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ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
の
ジ
ョ
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

　
　
　
政
治
的
徳
性
（
言
、
婁
。
。
）
を
め
ぐ
っ
て

柴
　
田
　
平
　
三

郎

ソールズベリのジョンとアリストテレス

IV皿HI
は
じ
め
に
ー
「
政
治
」
観
念
の
十
三
世
紀
起
源
説
へ
の
疑
問

ジ
ョ
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

シ
ョ
ン
の
政
治
論
に
お
け
る
「
中
庸
」
の
徳

お
わ
り
に
　
　
ジ
ョ
ン
の
政
治
論
と
「
オ
ル
ガ
ノ
ン
」

1
　
は
じ
め
に

　
現
代
の
政
治
思
想
史
家
の
ひ
と
り
、

う
言
葉
の
歴
史
」
と
題
す
る
比
較
的
最
近
の
論
稿
（
一
九
八
七
年
）
を
次
の
よ
う
に
書
き
始
め
て
い
る
。

　
「
初
期
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
政
治
b
o
隷
融
霧
と
い
う
言
葉
の
歴
史
は
十
三
世
紀
に
始
ま
る
。
他
の
例
の
場
合
と
同
様
に
、
近
代

の
政
治
的
語
彙
の
起
源
は
後
期
中
世
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
の
ジ
ョ
ン
は
既
に
『
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス
』
の
な
か

　
　
「
政
治
」
観
念
の
十
三
世
紀
起
源
説
へ
の
疑
問

ニ
コ
ラ
イ
・
ル
ビ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
初
期
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
政
治
（
忘
婁
魯
暴
）
と
い

113



法学研究67巻12号（’94：12）

で
こ
の
言
葉
を
国
家
の
諸
制
度
を
指
し
示
す
の
に
使
用
し
て
は
い
た
。
ま
た
、
『
デ
ィ
ダ
ス
カ
リ
コ
ン
』
に
お
い
て
、
サ
ン
・
ヴ
ィ
ク
ト

ル
の
フ
ー
ゴ
ー
も
実
践
科
学
を
そ
れ
ぞ
れ
8
ミ
ミ
8
鳶
ご
9
魯
お
よ
び
b
さ
騨
な
も
の
に
、
そ
し
て
象
註
養
声
8
8
ま
誉
8
ミ
象

b
o
ミ
馬
8
ミ
な
も
の
に
区
分
す
る
こ
と
を
試
み
て
も
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
忘
ミ
融
霧
と
い
う
言
葉
や
そ
れ
と
同
根
の
意
味
を
も
つ
他

の
言
葉
が
は
っ
き
り
と
中
世
の
政
治
的
語
彙
の
な
か
に
入
っ
た
の
は
十
三
世
紀
の
中
葉
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
『
政
治
学
』
と
、
そ
れ
よ
り
は
や
や
影
響
は
薄
い
が
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
の
翻
訳
の
結
果
と
し
て
で
あ
る
。
」

　
ル
ビ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
う
述
べ
て
、
そ
の
脚
注
に
『
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス
』
と
、
『
デ
ィ
ダ
ス
カ
リ
コ
ン
』
に
お
け
る
各
々
の
例
文
を

引
用
し
て
い
る
が
、
念
の
た
め
そ
こ
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
『
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス
』
の
条
を
書
き
出
せ
ば
、
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
二
つ

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
「
『
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
の
教
え
』
と
銘
う
た
れ
た
小
稿
の
な
か
に
こ
の
政
治
的
構
成
体
（
を
§
蹄
需
8
霧
慧
ミ
ご
言
⑦
）
の
各
部
分
が
で
て
く
る
。
」

（
＜
る
。
）

　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
「
政
治
的
共
同
体
（
忘
ミ
号
§
邑
§
誉
、
旨
8
）
の
な
か
に
住
ん
で
い
る
す
べ
て
の
人
が
そ
れ
〔
法
〕
に
従
っ
て
生
き
る
の
は
当
然
の
こ

と
で
あ
る
。
」
（
H
く
』
，
）

　
ル
ビ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
こ
の
論
文
は
十
三
世
紀
の
モ
エ
ル
ベ
カ
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
に
よ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
政
治
学
」
の
ラ
テ
ン
語

訳
（
↓
二
五
〇
年
代
）
を
契
機
に
b
o
§
か
ら
派
生
す
る
℃
o
ミ
融
霧
や
b
o
ミ
馬
ぎ
。
。
と
い
う
言
葉
が
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
以
後
の
中
世
思

想
家
た
ち
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
、
初
期
近
代
に
至
っ
た
か
、
を
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
家
た
ち
の
用
法
に
即
し
て
丹
念
に
追
跡
し

て
お
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
き
わ
め
て
有
用
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
い
ま
視
点
を
替
え
て
、
十
二
世
紀
の
人
文
主
義
者
、
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
の
ジ
ョ
ン
の
社
会
・
政
治
思
想
に
注
目
し
、
そ
こ
に
窺

わ
れ
る
「
政
治
」
の
意
味
内
容
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
ル
ビ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
論
文
の
背
後
に
あ
る
基
本
的
発
想
に
、
い
さ
さ
か
問

題
を
感
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
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そ
の
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
は
端
的
に
言
え
ば
、
西
欧
中
世
に
お
け
る
「
政
治
」
観
念
の
出
現
を
ル
ビ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
中
世
後
期
の
こ
と
、

つ
ま
り
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
政
治
学
』
の
導
入
の
お
こ
な
わ
れ
た
十
三
世
紀
中
葉
以
降
の
こ
と
と
見
な
し
、
そ
れ
以
前
の
十
二
世
紀
の

独
特
な
思
想
的
展
開
を
単
な
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
か
捉
え
て
い
な
い
点
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
十
二
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
」
を

彩
っ
た
多
く
の
思
想
家
た
ち
　
　
ア
ベ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
、
ク
レ
ル
ヴ
ォ
ー
の
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
、
シ
ャ
ル
ト
ル
の
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
、
シ
ャ

ル
ト
ル
の
テ
ィ
エ
リ
、
ギ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
ポ
レ
タ
ヌ
ス
、
コ
ン
シ
ュ
の
ギ
ヨ
ー
ム
、
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
・
シ
ル
ヴ
ェ
ス
ト
リ
ス
、
ア
ラ
ン
・

ド
・
リ
ー
ル
ら
　
　
の
学
問
的
営
為
は
本
格
的
な
研
究
の
対
象
と
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
中
世
政
治
思
想
史
の
上
で
は
マ
イ
ナ

ー
な
位
置
し
か
占
め
て
は
い
な
い
。
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
の
ジ
ョ
ン
と
サ
ン
・
ヴ
ィ
ク
ト
ル
の
フ
ー
ゴ
ー
の
名
の
み
を
取
り
上
げ
、
そ
の
著
作

と
、
そ
こ
に
瞥
見
さ
れ
る
言
葉
を
わ
ず
か
に
脚
注
に
引
用
す
る
だ
け
で
終
わ
っ
て
い
る
の
は
そ
の
な
に
よ
り
の
証
拠
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
見
解
は
な
に
も
ル
ビ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
西
欧
中
世
に
お
い
て
、
「
政
治
」

や
「
国
家
」
に
関
す
る
自
律
的
な
観
念
が
生
じ
る
の
は
十
三
世
紀
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
発
見
」
以
後
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の

思
想
活
動
は
お
し
な
べ
て
未
成
熟
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
む
し
ろ
こ
れ
ま
で
の
中
世
政
治
思
想
史
学
の
通
説
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

