ
し
て
ソ
ー
プ
ロ
シ
ュ
ネ
ー
（
節
制
）
は
「
善
の
知
識
」
と
定
義
さ
れ
る
こ

と
が
で
き
る
（C

harm
ides, 174 d

）。
徳
と
同
一
視
さ
れ
る
知
は
善
の
知
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
知
識
に
行

為
の
あ
ら
ゆ
る
特
殊
な
領
域
に
属
す
る
種
々
の
徳
は
帰
着
す
る
。
そ
れ
故
に
善
の
知
識
は
徳
一
般
の
最
後
の
、
最

も
普
遍
的
な
定
義
で
あ
る
。
そ
れ
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
倫
理
の
究
極
的
な
ヒ
ュ
ポ
テ
シ
ス
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
ま
た
徳
は
一
で
あ
る
と
い
う
の
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
信
念
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
徳
は
「
善
の
知

識
」
で
あ
る
か
ら
。
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
ソ
フ
ィ
ス
ト
及
び
そ
の
追
随
者
に
反
対
す
る
理
由
は
簡

単
な
一
つ
の
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
教
え
得
る
の
は
た
か
だ
か
或
る
種
の
専
門
で
あ
り
、
人
々
が
一

般
に
為
し
得
な
い
或
る
こ
と
を
如
何
に
し
て
為
す
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
徳
或
は
善
は
制
限
さ
れ
た
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領
域
を
有
す
る
専
門
で
は
な
い
、
そ
の
範
囲
は
人
間
的
行
為
の
全
領
域
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
専
門
は
善
い
こ
と

に
も
悪
い
こ
と
に
も
使
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
医
学
の
知
識
は
人
を
治
療
す
る
た
め
に
も
使
わ
れ
る
が
、
人
を

殺
す
た
め
に
も
使
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ソ
フ
ィ
ス
ト
は
専
門
家
の
知
識
を
与
え
得
る
に
過
ぎ
な
い
、
彼
等
の

与
え
得
な
い
の
は
「
善
の
知
識
」
で
あ
る
、
こ
の
知
識
は
そ
の
使
用
か
ら
善
い
こ
と
が
生
じ
て
悪
い
こ
と
が
生
じ

な
い
よ
う
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
の
徳
は
善
の
知
識
に
帰
着
し
、
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
徳
の
基
礎
で
あ
る
。
か

よ
う
に
徳
は
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
屡
々
一
見
否
定
的

な
結
果
に
終
っ
て
い
る
と
い
う
奇
妙
な
事
実
が
説
明
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
或
る
普
通
に
認
め
ら
れ
て
い
る
徳
の
真

の
性
質
の
何
で
あ
る
か
が
考
察
さ
れ
る
（『
カ
ル
ミ
デ
ス
』
に
お
け
る
節
制
、『
ラ
ケ
ス
』
に
お
け
る
勇
気
）。
そ

し
て
反
省
は
問
題
の
徳
が
実
は
善
の
知
識
で
あ
る
と
の
結
論
に
我
々
を
導
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
そ
の
と
き
我
々

は
こ
れ
が
現
に
問
題
に
さ
れ
て
い
る
特
殊
な
徳
の
定
義
で
な
く
却
っ
て
一
つ
の
全
体
と
し
て
の
す
べ
て
の
徳
の
定

義
で
あ
る
と
い
う
陳
述
に
よ
っ
て
中
止
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
形
式
的
に
は
こ
れ
は
我
々
が
我
々
に
提
出
さ
れ

た
問
に
対
す
る
答
に
つ
い
て
出
発
点
に
お
け
る
と
同
様
無
知
で
あ
る
と
い
う
証
拠
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
。
し
か
し

我
々
は
、
一
つ
の
徳
を
定
義
し
よ
う
と
す
る
企
て
が
も
は
や
そ
の
徳
の
み
の
定
義
で
な
い
或
る
も
の
に
終
る
と
い

う
こ
と
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
一
切
の
徳
は
原
理
的
に
は
一
つ
で
あ
り
、
善
の
知
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識
で
あ
る
か
ら
。
ま
た
そ
れ
は
次
第
に
高
次
の
ヒ
ュ
ポ
テ
シ
ス
に
還
る
方
法
の
必
然
的
帰
結
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
徳
は
知
識
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ひ
と
は
如
何
に
し
て
そ
れ
を
学
び
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問

題
に
つ
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
究
極
的
な
解
決
に
達
し
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
知
識
の
対
象
と
な
る
の
は

特
殊
的
な
も
の
で
な
く
て
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
求
め
た
の
は
、
個
々
の
節
制
あ
る
事
柄
で
な

く
て
節
制
そ
の
も
の
、
節
制
自
体
で
あ
り
、
個
々
の
正
義
の
行
為
で
な
く
て
正
義
そ
の
も
の
、
正
義
自
体
で
あ
る
。

か
か
る
も
の
は
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
、
概
念
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
節
制
と
か
正
義
と
か
は
定

義
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
用
い
た
の
は
帰
納
法
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
帰
約
法
は
単
純
に

経
験
的
で
あ
り
得
な
い
で
先
験
的
な
も
の
を
予
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
よ
う
な
先
験
的
な
も
の
は
「
自
体
に

お
け
る
存
在
」、
節
制
自
体
、
正
義
自
体
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
か
く
の
如
き
自
体
に
お
け
る
存
在
を

そ
れ
自
身
と
し
て
考
察
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
形
而
上
的
思
弁
を
行
っ
た
の
は
プ
ラ
ト
ン
で
あ
っ
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス

の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
彼
の
研
究
が
定
義
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
の
定
義
的
帰

納
法
と
自
体
に
お
け
る
存
在
と
の
関
係
が
問
題
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
関
係
は
プ
ラ
ト
ン
に
よ
っ
て

「
想
起
」（ajnavmnhsiV

）
と
し
て
説
明
さ
れ
た
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
定
義
的
帰
納
法
の
う
ち
に
は
既
に
こ
の
よ
う

な
思
想
が
含
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
認
識
は
想
起
で
あ
る
と
の
説
は
、
知
識
の
獲
得
は
特
殊
的
な
感
覚
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的
な
も
の
を
機
縁
と
し
て
そ
れ
を
超
越
す
る
普
遍
的
な
も
の
、
自
体
に
お
け
る
存
在
を
想
起
す
る
過
程
で
あ
る
と

考
え
る
の
で
あ
る
。
帰
納
法
は
特
殊
的
な
も
の
か
ら
普
遍
的
な
も
の
へ
到
る
道
で
あ
る
。
そ
れ
は
我
々
に
手
近
か

に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
か
ら
出
発
す
る
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
は
つ
ね
に
日
常
的
な
意
見
の
検
討
か
ら
出
発
し

た
。
特
殊
的
な
も
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
語
を
用
い
れ
ば
、
我
々
に
と
っ
て
最
初
の
も
の
で
あ
り
、
我
々
は

こ
の
も
の
を
機
縁
と
し
て
普
遍
的
な
も
の
即
ち
本
性
上
最
初
の
も
の
を
想
起
す
る
の
で
あ
る
。
想
起
と
は
感
覚
に

与
え
ら
れ
た
も
の
を
機
縁
と
し
て
我
々
の
魂
の
う
ち
に
お
い
て
普
遍
的
な
も
の
を
想
起
す
る
こ
と
で
あ
る
。
知
識

の
獲
得
は
一
般
に
こ
の
よ
う
な
想
起
或
は
再
認
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、『
メ
ノ
ン
』
に
あ
る
よ
う
に
、
一

つ
の
図
形
を
描
き
、
一
列
の
執
拗
な
問
を
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
幾
何
学
者
は
弟
子
を
普
遍
的
命
題
の
認
識
に

導
く
。
彼
は
そ
の
命
題
を
自
分
か
ら
知
ら
せ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
正
し
い
図
形
が
描
か
れ
、
こ
れ
に
つ
い
て
弟