た
と
え
ば
、
そ
う
し
た
見
解
の
古
典
的
な
唱
導
者
の
ひ
と
り
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ウ
ル
マ
ン
の
代
表
的
な
概
説
書
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
表

現
し
て
い
る
。

　
「
十
三
世
紀
の
後
半
か
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
影
響
は
、
一
つ
の
概
念
の
革
命
に
ま
で
到
っ
た
思
想
の
変
革
を
も
た
ら
す
方
向
に
あ
っ

た
。
事
実
に
お
い
て
も
ま
た
理
論
に
お
い
て
も
、
十
三
世
紀
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
突
然
の
導
入
は
、
中
世
と
近
代
と
の
間
の
分

　
　
　
　
　
（
2
）

水
嶺
と
な
っ
た
。
」

　
こ
こ
で
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
見
方
の
う
ち
に
は
、
中
世
の
政
治
思
想
の
研
究
に
取
り
組
む
に
際
し
て
、

や
や
も
す
る
と
、
足
を
掬
わ
れ
か
ね
な
い
一
つ
の
陥
穽
が
待
ち
受
け
て
い
る
気
が
す
る
が
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
中
世
政
治
思
想
史
に
お
け
る
十
三
世
紀
後
半
の
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
革
命
」
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
強
調
さ
れ
、
そ
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れ
が
近
代
政
治
思
想
へ
の
思
想
的
回
路
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
過
度
に
強
調
さ
れ
す
ぎ
る
と
、

「
古
代
」
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
、
「
近
代
」
政
治
観
念
と
の
中
間
に
横
た
わ
る
長
い
「
中
世
」
と
い
う
時
代
に
さ
ま
ざ
ま
に
展
開
さ
れ
た

政
治
的
諸
観
念
や
思
考
に
内
在
す
る
固
有
の
意
義
へ
の
探
求
が
閉
ざ
さ
れ
る
虞
れ
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
政
治
学
』
は
「
政
治
」
や
「
国
家
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

が
人
間
に
と
っ
て
「
自
然
的
な
も
の
」
　
　
「
人
間
は
自
然
的
に
政
治
的
動
物
で
あ
る
。
」
（
月
ε
　
　
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
た
。
他

方
、
近
代
の
政
治
観
念
も
こ
れ
も
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
人
間
に
と
っ
て
、
「
政
治
」
や
「
国
家
」
が
神
学
や
宗
教
、
道
徳
か
ら
解
放
さ
れ

た
、
き
わ
め
て
世
俗
的
、
自
然
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
大
前
提
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
点
に
お
い
て
、
「
近
代
」
と
「
古
代
」
の
政
治
思
想
は
軌
を
一
に
す
る
面
を
も
つ
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
側
面
に
過
度
に
固
執
す
る

と
、
「
中
世
」
政
治
思
想
研
究
を
推
し
進
め
て
行
く
問
題
意
識
と
方
法
は
し
ば
し
ば
以
下
の
よ
う
な
も
の
と
な
り
が
ち
で
あ
る
。
す
な
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

ち
、
そ
こ
で
は
、
中
世
政
治
思
想
は
そ
れ
自
体
が
研
究
の
対
象
と
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
近
代
的
政
治
原
理
を
生
み
出
す
母
胎
な
い
し

　
ヤ
　
　
ヤ

は
前
提
と
し
て
の
み
意
識
さ
れ
、
近
代
の
自
然
的
、
世
俗
的
あ
る
い
は
自
律
的
な
政
治
・
国
家
観
念
が
生
じ
る
の
は
中
世
の
、
一
体
、
い

つ
、
ど
の
よ
う
な
時
期
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
を
促
し
た
思
想
的
契
機
と
し
て
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
政
治
学
は
一
体
、
い
つ
、

ど
の
よ
う
な
形
で
西
欧
中
世
に
お
い
て
「
復
活
」
し
た
の
か
、
と
い
う
点
に
注
目
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
事
実
、
従
来
の
研
究
は
こ

の
よ
う
な
「
近
代
的
政
治
・
国
家
諸
観
念
の
中
世
的
起
源
」
を
遡
及
的
に
問
う
と
い
う
方
法
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
そ
の
主
流
と
し
て
き
た
の

で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
方
法
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
孕
む
大
い
な
る
問
題
性
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
い
ま
重
ね
て
確
認

し
て
お
き
た
い
の
は
、
ウ
ル
マ
ン
や
ル
ビ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
中
世
に
お
け
る
政
治
思
想
の
自
律
的
展
開
は
十
三
世
紀

中
葉
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
政
治
学
』
の
翻
訳
に
よ
っ
て
初
め
て
な
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
見
解
は
一
般
に
現
在
に
お
い
て
も
、

有
力
と
さ
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
見
解
を
共
有
す
る
他
の
中
世
学
者
や
政
治
思
想
家
た
ち
に
つ
い
て
一
々
言
及
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す
る
こ
と
は
避
け
た
い
。
だ
が
、
今
日
、
最
も
影
響
力
の
あ
る
政
治
思
想
家
と
し
て
著
名
な
ク
ェ
ン
テ
ィ
ン
・
ス
キ
ナ
ー
の
、
こ
れ
ま
た

有
名
な
著
作
の
一
節
を
引
用
し
て
お
く
の
は
、
あ
な
が
ち
無
駄
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。

　
「
近
代
政
治
思
想
の
基
礎
を
発
掘
し
よ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
試
み
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
政
治
学
』
の
再
発
見
と
翻
訳
を
も
っ
て
始

ま
る
必
要
が
あ
る
し
、
ま
た
政
治
哲
学
は
そ
れ
自
身
の
権
利
に
お
い
て
研
究
に
値
す
る
独
立
し
た
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
構
成
す
る
と
い
う
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

念
の
再
出
発
も
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
。
」

　
と
こ
ろ
で
、
近
年
の
中
世
政
治
思
想
史
研
究
の
動
向
を
注
視
し
て
み
る
と
き
、
中
世
政
治
思
想
の
自
律
的
展
開
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
政

治
哲
学
の
本
格
的
な
流
入
を
見
た
十
三
世
紀
後
半
以
降
に
機
械
的
に
求
め
る
よ
う
な
傾
向
を
な
し
と
し
な
い
従
来
の
見
解
は
、
も
は
や
そ

の
ま
ま
の
形
で
は
鵜
呑
み
に
で
き
な
い
状
況
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
れ
は
端
的
に
言
え
ば
、
西

欧
の
十
二
世
紀
と
い
う
世
紀
の
固
有
に
有
す
る
豊
か
で
、
多
面
的
な
思
想
世
界
の
姿
が
徐
々
に
私
た
ち
の
前
に
立
ち
現
れ
て
来
つ
つ
あ
る

こ
と
の
必
然
的
な
コ
ロ
ラ
リ
ー
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
「
十
二
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
」
の
発
見
者
、
C
・
H
・
ハ
ス

キ
ン
ズ
以
来
の
、
地
道
で
、
息
の
長
い
実
証
的
な
中
世
研
究
が
存
在
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
ま
え
お
き
が
長
く
な
っ
た
。
単
刀
直
入
に
語
ろ
う
。
ル
ビ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
っ
て
、
中
世
政
治
思
想
の
歴
史
の
な
か
で
十
三
世
紀
以

前
に
見
ら
れ
る
、
単
な
る
例
外
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
片
付
け
ら
れ
て
い
る
か
に
思
え
る
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
の
ジ
ョ
ン
は
、
b
o
ミ
融
暴
と
い
う

言
葉
に
、
一
体
、
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
描
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
ジ
ョ
ン
に
と
っ
て
、
竃
ミ
融
暴
と
い
う
言
葉
の
開

示
す
る
「
意
味
の
世
界
」
は
、
一
体
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
題
を
考
え
る
こ
と
は
西
欧
の
十
二
世
紀
に

展
開
さ
れ
た
独
自
な
政
治
思
想
を
そ
の
全
体
像
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
こ
で
は
多
角

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

的
な
角
度
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
に
お
い
て
、
私
た
ち
は
こ
の
問
題
に
近
づ
く
一
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し

て
、
ジ
ョ
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
の
関
係
を
、
と
く
に
そ
の
政
治
的
徳
性
の
議
論
を
中
心
に
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
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且
　
ジ
ョ
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
十
二
世
紀
の
傑
出
し
た
人
文
主
義
者
、
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
の
ジ
ョ
ン
は
そ
の
主
著
『
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス
』
全
巻
を
通
し
て
、
b
o
騨
融
霧

や
そ
れ
と
関
連
す
る
同
種
の
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
。
ル
ビ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
上
述
の
ご
と
く
、
二
つ
の
例
を
指
し
示
し
て
い
る
が
、
け

っ
し
て
そ
の
例
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、
ま
ず
ジ
ョ
ン
の
使
用
法
を
ア
ト
・
ラ
ン
ダ
ム
に
書
き
出
し

て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
「
異
教
の
哲
学
者
た
ち
は
、
人
間
の
国
家
（
ミ
ζ
さ
ミ
9
ぎ
註
ミ
ミ
）
が
そ
れ
に
従
っ
て
ま
さ
に
存
在
し
栄
え
る
、
政
治
的
（
忘
ミ
馬
S
）
と

呼
ば
れ
る
あ
の
正
義
（
馬
霧
翫
織
Ω
）
を
、
命
令
や
慣
行
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
る
一
方
で
、
各
人
は
彼
自
身
の
状
況
や
環
境
に
満
足
す
べ
き
こ
と

を
教
え
て
い
る
。
」
（
一
る
。
）

　
「
『
怠
け
者
よ
、
蟻
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
見
よ
。
そ
の
道
を
見
て
、
知
恵
を
得
よ
。
』
（
「
箴
言
」
①
ふ
）
と
ソ
ロ
モ
ン
は
言
う
。
し
か
し
、
哲

　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

学
者
は
政
治
的
人
間
（
§
忘
ミ
執
籍
ミ
）
を
蟻
た
ち
の
も
と
に
送
り
込
み
、
彼
が
蟻
た
ち
か
ら
そ
の
義
務
を
学
ぶ
よ
う
に
仕
向
け
た
。
」
（
戸

曽
．
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
「
我
々
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
政
治
体
制
（
・
8
忘
ミ
馬
S
）
の
枠
組
み
を
作
っ
て
教
え
、
自
然
の
泉
か
ら
流
れ
出
る
の
と
同
様
に
、
知
恵
の
泉

か
ら
流
れ
出
る
と
言
わ
れ
る
戒
律
を
指
し
示
し
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
」
（
≦
る
9
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ペ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
「
私
の
仕
事
は
む
し
ろ
政
治
状
態
に
あ
る
人
間
の
生
活
（
§
Ω
を
§
馬
8
ミ
ミ
）
を
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
（
葺
昌
）

　
こ
の
よ
う
な
具
合
に
『
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス
』
の
な
か
に
、
私
た
ち
は
b
o
§
融
霧
や
そ
の
関
連
語
を
幾
度
と
な
く
目
に
す
る
が
、
そ

う
し
た
事
実
を
単
に
確
認
し
て
驚
く
だ
け
の
話
で
あ
れ
ば
、
上
述
の
ル
ビ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
問
題
意
識
と
さ
し
て
変
わ
ら
な
い
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
私
た
ち
は
こ
の
『
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス
』
（
、
o
§
、
ミ
融
霧
）
な
る
書
物
の
題
名
自
体
に
ま
ず
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
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（
5
）

れ
は
一
体
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
も
の
な
の
か
。
別
の
機
会
に
触
れ
て
お
い
た
が
、
実
は
、
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
「
ポ
リ
ス
薗
q
－

》
ら
」
（
忘
騨
）
＋
「
ク
ラ
テ
イ
ン
き
b
Ω
鳶
ミ
」
（
8
鷺
毫
①
ミ
）
の
合
成
語
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
書
物
の
題

名
に
ギ
リ
シ
ア
風
の
語
を
つ
け
る
の
は
十
二
世
紀
に
は
一
種
の
流
行
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
『
モ
ノ
ロ
ギ
オ
ン
』
や

『
プ
ロ
ス
ロ
ギ
オ
ン
』
、
サ
ン
・
ヴ
ィ
ク
ト
ル
の
フ
ー
ゴ
ー
の
『
デ
ィ
ダ
ス
カ
リ
コ
ン
』
、
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
・
シ
ル
ヴ
ェ
ス
ト
リ
ス
の
『
メ

ガ
コ
ス
ム
ス
・
エ
ト
・
ミ
ク
ロ
コ
ス
ム
ス
』
、
コ
ン
シ
ュ
の
ギ
ヨ
ー
ム
の
『
ド
ラ
マ
テ
ィ
コ
ン
』
な
ど
み
な
然
り
で
、
ジ
ョ
ン
の
も
う
一

つ
の
主
著
、
「
メ
タ
ロ
ギ
コ
ン
』
も
ま
た
同
じ
で
あ
る
。

　
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
容
易
に
気
づ
く
こ
と
で
あ
る
が
、
ジ
ョ
ン
は
既
に
古
代
の
竃
§
に
つ
い
て
の
知
識
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

℃
o
騨
か
ら
派
生
す
る
竃
ミ
融
暴
や
そ
の
関
連
語
を
彼
が
用
い
て
政
治
の
議
論
を
展
開
し
て
い
る
と
し
て
も
な
ん
ら
驚
く
に
は
当
た
ら
な

い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
「
異
教
の
哲
学
者
た
ち
は
、
人
間
の
国
家
（
鳶
の
ぎ
邑
き
ミ
）
が
そ
れ
に
従
っ
て
ま
さ
に
存
在
し
栄
え
る
、
政
治
的
（
を
ミ
脳
S
）
と
呼
ば
れ
る

あ
の
正
義
（
誉
毘
織
Ω
）
を
、
命
令
や
慣
行
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
な
が
ら
、
各
人
は
彼
自
身
の
状
況
や
環
境
に
満
足
す
べ
き
こ
と
を
教
え
て
い

る
。
彼
ら
は
、
都
市
や
都
市
の
周
辺
に
居
住
す
る
人
々
（
ミ
ぴ
§
貯
言
さ
ミ
守
§
包
）
、
ま
た
、
農
夫
や
田
舎
に
住
む
人
々
（
8
8
言
＆
ミ
旨
包

に
そ
の
居
住
す
べ
き
特
定
の
場
所
や
な
す
べ
き
仕
事
を
命
じ
て
い
る
。
各
個
人
と
市
民
の
団
体
は
公
共
の
福
祉
（
ミ
§
ミ
の
b
さ
騨
Ω
）
に
心

を
配
っ
て
い
る
。
各
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
に
従
っ
て
、
自
然
の
恵
み
や
、
労
働
と
勤
勉
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
物
を
受
け
て
い
る
。
隣
人