子
の
心
が
正
し
い
質
問
に
よ
っ
て
働
か
さ
れ
る
な
ら
ば
、
彼
の
心
は
内
部
か
ら
、
自
分
自
身
の
働
き
に
よ
っ
て
、

恰
も
無
意
識
に
所
有
す
る
真
理
の
庫
か
ら
の
よ
う
に
、正
し
い
結
論
を
作
り
出
す
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て「
学

ば
れ
た
」
真
理
は
実
は
自
分
自
身
の
「
発
見
」
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
学
ぶ
者
は
彼

の
教
師
に
よ
っ
て
単
に
刺
戟
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
学
ぶ
者
が
始
め
か
ら
知
っ
て
い
た
も
の
の
う
ち
に
既
に

含
ま
れ
て
い
た
も
の
と
し
て
「
再
認
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
仕
方
に
お
い
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
鋭
い
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テ
ス

質
問
に
よ
っ
て
人
々
に
彼
等
の
生
活
の
行
為
の
「
説
明
を
与
え
る
」
よ
う
に
強
要
し
、
質
問
さ
れ
た
者
の
心
に
対

し
て
、
彼
等
が
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
等
自
身
及
び
彼
等
の
隣
人
の
行
為
を
評
価
し
て
い
る
道
徳
的
規
準
の
含
蓄
す
る

内
容
の
再
認
を
促
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
産
婆
術
の
根
柢
で
あ
っ
た
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
徳
は
知
で
あ
る
と
考
え
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
単
純
な
主
知
主
義
で
は
な
か
っ
た
。
一
般
に
ギ

リ
シ
ア
人
の
倫
理
観
の
う
ち
に
は
徳
は
幸
福
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
深
く
根
差
し
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
倫
理

も
こ
の
ギ
リ
シ
ア
的
倫
理
の
一
般
的
性
格
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
も
徳
は
幸
福（eujdaimoniva

）

で
あ
っ
た
。
幸
福
の
観
念
は
快
楽
と
有
用
性
の
観
念
を
含
ん
で
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
も
徳
は
快
楽

（hJdonhv

）
で
あ
り
、
ま
た
徳
は
有
用
な
も
の
（w

j φevlimon

）
で
あ
る
。『
ラ
ケ
ス
』
に
お
い
て
は
勇
気
の
概
念
の

規
定
に
あ
た
っ
て
、そ
れ
は
何
か
有
害
な
も
の
不
利
益
な
も
の
で
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
『
カ
ル
ミ
デ
ス
』
に
お
い
て
は
節
制
の
概
念
を
規
定
す
る
凡
て
の
試
み
は
、
徳
は
家
族
や
国
家
の
統
治
に
と

っ
て
有
用
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
、
こ
の
要
求
が
一
つ
の
定
義
か
ら
他
の
定
義
へ

駆
り
立
て
る
の
で
あ
る
。
更
に
『
メ
ノ
ン
』
に
お
い
て
も
、
凡
て
の
善
（ajgaqovn

）
は
有
用
で
あ
り
、
徳
も
ま

た
或
る
有
用
な
も
の
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
幸
福
主
義
（Eudäm

onism
us

）

は
、
単
な
る
快
楽
主
義
（H

edonism
us

）
や
単
な
る
功
利
主
義
（U

tilitarism
us

）
で
は
な
か
っ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
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ス
は
よ
り
小
な
る
利
益
を
捨
て
て
よ
り
大
な
る
利
益
に
即つ

く
こ
と
を
勧
め
た
。「
不
節
制
は
人
を
快
楽
へ
導
く
も

の
で
あ
る
が
、
節
制
は
何
物
に
も
ま
さ
っ
て
快
楽
を
生
ず
る
も
の
で
あ
る
」、
と
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
に
云
わ
れ
て
い

る
。
凡
て
の
徳
は
よ
り
大
な
る
利
益
と
よ
り
大
な
る
幸
福
を
得
る
能
力
で
あ
る
。
そ
し
て
真
に
有
用
な
も
の
は
知

識
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
で
あ
り
、
知
識
は
何
よ
り
も
努
力
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
知
識
と
は
何
等
か
単
に
理
論

的
な
知
識
を
い
う
の
で
な
く
、
却
っ
て
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
実
践
的
な
、
善
も
し
く
は
有
用
性
の
行
為
の
う

ち
に
作
用
す
る
知
識
を
い
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
知
識
は
こ
の
場
合
有
用
性
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
の
で
な
く
、

反
対
に
自
己
が
有
用
性
を
規
制
す
る
の
で
あ
る
。
有
用
性
は
い
わ
ば
知
識
の
樹
の
枝
で
あ
っ
て
、
樹
そ
の
も
の
で

は
な
い
。
知
識
は
有
用
な
も
の
を
生
み
出
す
が
、
逆
に
有
用
性
が
知
識
を
生
み
出
す
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
然

ら
ば
、
そ
れ
は
何
に
と
っ
て
有
用
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
先
ず
、
幸
福
を
作
り
出
す
故
に
と
答
え
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
幸
福
は
「
最
も
問
題
の
な
い
善
」（ajnam φilogw

vtaton ajgaqovn

）
で
あ
る
（M

em
., IV, 2, 34

）。
然

ら
ば
、
そ
の
内
容
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
も
問
題
の
な
い
善
は
「
問
題
の
あ
る
善
」
か
ら
結
合
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
に
問
題
の
あ
る
善
と
い
う
の
は
美
、
力
、
富
、
栄
誉
、
そ
の
他
こ

の
種
の
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
、ひ
と
が
普
通
そ
の
う
ち
に
幸
福
を
求
め
る
の
を
つ
ね
と
す
る
善
の
う
ち
に
は
、

真
の
幸
福
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
の
も
の
は
他
人
と
か
運
命
と
か
と
い
う
外
的
な
力
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ソ
ク
ラ
テ
ス

に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
求
め
た
の
は
精
神
的
自
己
完
成
で
あ
っ
た
。「
最
も
善

く
生
き
る
人
と
い
う
の
は
、
で
き
る
だ
け
善
く
な
ろ
う
と
最
も
善
く
努
力
す
る
者
で
あ
る
。
そ
し
て
最
も
快
い
生

活
と
い
う
の
は
、
自
分
が
善
に
お
い
て
生
長
し
て
い
る
の
を
意
識
し
て
い
る
人
の
生
活
で
あ
る
」（M

em
., IV,8, 

6

）。
即
ち
幸
福
の
内
容
は
精
神
的
自
己
完
成
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
も
の
は
知
識
な
し
に
は
、「
最
大
の
善
（to; 

mevgiston ajgaqovn

）
で
あ
る
と
こ
ろ
の
智
慧
（so φiva

）」（M
em

., IV, 5, 6

）、
す
べ
て
の
徳
を
包
括
す
る
唯
一
の

徳
で
あ
る
と
こ
ろ
の
思
慮
（φrovnhsiV

）
な
し
に
は
生
じ
得
な
い
故
に
、
そ
れ
は
ま
た
絶
え
ず
進
歩
す
る
道
徳
的

実
践
的
智
慧
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
い
て
幸
福
の
内
容
は
精
神
的
自
己
完
成
で
あ
り
、
そ
の
幸
福

主
義
は
人
格
主
義
（Personalism

us

）
で
あ
っ
た
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
重
要
な
の
は
「
魂
の
面
倒

を
み
る
こ
と
」（th:V y

uch:V ejpimevleia, M
em

., I, 2, 4

）
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
魂
の
う
ち
に
智
慧
が
生
じ
、

智
慧
に
よ
っ
て
人
間
は
神
的
な
も
の
に
与
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
勝
れ
た
意
味
に
お
け
る
徳
は
魂
の
徳
で
あ
っ
た
。
徳
と
は
幸
福
で
あ