愛
が
保
た
れ
て
い
る
の
で
、
誰
も
、
隣
人
の
財
貨
を
奪
う
者
は
い
な
い
。
都
市
に
お
け
る
支
配
的
、
中
心
的
な
場
所
は
、
ア
レ
オ
・
パ
ゴ

ス
（
＞
ミ
9
晶
8
）
に
捧
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
健
康
や
生
命
の
流
れ
の
よ
う
に
、
行
為
を
命
じ
る
法
が
個
々
の
職
業
に
従
事
す
る

者
た
ち
の
も
と
に
流
れ
出
て
い
る
Q
…
…
」
（
一
る
。
）

　
こ
れ
は
本
節
の
冒
頭
で
、
そ
の
最
初
の
言
葉
を
既
に
引
用
し
て
お
い
た
第
一
巻
第
三
章
　
　
「
古
代
人
の
政
治
組
織
の
機
能
分
割
に
つ

い
て
」
と
い
う
副
題
を
も
つ
　
　
の
続
き
の
一
節
で
あ
る
が
、
見
て
の
通
り
、
忘
騨
に
つ
い
て
の
ジ
ョ
ン
の
知
識
が
け
っ
し
て
通
り
一
遍
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の
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
が
よ
く
理
解
さ
れ
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
の
ジ
ョ
ン
に
関
す
る
研
究
史
に
お
い
て
、
ほ
ぼ
共
通
の
了
解
事
項
と
さ
れ
て
き
た
の
は
、
彼
が
先
行
す
る
四
つ

の
主
要
な
知
的
伝
統
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
（
一
）
キ
リ
ス
ト
教
正
統
思
想
の
基
礎
を
な
す
聖
書
お
よ

び
教
父
の
文
献
（
二
）
文
芸
、
法
学
、
哲
学
に
関
し
て
の
ラ
テ
ン
思
想
家
た
ち
の
著
作
（
三
）
政
論
家
・
教
会
人
の
論
稿
（
四
）
初
期
中

世
以
来
、
実
質
的
に
消
滅
し
て
い
た
が
、
ジ
ョ
ン
の
時
代
に
西
欧
社
会
に
再
び
流
布
し
始
め
て
い
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
文
献
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
前
の
三
つ
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
な
り
の
研
究
の
蓄
積
が
見
ら
れ
る
が
、
（
四
）
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
影
響
に
関
し
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

い
ま
だ
本
格
的
な
探
求
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。

　
実
は
、
こ
の
側
面
か
ら
見
て
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
真
の
影
響
は
、
こ
と
政
治
思
想
・
哲
学
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
関
す
る
限
り
、
『
政
治
学
」

の
翻
訳
（
ラ
テ
ン
語
訳
）
が
果
た
さ
れ
た
十
三
世
紀
後
半
に
も
っ
ぱ
ら
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
に
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
え
な
い
と
す

る
予
断
や
臆
断
が
ま
か
り
通
っ
て
き
た
の
が
わ
か
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
「
政
治
学
』
発
見
の
一
世

紀
前
に
生
き
た
ジ
ョ
ン
は
、
「
政
治
」
の
問
題
に
関
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
な
に
も
学
ば
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
私
た
ち
は
、
十
二
世
紀
の
知
的
世
界
に
既
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
オ
ル
ガ
ノ
ン
」
（
o
砧
§
寒
）
の
実
質
的
な
部
分
が
紹
介
さ

れ
て
お
り
、
こ
の
世
紀
を
代
表
す
る
知
識
人
、
ジ
ョ
ン
も
そ
れ
に
十
分
に
精
通
し
て
い
た
と
い
う
事
実
を
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
「
オ
ル
ガ
ノ
ン
」
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
体
系
の
主
柱
を
な
し
、
言
語
と
論
理
学
を
扱
っ
た
著
作
群

　
　
す
な
わ
ち
、
『
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
』
、
『
命
題
論
』
、
『
分
析
論
前
書
』
、
『
分
析
論
後
書
』
、
『
ト
ピ
カ
』
、
『
誰
弁
論
駁
論
』
ー
－
を
指
す
が
、

こ
の
う
ち
『
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
』
（
b
Q
。
9
轟
o
嵐
需
）
と
『
命
題
論
』
（
b
皿
ミ
⑩
題
ミ
9
δ
毫
）
の
二
書
は
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
ラ
テ
ン
語
訳
に
よ

っ
て
初
期
中
世
の
間
に
広
く
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
他
の
著
作
が
ど
の
程
度
ま
で
ラ
テ
ン
語
訳
で
流
布
し
て
い
た
か
、
そ
し
て
ま
た
、
ジ

ョ
ン
の
同
時
代
人
た
ち
が
そ
れ
ら
を
ど
こ
ま
で
利
用
で
き
た
か
、
に
つ
い
て
は
確
証
が
掴
め
な
い
。
ハ
ス
キ
ン
ズ
や
コ
プ
レ
ス
ト
ン
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

っ
た
先
駆
的
学
者
は
そ
の
他
の
部
分
が
一
二
入
年
頃
ま
で
に
は
消
化
・
吸
収
さ
れ
て
い
た
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
が
、
最
近
の
研
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（
8
）

究
で
は
そ
れ
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ジ
ョ
ン
自
身
は
「
オ
ル
ガ
ノ
ン
」
の
ほ
と
ん
ど
の
著
作
に
通
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
点
は
研
究
者
の
間
で
ほ

ぼ
意
見
の
一
致
を
見
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
本
格
的
な
ジ
ョ
ン
研
究
の
草
分
け
の
一
人
で
、
『
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス
』
と
『
メ

タ
ロ
ギ
コ
ン
』
の
校
訂
注
釈
書
を
著
し
た
ウ
ェ
ブ
は
こ
の
点
を
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
我
々
の
著
者
は
ま
こ
と
に
「
オ
ル
ガ
ノ
ン
』
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

表
題
で
総
称
的
に
知
ら
れ
て
い
る
全
著
作
へ
の
精
通
ぶ
り
を
示
し
て
い
る
最
初
の
中
世
ラ
テ
ン
作
家
で
あ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
実
際
、
論
理
学
擁
護
の
目
的
を
も
っ
て
執
筆
さ
れ
た
学
芸
論
書
『
メ
タ
ロ
ギ
コ
ン
』
を
播
く
と
、
私
た
ち
は
そ
こ
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

と
い
う
名
と
、
彼
の
「
オ
ル
ガ
ノ
ン
」
の
諸
書
へ
の
言
及
が
著
し
い
こ
と
に
気
づ
く
。
た
と
え
ば
、
そ
の
こ
と
は
全
四
巻
で
、
章
立
て
で

数
え
れ
ば
、
全
九
七
章
か
ら
な
る
『
メ
タ
ロ
ギ
コ
ン
』
の
な
か
で
、
「
オ
ル
ガ
ノ
ン
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
章
が
実
に
そ
の
う
ち
の
二
六

章
、
全
体
の
四
分
の
一
強
に
及
ん
で
い
る
事
実
に
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
節
に
目
を
落
と
し
て
ほ

し
い
。

　
「
人
が
哲
学
的
探
求
を
正
し
く
推
し
進
め
た
い
の
な
ら
、
他
の
す
べ
て
の
学
問
分
野
を
構
成
し
、
組
織
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
必

要
条
件
で
も
あ
る
論
理
学
を
卑
し
め
る
こ
と
は
正
気
の
沙
汰
で
は
な
い
。
最
も
鋭
く
、
最
も
勤
勉
な
哲
学
者
た
ち
を
含
む
、
多
く
の
著
者

が
論
理
学
に
つ
い
て
な
に
ご
と
か
を
書
い
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
非
難
す
る
人
々
は
明
ら
か
に
そ
う
し
た
す
べ
て
の
著
者

た
ち
を
相
手
に
批
判
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
…
…
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ア
プ
レ
イ
ウ
ス
、
キ
ケ
ロ
、
ポ
ル
フ
ィ
リ
ウ
ス
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ

ス
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
エ
ウ
デ
ム
ス
、
ア
レ
キ
サ
ン
ド
ロ
ス
、
テ
オ
フ
ラ
ス
ト
ス
と
同
様
に
、
…
…
み
な
き
わ
め
て
熱
心
に
論
理

学
の
旗
を
い
わ
ば
諸
学
問
の
な
か
の
至
高
の
も
の
に
引
き
上
げ
た
人
々
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
著
者
は
そ
れ
ぞ
れ
に
卓
抜
な
人
々
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

み
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
足
跡
を
注
意
深
く
追
う
こ
と
に
誇
り
を
も
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
哲
学
者
（
b
蕊
N
8
0
喜
霧
）
と
い
う
共

通
の
名
称
が
と
り
わ
け
て
素
晴
ら
し
い
も
の
と
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
た
め
に
取
っ
て
置
か
れ
る
に
い
た
っ
た
の
は
正
し
い
こ
と
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

る
。
と
い
う
の
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
換
称
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
特
別
な
こ
と
と
し
て
、
「
哲
学
者
』
（
b
言
N
8
ε
ミ
の
）
と
呼
ば
れ
て
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い
る
か
ら
で
あ
る
。
」
（
月
5
）

　
周
知
の
よ
う
に
、
西
欧
中
世
に
お
い
て
「
哲
学
者
」
と
言
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
指
す
と
い
う
の
は
常
識
の
域
を
出

な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
し
ば
し
ば
、
そ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
総
体
的
な
受
容
を
見
た
十
三
世
紀
以
後
の
現
象
と
さ
れ
る
が
ご
と

き
誤
解
が
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
の
こ
と
を
想
え
ば
、
ジ
ョ
ン
が
上
述
の
ご
と
く
、
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
哲
学
者
』
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
」

と
い
う
言
葉
を
吐
い
て
い
る
の
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
つ
い
で
な
が
ら
、
こ
の
b
言
N
8
起
ミ
。
。
と
い
う
表
現
は
『
メ
タ
ロ
ギ
コ
ン
』
の
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

の
箇
所
に
も
、
『
エ
ン
テ
テ
ィ
ク
ス
』
の
な
か
で
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
同
様
に
、
政
治
論
書
『
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス
』
の
な
か
に

お
い
て
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
迫
遥
学
派
を
築
い
た
が
、
そ
れ
は
、
彼
が
あ
ち
こ
ち
歩
き
回
り
な
が
ら
、
議
論
を
す
る
の
を
常
と
し
て
い
た
こ
と

か
ら
、
そ
う
名
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
大
い
な
る
名
声
と
説
得
術
を
通
し
て
、
彼
の
師
の
存
命
中
で
さ
え
多
く
の
弟
子
た
ち

を
説
き
伏
せ
て
自
分
の
説
を
受
け
入
れ
さ
せ
た
。
彼
は
実
際
、
哲
学
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
つ
い
て
論
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
関
し
て
原

理
を
打
ち
立
て
た
。
そ
れ
以
上
に
、
彼
は
、
そ
の
博
識
振
り
で
他
の
す
べ
て
の
哲
学
者
を
締
め
出
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
、
彼
自
身
の

学
問
領
域
の
な
か
に
さ
え
合
理
的
な
も
の
を
も
ち
こ
ん
だ
。
し
か
し
、
哲
学
者
た
ち
の
間
に
大
層
な
評
判
を
得
て
い
た
の
で
、
彼
は
自
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ペ

の
名
を
す
べ
て
の
哲
学
者
を
指
し
示
す
同
義
語
と
し
て
打
ち
立
て
さ
せ
る
に
十
分
に
値
す
る
人
物
で
あ
る
。
都
市
（
舅
雰
）
と
い
う
言
葉
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ

ロ
ー
マ
に
発
す
る
よ
う
に
、
ま
た
、
詩
人
（
b
8
ミ
）
と
い
う
言
葉
が
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
か
ら
出
て
い
る
よ
う
に
、
『
哲
学
者
』
ε
蕊
N
8
起
ミ
の
）

と
い
う
言
葉
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
集
中
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
」
（
自
逼
）

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
ジ
ョ
ン
が
「
政
治
」
の
問
題
に
関
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
ま
っ
た
く
な
ん
ら
の
影
響
も
受
け
て
い

な
い
な
ど
と
い
う
即
断
を
下
す
の
は
当
面
、
差
し
控
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
私
た
ち
は
気
づ
く
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
西
欧
中
世
に

お
い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
政
治
学
説
の
導
入
は
『
政
治
学
』
と
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
の
ラ
テ
ン
語
訳
の
出
た
十
三
世
紀
後
半
以

降
の
こ
と
と
す
る
見
解
が
こ
れ
ま
で
の
通
説
と
さ
れ
て
き
た
な
か
で
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
二
書
の
「
発
見
」
以
前
に
そ
の
生
涯
を
終
え
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て
い
た
ジ
ョ
ン
は
、
一
体
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
「
政
治
」
の
議
論
を
知
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

皿
　
ジ
ョ
ン
の
政
治
論
に
お
け
る
「
中
庸
」
の
徳

ソールズベリのジョンとアリストテレス

　
こ
こ
に
お
い
て
、
私
た
ち
は
一
つ
の
予
断
か
ら
自
由
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
予
断
と
は
、
な
に
か
。
そ
れ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
政
治
哲
学
の
核
心
を
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
書
物
は
た
だ
二
冊
、
す
な
わ
ち
『
政
治
学
』
と
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
以
外
に
は
あ

り
え
な
い
と
す
る
予
断
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
お
い
て
、
近
年
の
中
世
政
治
思
想
史
研
究
の
動
向
の
な
か
で
注
目
す
べ
き
は
、
ケ
ア
リ
・
二
ー
ダ
ー
マ
ン
の
一
連
の
精
力
的

な
仕
事
で
あ
ろ
う
。
彼
は
中
世
政
治
思
想
に
与
え
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
影
響
に
関
す
る
従
来
の
通
説
に
対
し
て
果
敢
に
挑
戦
を
試
み
て

い
る
が
、
そ
の
初
期
の
論
稿
「
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
の
ジ
ョ
ン
の
『
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス
』
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
」
（
一
九
八
三
年
）

の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
少
々
長
く
な
る
が
、
引
用
し
て
み
よ
う
。

　
「
よ
り
広
い
見
地
に
立
っ
て
言
え
ば
、
知
識
や
徳
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
観
念
が
『
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス
』
の
な
か

で
使
用
さ
れ
て
い
る
事
実
は
、
『
オ
ル
ガ
ノ
ン
』
が
通
常
認
め
ら
れ
て
い
る
以
上
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
思
想
を
理
解
す
る
た
め
の
相
当
に

豊
か
な
資
料
を
中
世
に
提
供
し
た
こ
と
を
我
々
に
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
が
、
そ
の
主
要
著
作
の
ラ
テ
ン
語
へ
の
再