る
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
的
倫
理
は
彼
の
魂
（y

uchv

）
の
概
念
に
よ
っ
て
よ
り
高
い
意
味
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

テ
イ
ラ
ー
の
言
葉
に
依
れ
ば
、「
爾
来
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
思
惟
を
支
配
し
た
魂
の
概
念
を
創
造
し
た
の
は
ソ
ク
ラ
テ

ス
で
あ
り
」、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
爾
来
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
生
き
た
知
的
並
び
に
道
徳
的
伝
統
を
創
造
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し
た
」
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
普
通
に
魂
は
正
常
な
覚
醒
せ
る
知
性
及
び
徳
性
の
座
と
考
え
て
い
る
、
こ

の
魂
は
彼
自
身
と
同
一
で
あ
り
、
或
は
少
な
く
と
も
彼
に
お
い
て
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
人
生

に
お
け
る
最
高
の
仕
事
は
こ
の
も
の
に
最
も
よ
く
配
慮
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
に
親
し
い
魂
の
概
念
に
直
接
の
影
響
を
与
え
た
の
は
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
が
、し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
は
、

そ
れ
が
ギ
リ
シ
ア
的
・
ロ
ー
マ
的
世
界
へ
入
っ
て
来
た
と
き
、
自
己
の
必
要
と
し
た
魂
の
一
般
的
概
念
が
既
に
哲

学
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
て
い
る
の
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
正
常
な
知
性

及
び
徳
性
の
座
と
し
て
の
魂
の
概
念
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
死
に
直
ち
に
続
く
時
代
の
文
献
の
う
ち
に
流
通
し
て
い
る

の
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
そ
れ
は
イ
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
及
び
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の
共
通
の
地
盤

で
あ
り
、
そ
れ
故
に
彼
等
の
一
人
の
発
見
で
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
る
に
こ
の
よ
う
な
魂
の
概
念
は
そ
れ
以
前
の

文
献
の
う
ち
に
は
全
く
、
或
は
殆
ど
全
く
見
出
さ
れ
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
同
時
代
人
に
由
来
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
が
、
我
々
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
以
外
に
そ
れ
を
帰
し
得
る
如
何
な
る
他

の
同
時
代
の
思
想
家
を
も
知
ら
な
い
の
で
あ
る
、
と
テ
イ
ラ
ー
は
云
っ
て
い
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
プ
シ
ュ
ケ
ー
（
魂
）
の
見
方
に
は
、
お
よ
そ
ホ
メ
ロ
ス
的
―
イ
オ
ニ

ア
的
見
方
と
オ
ル
フ
ィ
ッ
ク
的
―
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
的
見
方
と
が
あ
っ
た
。
ホ
メ
ロ
ス
に
お
い
て
は
プ
シ
ュ
ケ
ー
は



四
二
五

ソ
ク
ラ
テ
ス

文
字
通
り
に
幽
霊
（ghost

）
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
人
間
が
生
き
て
い
る
間
彼
の
う
ち
に
現
在
し
、
死
と

共
に
彼
か
ら
去
る
或
る
物
で
あ
る
。
そ
れ
は「
自
己
」で
あ
る
の
で
は
な
い
、ホ
メ
ロ
ス
に
と
っ
て
は「
英
雄
自
身
」

は
、
彼
の
プ
シ
ュ
ケ
ー
か
ら
区
別
さ
れ
て
、
彼
の
身
体
で
あ
っ
た
。
彼
の
プ
シ
ュ
ケ
ー
が
彼
か
ら
去
っ
た
場
合
人

間
は
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、プ
シ
ュ
ケ
ー
は
我
々
が
今
日
理
解
す
る
意
味
に
お
け
る
「
意
識
生
活
」

と
何
等
か
の
関
係
を
有
す
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
身
体
を
去
っ
た
プ
シ
ュ
ケ
ー
も
何
等
の
意

識
を
有
せ
ず
、
そ
れ
は
人
間
の
影
の
如
き
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
根
本
に
お
い
て
、
人
間
が
生
き
て
い

る
間
は
吸
い
込
み
、
彼
が
「
息
絶
え
る
」
と
き
に
は
最
後
に
吐
き
出
す
「
息
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
イ
オ
ニ
ア

哲
学
に
お
い
て
も
同
様
に
プ
シ
ュ
ケ
ー
は
息
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
即
ち
ホ
メ
ロ
ス
及
び
イ
オ
ニ
ア
哲
学
に
お

け
る
プ
シ
ュ
ケ
ー
は
自
然
物
で
あ
っ
て
、私
の「
人
格
」の
永
続
的
な
個
別
的
な
担
い
手
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

他
方
オ
ル
フ
ィ
ッ
ク
宗
教
並
び
に
初
期
の
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
教
団
に
お
い
て
は
、
プ
シ
ュ
ケ
ー
は
一
層
重
要
な
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
永
続
的
な
個
別
性
を
有
し
、
従
っ
て
不
死
の
も
の
で
あ
り
、
実
に
そ
れ
は
一
時
肉
体
に
宿
っ

た
神
に
ほ
か
な
ら
な
い
。信
者
に
と
っ
て
の
重
大
事
は
、或
は
道
徳
的
な
、或
は
儀
礼
的
な
生
活
の
規
則
を
実
行
し
、

こ
れ
に
よ
っ
て
プ
シ
ュ
ケ
ー
を
生
死
の
車
か
ら
解
放
し
、
そ
の
神
々
の
間
に
お
け
る
場
所
に
復
位
さ
せ
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
プ
シ
ュ
ケ
ー
は
「
我
々
の
衷
な
る
も
の
」
と
し
て
の
魂
、
そ
の
効
験
で
我
々
が
賢
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と
か
愚
と
か
、善
と
か
悪
と
か
と
云
わ
れ
る
よ
う
な
魂
で
は
な
か
っ
た
。そ
れ
は
、オ
ル
フ
ィ
ッ
ク
教
徒
に
よ
れ
ば
、

我
々
の
正
常
な
覚
醒
せ
る
自
己
が
休
止
し
て
い
る
場
合
、
即
ち
夢
や
幻
想
や
恍
惚
状
態
に
お
い
て
そ
の
活
動
を
現

す
も
の
で
あ
る
。
ピ
ン
ダ
ロ
ス
が
云
っ
た
如
く
、「
プ
シ
ュ
ケ
ー
は
四
肢
の
働
く
と
き
に
は
眠
っ
て
い
る
が
、
人
々

の
眠
に
お
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
の
夢
の
う
ち
に
差
し
迫
れ
る
吉
凶
を
予
告
す
る
」。
私
の
知
性
と
私
の
人
格
と
は
私

の
衷
に
お
け
る
プ
シ
ュ
ケ
ー
に
属
す
る
の
で
な
く
、
そ
の
不
死
も
本
来
の
意
味
に
お
い
て
は
私
の
不
死
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
オ
ル
フ
ィ
ッ
ク
か
ら
深
い
影
響
を
受
け
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
オ
ル
フ
ィ

ッ
ク
の
霊
的
道
徳
及
び
宗
教
の
発
展
に
と
っ
て
要
求
さ
れ
て
い
た
の
は
、
魂
に
つ
い
て
の
配
慮
の
重
大
性
を
説
く

オ
ル
フ
ィ
ッ
ク
の
主
張
が
、
こ
の
無
上
に
貴
い
プ
シ
ュ
ケ
ー
と
正
常
な
人
格
的
知
性
及
び
徳
性
の
座
と
を
同
一
に

考
え
る
思
想
と
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
が
ま
さ
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
魂
の
教
説
に
お
い
て

為
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
以
前
の
思
想
家
が
天
文
学
や
生
物
学
に
与
え
た
と
こ
ろ
の
中
心
的