紹
介
と
と
も
に
、
十
二
世
紀
後
半
か
ら
十
三
世
紀
の
初
頭
に
か
け
て
大
量
に
流
布
し
て
い
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
ひ
と
り
『
オ
ル
ガ
ノ
ン
』
だ
け
は
単
に
そ
の
論
理
学
や
言
語
に
関
す
る
観
念
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
思

想
の
本
質
的
要
素
を
、
初
期
の
思
想
家
た
ち
が
瞥
見
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
た
。
我
々
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
ジ
ョ
ン
と
を
比
較
検

討
し
て
み
れ
ば
、
十
三
世
紀
に
先
立
つ
西
欧
中
世
の
知
的
歴
史
に
お
い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
を
実
質
的
に
無
視
し
、
イ
ス
ラ
ム

の
伝
達
者
た
ち
を
通
し
て
彼
の
再
発
見
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
を
最
重
要
視
す
る
一
般
的
見
解
に
対
し
て
、
そ
れ
を
部
分
的
に
修
正
す
る
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こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
『
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
』
と
『
命
題
論
』
（
『
オ
ル
ガ
ノ
ン
」
の
こ
の
他
の
著
作
は
十
二
世
紀
に
紹
介
さ
れ
た
）
が
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
負
う
と
こ
ろ
の
あ
る
ラ
テ
ン
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
教
の
テ
キ
ス
ト
と
一
緒
に
な
っ
て
、
中
世
を
通
じ
て
流
れ
る
、
一
種
の

§
魯
砧
8
§
儀
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
伝
統
の
基
礎
を
形
成
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
知
識
は
そ
の
主
要
著
作
が

不
在
の
時
期
に
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
て
い
な
い
と
異
口
同
音
に
主
張
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
実
は
『
オ
ル
ガ
ノ
ン
』
は
ず
っ
と
後
で
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

復
活
し
た
と
見
な
さ
れ
て
き
た
多
く
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
洞
察
力
を
も
た
ら
す
の
に
役
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
」

　
二
ー
ダ
1
マ
ン
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
既
に
『
政
治
学
』
や
「
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
の
導
入
以
前
に
、
西
欧
の
知
的
世
界
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
§
魯
謎
8
§
亀
の
伝
統
が
存
在
し
て
い
た
と
言
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
『
カ
テ
ゴ
リ
i
論
』
と
『
命
題
論
』
を

中
心
と
す
る
「
オ
ル
ガ
ノ
ン
」
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
窺
わ
れ
る
道
徳
・
倫
理
理
論
の
断
片
的
な
知
識
に
基
づ
い
て
、
ジ
ョ
ン
は
自
己
の
政

治
論
を
構
成
し
て
い
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
確
か
に
、
私
た
ち
が
『
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス
』
全
巻
に
丹
念
に
目
を
通
し
て
い
く
と
、
『
メ
タ
ロ
ギ
コ
ン
』
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
、
そ

こ
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
名
前
が
登
場
す
る
数
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
の
が
事
実
と
し
て
も
、
彼
の
影
が
色
濃
く
落
ち
て
い
る
の
を
感
じ

な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
箇
所
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
そ
れ
は
ジ
ョ
ン
が
「
中
庸
」
の
徳
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
次
の

よ
う
な
場
合
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
「
も
し
誰
か
が
中
庸
（
ミ
o
§
⑦
）
を
逸
脱
す
れ
ば
、
そ
の
人
は
間
違
っ
た
道
へ
進
む
こ
と
に
な
る
。
す
べ
て
の
徳
（
ミ
婁
。
。
）
は
そ
れ
固
有
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ペ
　
　
ヤ

目
的
の
う
ち
に
限
ら
れ
て
お
り
、
中
庸
さ
（
ミ
＆
霧
）
に
存
す
る
。
も
し
人
が
限
界
を
越
え
れ
ば
、
そ
の
人
は
道
を
踏
み
外
し
、
道
の
上
に

は
い
な
い
の
で
あ
る
。
」
（
月
9
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ペ
　
　
ヤ

　
「
哲
学
者
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
限
界
を
越
え
た
も
の
に
気
を
つ
け
よ
。
な
ぜ
な
ら
、
人
が
こ
の
慎
重
な
中
庸
さ

（
ミ
＆
婁
§
を
捨
て
る
な
ら
ば
、
そ
れ
だ
け
そ
の
人
は
徳
の
道
（
鉢
轟
ミ
窃
§
・
ミ
訣
）
か
ら
不
注
意
に
も
逸
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
」

（
ヌ
。
●
）
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「
戦
闘
の
遂
行
と
流
血
を
も
っ
ぱ
ら
と
す
る
武
装
し
た
手
が
あ
る
。
君
主
の
叡
知
と
正
義
（
の
§
譜
ミ
言
鳴
ミ
霧
瓢
織
Ω
b
試
ミ
嘗
の
）
は
、
こ
の

　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

手
を
君
主
が
中
庸
さ
（
ミ
＆
ミ
＆
§
を
も
っ
て
使
用
す
る
と
き
に
現
れ
る
。
」
（
自
逼
）

　
念
の
た
め
に
言
え
ば
、
こ
こ
で
「
中
庸
」
と
訳
し
て
お
い
た
ミ
＆
暴
）
ミ
＆
霧
9
禽
ミ
o
魯
ミ
貸
o
と
い
う
言
葉
は
、
両
極
端
を
排
す
る

「
中
間
」
と
い
う
意
味
も
内
包
し
て
い
る
が
、
見
て
の
通
り
、
ジ
ョ
ン
は
こ
れ
ら
の
な
か
で
、
中
庸
な
い
し
中
間
と
い
う
こ
と
が
人
間
に
と

っ
て
大
切
な
「
徳
」
（
蕊
轟
霧
）
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
は
「
叡
知
」
（
の
§
譜
ミ
§
や
「
正
義
」
（
執
器
騨
§
と
し
て
現
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
議
論
を
見
る
と
、
私
た
ち
は
そ
れ
が
い
か
に
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
で
あ
る
と
感
じ
る
と
同
時
に
、
ロ
ー
マ
共
和

制
末
期
の
文
人
政
治
家
、
キ
ケ
ロ
の
存
在
を
も
思
い
浮
か
べ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ジ
ョ
ン
研
究
者
た
ち
の
間
で
は
、
言
わ
ず
も
が

な
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ラ
テ
ン
古
典
に
造
詣
の
深
い
人
文
主
義
者
、
ジ
ョ
ン
に
与
え
た
キ
ケ
ロ
の
思
想
的
影
響
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
ハ
ン
ス
・
リ
ー
ベ
シ
ュ
ッ
ツ
が
つ
と
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
古
代
の
道
徳
的
教
説
に
関
し
て
ジ
ョ
ン

が
最
も
頼
り
と
し
た
典
拠
は
、
キ
ケ
ロ
の
『
義
務
に
つ
い
て
』
で
あ
っ
た
」
し
、
そ
の
「
キ
ケ
ロ
の
「
義
務
に
つ
い
て
』
の
大
き
な
主
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

は
、
「
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス
』
の
政
治
的
命
題
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
か
ら
大
い
に
学
ん
で
、
人
間
の
も
つ
べ
き
四
つ

の
枢
要
徳
　
　
す
な
わ
ち
、
「
勇
気
」
、
「
慎
慮
」
、
「
節
制
」
、
「
正
義
」
　
　
を
人
間
倫
理
の
本
質
と
し
て
説
い
た
キ
ケ
ロ
の
『
義
務
に
つ

い
て
」
を
読
ん
で
、
ジ
ョ
ン
も
ま
た
、
次
の
よ
う
な
発
言
を
「
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス
』
の
な
か
に
記
し
て
い
る
の
を
見
て
も
別
段
、
驚
く

に
は
当
た
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ペ
　
　
ペ
　
　
　
　
　
ヤ

　
「
こ
れ
ら
〔
不
正
や
詐
欺
、
傲
慢
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
悪
徳
〕
は
、
そ
れ
が
生
じ
た
と
き
、
す
べ
て
の
支
配
者
の
王
座
を
覆
す
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

な
ぜ
な
ら
、
君
主
の
栄
光
は
そ
れ
ら
の
正
反
対
の
も
の
に
よ
っ
て
永
続
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
詐
欺
（
魯
N
霧
）
は
弱
さ
の
仮
面
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

あ
り
、
臆
病
の
似
姿
で
あ
り
、
勇
気
曾
ミ
婁
＆
）
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
傲
慢
（
8
ミ
言
㊥
ぎ
）
は
慎
慮
（
b
ミ
魯
ミ
§
に

よ
っ
て
抑
制
さ
れ
る
。
慎
慮
は
『
な
ぜ
塵
と
灰
は
塵
と
灰
に
対
し
て
傲
慢
で
あ
る
の
か
』
と
永
続
的
に
問
い
か
け
る
。
不
正
（
巨
島
鼻
鼠
）

　
ペ
　
　
ヤ

は
節
制
（
貯
ミ
b
ミ
§
ぎ
）
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
る
。
節
制
は
他
者
か
ら
受
け
る
こ
と
を
望
ま
な
い
こ
と
を
他
者
に
対
し
て
強
い
る
の
を
好
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ペ
　
　
ヤ

ま
な
い
。
そ
し
て
、
不
正
は
正
義
（
～
霧
§
§
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
。
正
義
は
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
お
い
て
、
他
者
に
し
て
も
ら
い
た
い
と

望
む
こ
と
を
他
者
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
哲
学
者
た
ち
が
『
枢
要
』
（
。
ミ
箋
蓉
駐
）
と
読
ん
だ
四
つ
の
徳
（
ミ
裏
ミ
蕊
蕊
ミ
窃
）

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」
（
ヨ
寅
）

　
こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
、
ジ
ョ
ン
は
明
ら
か
に
キ
ケ
ロ
に
依
拠
し
つ
つ
、
抽
象
的
な
人
間
一
般
に
で
は
な
く
、
は
っ
き
り
と
支
配
者
・

君
主
に
向
か
っ
て
そ
の
も
つ
べ
き
徳
性
（
四
枢
要
徳
）
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
読
め
ば
、
ジ
ョ
ン
を
し
て
上
述
の
よ
う
な
言
葉
を
吐

か
し
め
て
い
る
の
は
、
間
違
い
な
く
キ
ケ
ロ
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
印
象
を
も
っ
た
と
し
て
も
、
無
理
は
な
か
ろ
う
。
し
か
も
、
は
た

せ
る
か
な
、
そ
の
キ
ケ
ロ
は
人
間
の
情
念
を
抑
制
し
、
安
定
を
も
た
ら
す
「
中
庸
」
の
原
理
と
し
て
の
「
フ
ル
ガ
リ
タ
ス
（
質
素
）
」
9
ミ
α
q
Ω
ミ
霧
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

と
い
う
徳
の
観
念
の
大
切
さ
を
そ
の
『
ト
ゥ
ス
ク
ル
ム
談
義
』
の
な
か
で
取
り
上
げ
、
さ
ら
に
『
義
務
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
も
そ
れ
を

次
の
よ
う
に
詳
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
第
二
に
戒
心
す
べ
き
点
は
、
わ
れ
わ
れ
の
厚
情
も
能
力
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
事
実
が
ゆ
る
す
以
上
に
懇
切
で
あ
り
た

い
と
願
う
人
た
ち
は
、
近
親
に
対
し
て
不
法
を
お
か
す
と
い
う
点
に
お
い
て
先
ず
誤
り
を
お
か
す
。
近
親
の
人
た
ち
の
用
に
立
ち
近
親
の

人
た
ち
に
相
続
さ
れ
て
然
る
べ
き
財
産
を
、
彼
ら
は
他
人
の
手
に
渡
す
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
い
う
寛
大
さ
に
は
、
鷹
揚
に
ふ
る
ま

う
手
段
を
満
た
す
た
め
に
不
法
を
お
か
し
て
も
強
掠
収
奪
せ
ん
と
す
る
欲
望
が
ひ
そ
む
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
で
、
本
心
か
ら
寛
大
で
あ
る

よ
り
む
し
ろ
何
か
の
栄
光
を
求
め
て
、
た
だ
親
切
の
見
え
を
張
る
た
め
、
本
心
よ
り
も
外
見
の
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
の
こ
と
を
す
る
人
た

ち
を
わ
れ
わ
れ
は
多
く
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
う
い
う
姿
勢
は
む
し
ろ
虚
栄
に
近
く
、
そ
れ
は
、
寛
大
に
も
道
徳
的
な
高
貴
さ
に
も
遠

い
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
」

　
つ
い
で
な
が
ら
、
ジ
ョ
ン
も
ま
た
そ
の
「
フ
ル
ガ
リ
タ
ス
」
と
い
う
中
庸
の
徳
に
つ
い
て
、
『
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス
』
の
な
か
で
と
く
に

一
章
を
設
け
て
論
じ
て
い
る
の
を
付
け
加
え
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
「
一
体
、
だ
れ
が
質
素
9
ミ
鷺
ミ
霧
）
を
称
賛
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
誰
が
そ
れ
を
必
須
の
も
の
と
見
な
さ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
質
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素
を
、
私
が
我
が
儘
な
た
め
に
称
賛
し
て
い
な
い
と
非
難
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
私
は
質
素
が
寛
大
さ
と
両
立
し
な
い
こ
と
は
な
い
と
信
じ
、

認
め
て
い
る
と
公
言
す
る
。
私
の
証
人
は
キ
ケ
ロ
と
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
と
、
誰
も
そ
れ
を
怠
っ
て
い
る
と
非
難
し
な
い
他
の
人
々
で

あ
る
。
こ
の
後
者
の
誤
り
に
対
し
て
は
、
多
く
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
た
。
寛
大
さ
の
諸
義
務
に
つ
い
て
は
、
『
義
務
に
つ
い
て
』
を
熟
読
す

れ
ば
、
容
易
に
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
」
（
ぎ
口
ω
●
）

　
し
か
し
な
が
ら
、
四
枢
要
徳
や
、
中
庸
・
中
間
と
い
う
徳
性
の
議
論
に
関
し
て
、
ジ
ョ
ン
に
与
え
た
キ
ケ
ロ
の
影
響
の
大
き
さ
、
確
か

さ
に
つ
い
て
は
疑
い
の
余
地
を
差
し
挟
む
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
を
も
っ
ぱ
ら
キ
ケ
ロ
か
ら
の
借
用
と
解
し
て
済
ま
す
な
ら

ば
、
浅
見
の
誇
り
を
免
れ
え
ま
い
。
と
い
う
の
も
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
哲
学
史
の
教
え
る
よ
う
に
、
「
徳
」