位
置
を
人
間
の
行
為
に
与
え
、
哲
学
を
「
天
上
か
ら
地
上
へ
」
連
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
彼
の

事
業
は
、
自
然
学
及
び
神
智
学
か
ら
或
は
二
者
の
何
等
か
の
混
合
か
ら
区
別
さ
れ
る
或
る
物
と
し
て
哲
学
を
決
定

的
に
創
造
し
た
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
彼
の
魂
の
概
念
は
、
オ
ル
フ
ィ
ッ
ク
の
プ
シ
ュ
ケ
ー
の
あ
ら
ゆ
る
重
要

性
と
永
続
的
な
個
別
性
と
を
有
し
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
記
述
に
依
れ
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
魂
の
不
死
を
堅
く
信
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じ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
は
す
べ
て
の
人
々
に
対
し
て
「
魂
の
面
倒
を
み
る
こ
と
」、「
そ
れ
を
で
き

る
だ
け
善
く
す
る
こ
と
」
が
最
も
大
切
な
義
務
で
あ
る
こ
と
を
教
え
た
。
し
か
も
こ
の
魂
は
我
々
の
正
常
な
規
範

的
な
自
己
と
同
一
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
面
倒
を
み
る
こ
と
は
儀
礼
的
な
禁
欲
や
浄
め
を
実
行
す
る
こ
と
に
あ
る
の

で
な
く
、
却
っ
て
合
理
的
な
思
惟
と
合
理
的
な
行
為
と
を
教
養
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
彼
の
プ
シ
ュ
ケ
ー

は
ま
さ
に
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
。
人
間
の
義
務
は
、
彼
が
信
じ
ま
た
為
す
こ
と
に
「
説
明
を
与
え
る
」
こ
と
の
で
き
る

こ
と
、
そ
れ
が
合
理
的
根
拠
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
合
理
的
な
理
由
を
与
え
得
な
い
こ
と
を
言
い
ま
た
為
す
こ

と
は
、
魂
に
つ
い
て
の
配
慮
に
無
関
心
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
第
一
の
仕

事
が
蒙
昧
な
る
者
に
彼
等
の
無
知
を
知
ら
し
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
も
、
こ
れ
に
依
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
ま
た

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
本
来
の
意
味
に
お
け
る
徳
は
魂
の
徳
で
あ
り
、
こ
の
も
の
こ
そ
す
べ
て
の
人
が
最
も
身
に

つ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
魂
の
説
に
よ
っ
て
彼
の
倫
理
に
お
け
る
幸
福
主
義
は
よ
り
高
い
も
の

に
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

既
に
述
べ
た
如
く
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
倫
理
は
人
格
主
義
で
あ
っ
た
。
こ
の
人
格
主
義
は
も
ち
ろ
ん
個
人
の
意
義

を
認
め
、
こ
れ
を
重
ん
ず
る
。
ソ
フ
ィ
ス
ト
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
た
当
時
の
社
会
の
個
人
主
義
的
傾
向
は
ソ
ク
ラ

テ
ス
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
た
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
人
格
主
義
は
ソ
フ
ィ
ス
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ト
流
の
個
人
主
義
に
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
人
間
的
自
己
の
本
質
を
魂
に
お
い
て
、
ロ
ゴ
ス
に
お
い
て
、
こ
の

自
己
の
う
ち
に
お
け
る
普
遍
的
な
も
の
に
お
い
て
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
魂
の
面
倒
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
求
め

ら
れ
た
の
は
精
神
的
自
己
完
成
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
他
の
人
々
と
、社
会
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た
。

ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、「
私
が
善
に
お
い
て
生
長
し
て
お
り
且
つ
私
が
友
人
た
ち
を
よ
り
善

く
し
て
い
る
」
の
を
考
え
る
こ
と
よ
り
も
大
き
な
快
楽
は
な
い
と
云
っ
て
い
る
（M

em
., I, 6, 9

）。
彼
の
快
楽
は

自
己
の
完
成
と
且
つ
他
の
人
々
の
完
成
と
に
あ
っ
た
。そ
こ
に
彼
の
教
育
家
と
し
て
の
使
命
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

彼
の
関
心
は
個
人
の
人
格
に
向
け
ら
れ
て
い
た
と
共
に
社
会
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
彼
の
人
格
主
義
は
、
社
会
的

に
は
他
の
人
々
に
、
個
人
的
に
は
自
己
自
身
に
、
関
心
し
、
社
会
倫
理
的
課
題
と
個
人
倫
理
的
課
題
と
の
両
者
に

向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
彼
の
人
格
主
義
は
既
に
単
な
る
個
人
主
義
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
ソ

フ
ィ
ス
ト
の
多
く
が
外
来
者
で
あ
り
、
一
種
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
で
あ
っ
た
の
に
反
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
心
は

彼
の
国
家
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た
。
彼
の
夢
は
全
人
類
を
、
諸
民
族
を
幸
福
に
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
彼
は
彼

の
活
動
舞
台
と
し
て
全
ギ
リ
シ
ア
を
さ
え
念
頭
に
お
い
て
い
な
い
。
彼
の
関
心
は
専
ら
ア
テ
ナ
イ
に
向
け
ら
れ
、

彼
の
活
動
は
こ
の
「
智
慧
と
精
神
の
力
に
お
い
て
最
も
大
に
し
て
最
も
有
名
な
町
」
と
離
れ
難
く
結
び
付
け
ら
れ

て
い
た
。
国
家
と
国
法
と
に
対
す
る
彼
の
態
度
は『
ク
リ
ト
ン
』に
お
け
る
次
の
言
葉
の
う
ち
に
現
れ
て
い
る
、「
祖
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ソ
ク
ラ
テ
ス

国
の
命
ず
る
も
の
は
、そ
れ
が
殴
打
で
あ
れ
、拘
禁
で
あ
れ
、ま
た
負
傷
も
し
く
は
戦
死
の
虞
れ
あ
る
戦
場
に
我
々

を
送
る
こ
と
で
あ
れ
、
黙
っ
て
こ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
当
然
為
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
ま
た

正
義
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
は
逃
亡
し
た
り
退
却
し
た
り
そ
の
持
場
を
棄
て
た
り
す
る
こ
と

な
く
、
戦
場
や
法
廷
や
そ
の
他
何
処
に
お
い
て
も
、
お
よ
そ
祖
国
の
命
ず
る
と
こ
ろ
は
こ
れ
を
実
行
す
る
か
、
或

は
本
来
の
正
義
に
従
っ
て
こ
れ
を
説
得
す
る
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
か
く
の
如
く
彼
の
国
家
を
尊
重
し
た

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
単
な
る
個
人
主
義
者
で
あ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
一
般
に
ギ
リ
シ
ア
人
に
お
い
て
は
私
的

行
動
の
原
理
と
公
的
行
動
の
原
理
と
の
間
に
、
倫
理
学
と
政
治
学
と
の
間
に
区
別
が
存
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
ソ

ク
ラ
テ
ス
も
ま
た
彼
の
善
の
観
念
を
単
に
個
人
に
の
み
で
な
く
、
国
家
や
そ
の
政
治
家
の
倫
理
に
も
適
用
し
た
の

で
あ
る
。

既
に
彼
の
方
法
が
対
話
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
即
ち
共
同
し
て
真
理
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
か
ら
も
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
そ
の
倫
理
が
社
会
倫
理
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。「
も
し
私
が
何
か
善
を
知
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
私
は
そ
れ
を
他
の
人
々
に
も
教
え
、
ま
た
彼
等
を
、

彼
等
が
そ
の
人
々
か
ら
徳
に
お
い
て
何
か
利
益
を
得
る
と
私
が
考
え
る
人
々
に
紹
介
す
る
」、
と
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン

に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ア
ン
テ
ィ
フ
ォ
ン
に
対
し
て
語
っ
て
い
る
（M

em
., I, 6, 14

）。
か
よ
う
に
し
て
ソ
ク
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ラ
テ
ス
に
と
っ
て
道
徳
的
で
あ
る
者
は
教
育
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
教
育
的
で
な
い
よ
う
な
道
徳
家
は
真
に
道

徳
的
で
な
く
、
社
会
人
と
し
て
の
自
覚
を
有
し
な
い
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
い

て
は
倫
理
と
教
育
と
は
一
つ
に
結
び
付
い
て
い
た
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
知
的
及
び
道
徳
的
探
求
は
「
共
同
の
相
談
」（koinh:/ bouleuvesqai

）、「
共
同
の
研
究
」

（koinh:/ skevptesqai
）で
あ
っ
た
が
、そ
の
こ
と
は
既
に
云
っ
た
如
く
エ
ロ
ス（
愛
）を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
彼
に
お
い
て
友
情
（φiliva

）
は
極
め
て
高
く
評
価
さ
れ
た
。「
本
性
上
人
間
は
友
情
を
有
し
て
い
る
、

な
ぜ
な
ら
人
間
は
互
い
に
必
要
と
し
、
同
情
を
感
じ
、
彼
等
の
共
同
の
善
の
為
め
に
一
緒
に
働
き
、
そ
し
て
、
こ

の
事
実
を
認
識
し
て
、
互
い
に
感
謝
す
る
」（M

em
., II, 6, 21

）。
友
情
は
学
問
的
研
究
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
の

み
で
な
く
、
人
間
の
社
会
的
結
合
の
基
礎
で
あ
り
、
道
徳
的
向
上
に
と
っ
て
も
欠
く
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
。

友
情
的
エ
ロ
ス
の
本
質
は
、
感
覚
的
な
欲
望
を
抑
え
て
、
互
い
に
信
頼
し
、
他
の
善
行
に
報
い
る
こ
と
に
熱
心
で

あ
り
、
す
べ
て
喜
ん
で
助
に
赴
く
こ
と
、
互
い
に
道
徳
的
に
励
み
合
う
こ
と
、
精
神
的
完
成
へ
の
共
同
の
努
力
に

あ
る
の
で
あ
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
如
何
に
祖
国
と
そ
の
法
に
対
し
て
忠
実
で
あ
っ
た
か
は
、
ま
た
『
ク
リ
ト
ン
』
の
次
の
言
葉
に

お
い
て
明
ら
か
に
窺
わ
れ
る
。「
祖
国
と
は
、
母
よ
り
も
父
よ
り
も
、
ま
た
そ
の
他
す
べ
て
の
祖
先
よ
り
も
、
も
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ソ
ク
ラ
テ
ス

っ
と
貴
く
、
も
っ
と
崇
く
、
ま
た
も
っ
と
神
聖
で
あ
っ
て
、
神
々
や
理
性
あ
る
人
間
た
ち
に
よ
っ
て
更
に
尊
重
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
」、
そ
の
こ
と
を
疑
う
の
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
は
「
不
賢
明
」
に
思
わ
れ
た
。
戦
場
や
法

廷
、
そ
の
他
何
処
に
お
い
て
も
国
家
と
祖
国
の
命
ず
る
と
こ
ろ
を
行
う
の
が
「
正
義
」（divkaion

）
で
あ
る
。
国

法
（novmoi

）
即
ち
「
国
民
が
同
意
に
よ
っ
て
何
が
為
さ
る
べ
き
か
ま
た
何
が
避
け
ら
る
べ
き
か
に
つ
い
て
制
定

し
た
も
の
」（M

em
., IV, 4, 13

）
は
、
た
と
い
そ
れ
が
誤
っ
て
適
用
さ
れ
も
し
く
は
違
反
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
に

し
て
も
、絶
対
的
に
妥
当
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
国
家
に
お
い
て
法
に
従
っ
て
生
活
す
る
者
は
正
し
く
（divkaioV

）

或
は
合
法
的
（novmimoV

）
で
あ
り
、
こ
れ
を
犯
す
者
は
違
法
的
（a[nomoV

）
或
は
不
正
（a[dikoV

）
で
あ
る
。
も

し
祖
国
が
ひ
と
に
何
事
か
に
服
従
す
る
よ
う
に
命
じ
、そ
し
て
彼
が
そ
れ
に
服
従
す
べ
き
で
な
い
と
信
ず
る
場
合
、

彼
に
は
正
し
い
仕
方
で
説
得
に
よ
っ
て
祖
国
に
働
き
掛
け
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
決
し
て
暴
力
を

も
っ
て
す
べ
き
で
は
な
い
。
国
法
に
服
従
し
な
い
者
は
、
三
重
の
不
正
を
行
う
者
で
あ
る
、
と
国
法
は
主
張
す
る

の
で
あ
る
、「
即
ち
彼
は
そ
の
生
を
賦
与
せ
る
我
々
国
法
に
服
従
せ
ず
、
そ
の
養
育
者
に
服
従
せ
ず
、
ま
た
、
服

従
を
約
し
て
お
き
な
が
ら
服
従
せ
ず
、
さ
れ
ば
と
い
っ
て
我
々
国
法
が
不
正
を
行
っ
た
と
き
こ
れ
を
説
得
し
よ
う

と
す
る
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
蓋
し
我
々
国
法
が
命
令
す
る
の
は
た
だ
提
議
す
る
ま
で
で
乱
暴
に
履
行
を
強

要
す
る
の
で
は
な
く
、
我
々
国
法
に
非
を
悟
ら
せ
る
か
若
く
は
こ
れ
を
履
行
す
る
か
、
二
つ
に
一
つ
を
選
ぶ
こ
と
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を
許
し
て
い
る
の
に
、
彼
は
二
つ
の
う
ち
の
孰
れ
を
も
履
行
し
な
い
の
で
あ
る
」。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
実
際
そ
の
よ

う
に
行
動
し
た
。
彼
は
裁
判
に
従
っ
て
、
国
法
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
を
誤
っ
て
適
用
す
る
人
間
か
ら
、
不
正
を

蒙
る
者
と
し
て
毒
杯
を
飲
む
こ
と
を
選
び
、
し
か
し
他
方
彼
は
生
涯
を
通
じ
て
現
実
の
国
家
に
対
す
る
率
直
な
批

判
を
、
そ
の
国
法
を
変
ず
る
よ
う
に
説
得
す
る
目
的
に
お
い
て
、
保
持
し
た
の
で
あ
る
。
半
ば
無
政
府
的
に
、
半

ば
反
動
的
に
見
え
た
当
時
の
ア
テ
ナ
イ
の
国
家
に
対
し
て
彼
は
多
く
の
不
満
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
依
れ
ば
、
国
家
の
価
値
は
国
民
生
活
が
善
に
つ
い
て
の
真
の
知
識
を
根
柢
と
す
る
程
度
に
依
存

す
る
。
一
般
に
善
い
人
と
は
智
慧
あ
る
人
の
こ
と
で
あ
る
故
に
、
善
い
政
治
家
も
ま
た
政
治
に
つ
い
て
の
知
識
を

有
す
る
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
病
気
に
お
い
て
は
そ
の
専
門
的
知
識
を
有
す
る
医
者
が
、
航
海
に
お
い
て
は

そ
の
専
門
的
知
識
を
有
す
る
船
長
が
、
農
業
に
お
い
て
は
そ
の
専
門
的
知
識
を
有
す
る
農
夫
が
人
々
を
支
配
す

る
と
同
じ
よ
う
に
、
国
政
に
お
い
て
も
そ
の
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
が
支
配
す
べ
き
で
あ
る
。「
王
や
支
配
者

は
、
王
杖
を
持
て
る
者
で
も
、
任
意
の
人
々
か
ら
選
ば
れ
た
者
で
も
、
籤
が
当
っ
た
人
で
も
、
暴
力
或
は
欺
瞞
に

よ
っ
て
そ
れ
に
達
し
た
人
で
も
な
く
、
却
っ
て
支
配
す
る
こ
と
を
知
れ
る
者
で
あ
る
」（M

em
., III, 9, 10

）。
か

く
の
如
き
思
想
を
有
し
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
ア
テ
ナ
イ
の
国
制
に
対
し
て
実
際
上
は
ど
こ
ま
で
も
忠
実
で
あ
っ
た
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に
し
て
も
、
民
主
政
治
の
原
理
、
即
ち
善
に
つ
い
て
の
何
等
の
知
識
を
有
せ
ず
、
こ
の
知
識
が
為
政
者
に
と
っ
て

必
要
な
資
格
で
あ
る
の
を
考
え
た
こ
と
さ
え
も
な
い
民
衆
の
主
権
を
善
い
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
当

然
で
あ
ろ
う
。
プ
ラ
ト
ン
の
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
や
『
ポ
リ
テ
イ
ア
』　

に
お
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
語
っ
て
い
る
紀

元
前
五
世
紀
の
ア
テ
ナ
イ
の
民
主
政
治
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
は
プ
ラ
ト
ン
の
も
の
で
あ
る
よ
り
も
寧
ろ
ソ
ク
ラ

テ
ス
自
身
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。『
ポ
リ
テ
イ
ア
』
に
依
れ
ば
、
民
主
政
治
の
原
理
こ
そ
、
指
導
者
の

資
格
と
し
て
知
性
或
は
徳
性
の
卓
越
を
要
求
す
る
こ
と
を
拒
む
も
の
で
あ
る
。
ま
た
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
に
お
い
て

は
、
テ
ミ
ス
ト
ク
レ
ス
か
ら
ペ
リ
ク
レ
ス
ま
で
、
部
分
的
に
は
ア
リ
ス
テ
ィ
デ
ス
の
み
を
例
外
と
し
て
、
ア
テ
ナ

イ
の
民
主
政
治
の
す
べ
て
の
有
名
な
指
導
者
が
厳
し
く
非
難
さ
れ
て
い
る
。
彼
等
の
誰
も
人
生
に
お
い
て
必
要
な

唯
一
の
も
の
即
ち
善
の
知
識
を
有
し
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
等
の
誰
も
、
ア
リ
ス
テ
ィ
デ
ス
で
さ
え
も
、
彼

の
有
し
た
何
等
の
善
も
彼
自
身
の
息
子
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
し
、
ま
た
誰
も
、
多
分
ア
リ
ス
テ
ィ
デ

ス
を
除
い
て
、
民
衆
の
魂
の
面
倒
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
善
く
し
な
か
っ
た
か
ら
。
テ
ミ
ス
ト
ク
レ
ス
や

ペ
リ
ク
レ
ス
な
ど
は
ア
テ
ナ
イ
を
強
力
に
し
富
裕
に
し
た
け
れ
ど
も
、
民
衆
の
道
徳
の
た
め
に
は
彼
等
は
何
事
も

為
さ
な
か
っ
た
。
彼
等
は
こ
の
町
を
船
や
ド
ッ
ク
で
充
し
は
し
た
が
正
義
で
充
し
は
し
な
か
っ
た
、
世
俗
的
な
繁

栄
を
齎
し
は
し
た
が
、
真
の
道
徳
的
理
想
を
与
え
は
し
な
か
っ
た
。
彼
等
は
民
衆
の
有
力
な
「
肉
体
の
僕
」
で
あ
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っ
た
に
し
て
も
、
真
の
政
治
家
が
あ
る
べ
き
よ
う
に
、
そ
の
「
医
者
」
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
有
名
な
ア
テ

ナ
イ
の
政
治
家
た
ち
が
彼
等
の
息
子
に
善
を
伝
え
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
彼
等
の
善
が
真
正
の
も
の
で

な
か
っ
た
証
拠
で
あ
る
と
い
う
議
論
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
始
終
用
い
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
議
論
の
根

柢
に
は
倫
理
と
教
育
と
を
一
つ
に
考
え
る
思
想
が
横
た
わ
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
依
れ
ば
、
政
治

は
最
善
の
も
の
（a[riston

）
の
支
配
と
い
う
意
味
に
お
い
て aristocracy

（
貴
族
政
治
）
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
固
よ
り
門
閥
の
貴
族
主
義
で
な
く
、
精
神
の
貴
族
主
義
、
知
識
あ
る
者
の
貴
族
主
義
を
意
味
し
た
の
で
あ

る
。
政
治
は
す
べ
て
そ
れ
に
つ
い
て
専
門
の
知
識
あ
る
者
の
手
に
委
ね
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ

る
。か

く
の
如
き
要
求
は
単
に
為
政
者
に
の
み
関
す
る
の
で
は
な
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
専
門
の
知
識
（
エ
ピ
ス
テ
ー

メ
ー
）
を
基
礎
と
す
る
社
会
の
新
し
い
編
制
を
欲
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
知
識
は
し
か
し
彼
に
と
っ
て
手

工
業
者
、
芸
術
家
、
国
家
の
官
吏
、
軍
人
等
が
彼
等
の
職
業
の
た
め
に
必
要
と
す
る
技
術
的
知
識
を
意
味
す
る
に

止
ま
ら
な
い
で
、
一
般
に
あ
ら
ゆ
る
活
動
領
域
に
対
す
る
知
性
的
教
養
を
意
味
し
た
。
そ
れ
は
知
識
で
あ
る
と
同

時
に
能
力
で
あ
り
、
ひ
と
を
真
の
意
味
に
お
け
る tecnikovV
（
技
術
家
）
に
な
す
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
知

識
を
各
人
は
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
固
よ
り
境
遇
に
従
っ
て
異
な
る
も
の
で
あ
る
、
そ
れ
だ
か
ら
ソ
ク
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ラ
テ
ス
は
一
方
に
お
い
て
す
べ
て
の
個
人
を
絶
対
に
平
等
と
見
る
こ
と
を
好
ま
ず
、
他
方
に
お
い
て
各
々
の
個
人

が
彼
の
専
門
の
知
識
と
能
力
に
応
じ
て
社
会
の
全
体
の
う
ち
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
を
求
め
た
。
そ
の
す
べ
て

の
部
分
に
お
い
て
専
門
の
知
識
と
能
力
を
基
礎
と
す
る
文
化
を
現
す
社
会
が
実
現
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
同
時
に

最
高
の
道
徳
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
専
門
の
知
識
（
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
）
は
道
徳
的
知
見
（
プ
ロ
ネ
シ
ス
）

と
つ
ね
に
結
び
付
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
各
人
が
そ
の
位
置
に
就
き
、
各
人
が
そ
の
位
置
に
お
い
て
道
徳
的
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
社
会
の
理
想
的
状
態
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
ま
さ
に
プ
ラ
ト
ン
が
『
ポ
リ
テ
イ
ア
』
に
お
い
て

描
い
た
理
想
国
の
思
想
で
あ
り
、
プ
ラ
ト
ン
は
恐
ら
く
そ
れ
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
吹
き
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。
尤
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
理
想
家
で
あ
る
ほ
か
、
或
る
意
味
に
お
い
て
は
現
実
家
で
あ
っ
た
。
暴
力

的
な
革
命
は
彼
の
心
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
た
。
支
配
な
し
に
国
家
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
現
存
の
状
態
も
直
ち

に
排
棄
さ
る
べ
き
で
な
い
価
値
を
有
す
る
筈
で
あ
り
、
国
法
は
個
人
に
よ
っ
て
自
発
的
に
承
認
さ
る
べ
き
も
の
で

あ
る
、
も
と
よ
り
そ
れ
を
善
く
す
る
た
め
に
「
説
得
す
る
」
目
的
を
も
っ
て
そ
れ
に
批
判
を
加
え
て
も
善
い
が
、

そ
れ
が
存
在
す
る
間
は
そ
れ
は
神
聖
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
自
発
的
に
服
従
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
ソ

ク
ラ
テ
ス
は
考
え
、
そ
し
て
そ
の
通
り
に
彼
は
実
行
し
た
の
で
あ
る
。
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最
後

さ
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
紀
元
前
三
九
九
年
、
彼
の
七
十
歳
の
と
き
、
裁
判
に
よ
っ
て
処
刑
さ
れ
た
。
告
訴
者
は
メ

レ
ト
ス
と
ア
ニ
ュ
ト
ス
と
リ
ュ
コ
ン
の
三
人
で
あ
る
。
告
訴
状
に
云
わ
れ
て
い
る
、「
こ
の
訴
状
は
ピ
ッ
テ
オ
ス

の
メ
レ
ト
ス
の
子
メ
レ
ト
ス
に
よ
っ
て
ア
ロ
ー
ペ
ケ
ー
の
ソ
フ
ロ
ニ
ス
コ
ス
の
子
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
対
し
て
提
起
さ

れ
宣
誓
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
国
家
の
定
め
る
神
々
を
信
ず
る
こ
と
な
く
、
他
の
新
し
い
ダ
イ
モ

ニ
ア
を
導
き
入
れ
た
点
に
お
い
て
、
更
に
ま
た
青
年
を
腐
敗
さ
せ
た
点
に
お
い
て
罪
が
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
罪
は

死
に
値
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」（D

iogenes Laertius, II, 40

）。
即
ち
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
不
信
仰
と
青
年
の
誘
惑
と
い

う
二
つ
の
罪
名
に
お
い
て
告
訴
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
既
に
二
十
五
年
間
以
上
も
同
じ
活
動
に
従
事
し
て
い
た
。
し
か
る
に
こ
の
年
に
な
っ
て
告
訴
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
に
は
、
何
か
特
殊
な
事
情
が
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
年
の
五
年
前
ア

テ
ナ
イ
は
、
二
十
七
年
間
（
紀
元
前
四
三
一
―
四
〇
四
年
）
に
亙
る
ペ
ロ
ポ
ン
ネ
ソ
ス
戦
争
の
後
、
悲
惨
な
敗
北

を
経
験
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
と
共
に
三
十
人
寡
頭
政
治
が
現
れ
た
、
反
民
主
主
義
的
党
派
が
ア
テ
ナ
イ
の
敗
北
を
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利
用
し
て
権
力
を
獲
得
し
、
ス
パ
ル
タ
の
援
助
の
も
と
に
、
そ
の
政
敵
を
迫
害
し
、
彼
等
の
財
産
を
没
収
し
、
自

由
な
言
論
を
弾
圧
し
た
。
こ
の
専
制
政
治
は
今
は
終
っ
て
い
た
に
し
て
も
、
僅
か
四
年
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
、
そ

し
て
民
主
政
治
が
再
建
さ
れ
て
い
た
に
し
て
も
、
人
々
の
神
経
は
な
お
鎮
静
に
帰
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
紀
元
前

四
〇
四
―
四
〇
三
年
の
こ
の
ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る
革
命
と
反
革
命
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
何
等
関
係
を
有
し
な
か
っ
た

の
で
あ
る
が
、
彼
に
と
っ
て
の
不
幸
は
、
彼
の
仲
間
が
二
人
ま
で
三
十
人
寡
頭
政
治
に
参
加
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
即
ち
プ
ラ
ト
ン
の
近
親
で
あ
っ
た
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
と
カ
ル
ミ
デ
ス
と
が
そ
れ
で
あ
り
、
特
に
ク
リ
テ

ィ
ア
ス
は
「
三
十
人
」
の
中
の
最
も
過
激
な
分
子
の
一
人
で
あ
っ
た
。
更
に
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
の
場
合
、
ソ
ク
ラ

テ
ス
が
「
叛
逆
者
た
ち
を
教
育
し
た
」
と
見
ら
れ
る
ふ
し
が
あ
っ
た
。
彼
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
特
に
親
密
で
あ
っ
た
、

彼
は
彼
の
国
に
シ
ケ
リ
ア
遠
征
を
企
て
る
こ
と
を
説
得
し
、
そ
し
て
そ
の
計
画
を
ス
パ
ル
タ
に
打
明
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
ア
テ
ナ
イ
の
敗
北
の
原
因
を
作
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。彼
等
三
人
は
民
主
政
治
の
敵
で
あ
っ
た
、

ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
は
そ
れ
を
「
明
白
な
馬
鹿
ご
と
」
と
呼
び
、
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
と
カ
ル
ミ
デ
ス
と
は
そ
れ
を
血
に

浸
し
た
。
か
よ
う
に
し
て
「
叛
逆
者
た
ち
」
と
関
係
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
回
復
さ
れ
た
民
主
政
治
の
指
導

者
た
ち
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
対
す
る
疑
惑
を
惹
き
起
し
、
彼
は
裁
判
に
附
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ア
ル
キ
ビ
ア

デ
ス
と
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
と
は
そ
の
時
す
で
に
死
ん
で
い
た
が
、
民
主
主
義
者
た
ち
は
、
彼
等
の
叛
逆
を
使
嗾
し
た
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と
想
像
さ
れ
る
人
間
が
な
お
社
会
的
に
影
響
を
与
え
て
い
る
間
は
、安
心
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
叛
逆
の
使
嗾
者
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
人
々
を
捉
え
て
審
問
す
る
こ
と
を
や
め
ぬ
彼

の
批
判
的
精
神
は
以
前
か
ら
つ
ね
に
多
か
れ
少
な
か
れ
危
険
視
さ
れ
て
い
た
。
彼
の
批
判
的
精
神
は
、
三
十
人
寡

頭
政
治
に
対
し
て
も
批
判
を
怠
ら
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
ま
た
彼
は
国
家
と
国
法
と
を
ど
こ
ま
で
も
尊
重
し
た
に

も
拘
ら
ず
、
彼
が
ペ
リ
ク
レ
ス
の
死
後
に
生
長
し
た
種
類
の
民
主
政
治
に
対
し
て
同
情
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ

と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
遂
に
告
訴
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
重
要
な
一
般
的
な
原
因
は
、
当
時

の
激
動
的
な
ア
テ
ナ
イ
の
政
治
的
不
安
で
あ
る
。
こ
の
政
治
的
不
安
か
ら
、
国
家
を
愛
し
国
法
に
忠
実
で
あ
っ
た

ソ
ク
ラ
テ
ス
も
処
刑
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
り
、ま
た
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
の
如
き
豊
か
な
天
分
を
有
し
た
青
年
、

ク
リ
テ
ィ
ア
ス
の
如
き
広
い
教
養
を
有
し
た
人
間
も
、
こ
の
政
治
的
不
安
の
犠
牲
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
訴
状
の
第
二
の
点
、
即
ち
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
「
青
年
を
腐
敗
さ
せ
る
」
と
考
え
ら
れ
た
事
情
は
理

解
さ
れ
る
。
そ
の
第
一
の
点
、
即
ち
彼
が
「
国
家
の
定
め
る
神
々
を
信
ず
る
こ
と
な
く
、
他
の
新
し
い
ダ
イ
モ
ニ

ア
を
導
き
入
れ
た
」
と
い
う
点
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
宗
教
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

彼
は
若
い
時
か
ら
し
ば
し
ば
ダ
イ
モ
ニ
オ
ン
（to; daimovnion

）
の
声
を
開
く
と
い
う
よ
う
な
宗
教
的
性
格
の
人

で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
彼
の
宗
教
は
伝
統
的
な
国
民
的
宗
教
と
完
全
に
一
致
す
る
も
の
で
な
く
、
保
守
的
な
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人
か
ら
非
正
統
的
と
し
て
非
難
さ
れ
得
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
家

に
お
い
て
、
ま
た
公
の
祭
壇
に
お
い
て
犠
牲
を
捧
げ
た
と
云
っ
て
い
る
が
（M

em
., I, 1, 2

）、
内
心
に
お
け
る
声

と
し
て
聞
か
れ
た
ダ
イ
モ
ニ
オ
ン
を
信
じ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
祈
り
が
一
般
民
衆
の
礼
拝
と
同
じ
で
あ
っ
た
と
は
考

え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
プ
ラ
ト
ン
の
『
ア
ポ
ロ
ギ
ア
』
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
が
告
訴
の
第
一
の
点
に

対
し
て
曖
昧
に
し
て
い
る
の
も
偶
然
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
更
に
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
が
ア
テ
ナ
イ
人
の
神

聖
視
し
た
エ
レ
ウ
シ
ス
の
秘
教
を
冒
涜
し
た
一
団
と
関
係
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
罪
を
帰
せ
ら
れ
た
と
い

う
事
件
が
あ
っ
た
、
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
は
そ
の
た
め
に
ス
パ
ル
タ
に
逃
れ
、
そ
し
て
ア
テ
ナ
イ
人
に
対
す
る
憎
悪

か
ら
ス
パ
ル
タ
人
の
ア
テ
ナ
イ
に
対
す
る
敵
意
を
煽
動
し
た
と
い
う
こ
と
が
人
々
の
記
憶
に
残
っ
て
い
た
。
ま
た

ク
リ
テ
ィ
ア
ス
は
、
神
々
は
利
口
な
保
守
主
義
者
に
よ
っ
て
道
徳
を
支
え
る
た
め
に
発
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

説
明
し
た
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
当
時
の
政
治
的
事
情
の
光
の
も
と
に
お
い
て
見
る
な
ら
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
対
す
る
告
訴
の
意

味
は
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
メ
レ
ト
ス
の
名
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
告
訴
の
主
唱
者
は
ア
ニ
ュ

ト
ス
で
あ
っ
た
、
彼
は
穏
和
な
民
主
主
義
者
で
あ
り
、
宗
教
上
に
お
い
て
も
狂
信
的
で
は
な
か
っ
た
、
彼
は
実
際

に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
血
を
流
す
こ
と
を
欲
し
た
の
で
な
く
、
死
刑
を
要
求
し
た
目
的
は
単
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
自
己
の



四
四
〇

安
全
の
た
め
に
国
外
に
逃
れ
て
彼
の
活
動
か
ら
身
を
退
く
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
告
訴
は
紀
元
前
四
〇
一
年
に

提
起
さ
れ
た
が
、
裁
判
は
実
際
に
は
三
九
九
年
に
行
わ
れ
た
。
こ
の
遅
延
は
四
〇
四
―
四
〇
三
年
の
革
命
と
反
革

命
に
よ
っ
て
法
廷
の
事
務
が
混
乱
に
陥
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
間
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
国

外
へ
逃
亡
す
る
こ
と
な
く
、
静
か
に
ア
テ
ナ
イ
に
留
ま
っ
て
裁
判
を
待
っ
た
。
裁
判
の
模
様
は
プ
ラ
ト
ン
の
『
ア

ポ
ロ
ギ
ア
』
に
お
い
て
信
じ
得
る
正
確
さ
を
も
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
我
々
は
そ
こ
に
死
を
逃
れ
よ
う
と
す
る

こ
と
な
く
彼
の
生
涯
の
原
理
と
使
命
と
に
忠
実
で
あ
っ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
の
結
果
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
有
罪
を
宣
告
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ア
テ
ナ
イ
の
慣
行
に
依
れ
ば
、
死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
者
は
二
十
四
時
間
内
に
刑
の
執
行
を
さ
れ
る
筈
で
あ
っ
た

が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
場
合
偶
然
の
事
情
か
ら
更
に
一
ケ
月
の
間
、
彼
は
獄
中
で
過
し
た
。
ア
テ
ナ
イ
人
は
毎
年
デ

ロ
ス
に
船
を
送
っ
て
ア
ポ
ロ
ン
に
供
物
を
献
じ
て
い
た
が
、
そ
の
船
が
出
て
か
ら
帰
っ
て
来
る
ま
で
ア
テ
ナ
イ
に

お
い
て
は
死
刑
を
執
行
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
判
決
が
あ
っ
た
時
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
神

聖
な
期
間
に
当
っ
て
い
た
の
で
、
彼
の
死
刑
は
こ
の
期
間
が
終
る
ま
で
延
期
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
ひ
ま
に

彼
の
仲
間
ク
リ
ト
ン
等
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
逃
亡
を
勧
め
、
ま
た
そ
の
準
備
も
し
た
が
、
国
法
を
尊
重
す
る
ソ
ク
ラ

テ
ス
は
応
じ
な
か
っ
た
。
こ
の
間
の
事
情
は
プ
ラ
ト
ン
の
『
ク
リ
ト
ン
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
遂
に
紀



四
四
一

ソ
ク
ラ
テ
ス

元
前
三
九
九
年
の
晩
春
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
毒
杯
を
仰
い
で
死
に
就
い
た
の
で
あ
る
。
彼
の
最
後
の
日
の
獄
舎
に
お

け
る
有
様
は
プ
ラ
ト
ン
の
最
大
の
文
学
的
作
品『
フ
ァ
イ
ド
ン
』に
描
か
れ
て
い
る
。『
ア
ポ
ロ
ギ
ア
』『
ク
リ
ト
ン
』

『
フ
ァ
イ
ド
ン
』
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
不
朽
に
伝
え
る
、
い
わ
ば
三
部
作
で
あ
る
。
彼
の
臨
終
の
言
葉
は
こ
う
で
あ

っ
た
と
い
う
、「
お
お
ク
リ
ト
ン
、
ア
ス
ク
レ
ビ
オ
ス
に
鶏
一
羽
の
負
債
が
あ
る
、
捧
げ
て
ほ
し
い
、
忘
れ
ず
に
」。

か
よ
う
に
し
て
プ
ラ
ト
ン
に
依
れ
ば
、「
我
々
の
友
人
、
我
々
の
判
断
し
て
、
我
々
の
知
っ
て
い
る
人
々
の
う

ち
最
も
善
く
、
ま
た
特
に
最
も
知
識
に
深
く
、
最
も
正
義
で
あ
っ
た
人
」
は
世
を
去
っ
た
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ

ス
の
死
は
も
ち
ろ
ん
不
当
の
も
の
で
あ
っ
た
、
尤
も
そ
れ
は
当
時
の
ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る
精
神
的
並
び
に
政
治
的

事
情
か
ら
は
理
解
さ
れ
難
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
真
実
に
は
、
彼
は
彼
の
哲
学
と
使
命
と
の
た
め
に
自
己
を

犠
牲
に
し
た
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
キ
リ
ス
ト
と
同
様
そ
の
死
に
よ
っ
て
偉
大
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
彼
の

死
な
し
に
は
歴
史
に
お
け
る
彼
の
影
響
を
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。



解
題

「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
」
の
親
本
：
岩
波
講
座
『
世
界
思
潮
』（1929

年
３
月
発
行
）

「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
学
」
の
親
本
：『
大
思
想
文
庫
』
第
二
巻1935

（
昭
和
10
）
年
６
月　

岩
波
書
店
刊

「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
」
の
親
本
：『
大
教
育
家
文
庫
』
第
十
巻　

1938

（
昭
和
13
）
年
10
月　

岩
波
書
店
刊

「
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
の
親
本
：1939

（
昭
和
14
）
年
６
月　
『
大
教
育
家
文
庫
』
第
八
巻　

岩
波
書
店
刊

底
本
：
三
木
清
全
集
第
九
巻　

1967
年
六
月
十
七
日　

岩
波
書
店
刊　
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