（
魯
①
斗
）
と
い
う
観
念
は
「
善
」
（
琴
亀
曾
）
や
「
幸
福
」
（
亀
身
ミ
ε
登
）
と
共
に
ギ
リ
シ
ア
の
倫
理
学
の
基
本
語
の
一
つ
で
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
ホ
メ
ロ
ス
以
来
、
道
徳
的
な
意
義
に
限
定
さ
れ
な
い
、
人
間
の
も
つ
技
量
や
知
力
の
側
面
、
つ
ま
り
「
力
量
」
と
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

「
器
量
」
あ
る
い
は
「
卓
越
性
」
と
い
う
意
味
を
内
包
し
て
い
る
が
、
や
が
て
プ
ラ
ト
ン
が
四
つ
の
倫
理
的
徳
目
（
四
枢
要
徳
）
を
説
き
、
ア
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

ス
ト
テ
レ
ス
が
必
ず
し
も
そ
れ
に
縛
ら
れ
な
い
徳
目
一
覧
表
を
提
出
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
実
は
、
そ
の
徳
目
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

覧
表
を
用
い
て
い
る
書
の
一
つ
が
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
で
あ
り
、
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
書
の
第
二
巻
に
お
い
て
詳
論
さ
れ
て
い
る
の
が

何
事
に
つ
け
、
両
極
端
（
過
・
不
足
）
の
中
間
を
保
つ
こ
と
の
大
事
さ
を
説
く
「
中
庸
」
・
「
中
間
」
（
蔦
＆
ヨ
リ
）
と
い
う
徳
の
倫
理
な
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
有
名
な
「
徳
」
の
定
義
を
含
む
そ
の
一
節
に
は
、
こ
う
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

　
「
こ
う
し
て
器
量
〔
徳
（
魯
c
・
斗
）
・
筆
者
注
〕
と
は
選
択
に
か
か
わ
る
性
向
で
あ
り
、
〔
こ
の
性
向
に
お
い
て
〕
わ
れ
わ
れ
に
対
す
る
中

ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

間
を
保
た
せ
る
性
向
の
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
に
対
す
る
性
向
と
は
分
別
に
し
た
が
っ
て
規
定
さ
れ
た
中
間
、
す
な
わ
ち
、
賢
慮
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

ひ
と
が
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
こ
れ
〔
中
間
〕
を
規
定
す
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
分
別
に
し
た
が
っ
て
規
定
さ
れ
た
中
間
で
あ
る
。

ヤ
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

中
間
を
保
つ
と
は
二
つ
の
悪
徳
の
中
間
を
保
つ
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
一
方
の
、
過
剰
に
よ
る
悪
徳
と
、
他
方
の
、
不
足
に
よ
る
悪
徳
の
中

ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

間
を
保
つ
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
器
量
が
中
間
を
保
つ
こ
と
で
あ
る
の
は
、
悪
徳
が
情
と
行
為
に
関
し
て
、
或
る
場
合
に
は
、
あ
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ヤ
　
　
ヤ

る
べ
き
も
の
に
不
足
し
、
或
る
場
合
に
は
、
あ
る
べ
き
も
の
を
越
え
る
の
に
対
し
て
、
器
量
は
そ
の
〔
あ
る
べ
き
〕
中
間
を
見
出
し
、
こ

れ
を
選
び
と
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
も
の
の
実
体
、
す
な
わ
ち
、
『
〔
そ
の
も
の
も
〕
も
と
も
と
何
で
あ
る
か
〔
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

質
的
存
在
〕
』
を
言
う
定
義
に
し
た
が
え
ば
、
器
量
と
は
『
中
間
」
で
あ
る
。
」
（
月
9
匡
8
5
①
－
二
S
馬
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
『
政
治
学
』
に
お
い
て
も
同
様
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
「
『
倫
理
学
』
に
お
い
て
幸
福
な
生
活
と
は
徳
に
従
っ
て
な
に
も
の
に
も
妨
げ
ら
れ
ず
に
営
ま
れ
る
生
活
で
あ
り
、
そ
し
て
徳
と
は
中
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

で
あ
る
と
言
わ
れ
た
が
、
も
し
こ
れ
が
正
し
い
な
ら
ば
、
中
間
の
生
活
が
〔
大
多
数
の
人
々
に
と
っ
て
〕
最
善
の
生
活
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
」
（
署
℃
一
ど
富
漣
＆
下
o。
o。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
「
わ
れ
わ
れ
は
両
極
端
の
間
に
あ
る
中
庸
を
称
賛
し
て
、
そ
れ
を
追
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
す
る
。
」
（
舜
8
お
島
琶
卜
。
－
邑

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
『
義
務
に
つ
い
て
』
の
な
か
で
キ
ケ
・
が
ミ
＆
箋
9
す
ミ
＆
ご
＆
ミ
。
。
》
ミ
o
§
。
。
と
い
う
ラ
テ
ン
語
で
表
現

し
た
内
容
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
う
鳶
ぐ
り
q
O
『
始
り
（
中
庸
・
中
問
）
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
実
際
、
キ
ケ

ロ
は
そ
の
な
か
で
、
こ
の
徳
に
つ
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
学
ん
で
い
る
こ
と
を
自
ら
次
の
よ
う
に
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
「
処
罰
に
際
し
て
特
に
さ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
怒
り
で
あ
る
。
怒
っ
て
処
罰
に
臨
ん
で
は
、
過
不
及
の
中
間
に
あ
っ
て
迫
遥
学
派

の
人
た
ち
が
よ
し
と
す
る
中
庸
（
巨
①
岳
9
葺
霧
）
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
（
ど
銘
。。
㊤
）

　
さ
て
、
ジ
ョ
ン
の
述
べ
て
い
る
中
庸
・
中
間
と
い
う
道
徳
的
教
説
に
関
し
て
、
そ
の
典
拠
が
実
際
は
キ
ケ
ロ
に
、
と
い
う
よ
り
も
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
に
あ
る
こ
と
は
、
以
上
の
点
か
ら
ほ
ぼ
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
ジ
ョ
ン
は
そ
の
教
説
を
ど
の
よ
う
に
し

て
学
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
再
三
に
わ
た
っ
て
繰
り
返
し
て
い
る
が
、
ジ
ョ
ン
は
い
ま
だ
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
」
と
『
政
治
学
』
の
完
全

な
受
容
を
享
受
で
き
る
立
場
に
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
答
を
解
く
鍵
が
す
な
わ
ち
、
「
オ
ル
ガ
ノ
ン
」
の
存
在
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
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W
　
お
わ
り
に

ジ
ョ
ン
の
政
治
論
と
「
オ
ル
ガ
ノ
ン
」

　
既
に
私
た
ち
は
ジ
ョ
ン
が
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
ラ
テ
ン
語
訳
を
中
心
と
し
て
成
り
立
つ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
オ
ル
ガ
ノ
ン
」
の
諸
書
を

読
ん
で
い
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
果
た
し
て
、
「
徳
」
と
は
「
二
つ
の
悪
徳
の
中
間
を
保
つ
こ
と
」
で
あ
り
、
「
｝
方
の
、
過
剰
に
よ
る
悪

徳
と
、
他
方
の
、
不
足
に
よ
る
悪
徳
の
中
間
を
保
つ
こ
と
」
で
あ
る
と
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
道
徳
的
教
説
、
「
中
庸
・
中
間
」
の
徳
性

の
議
論
は
こ
れ
ら
「
オ
ル
ガ
ノ
ン
」
の
う
ち
に
見
い
だ
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
結
論
か
ら
先
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
。
ま
ず
、
そ
の
い
く
つ
か
の
例
を
引
用
し
て
み
よ
う
。
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
』
の
な

か
で
、
次
の
よ
う
な
言
葉
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
し
か
し
善
い
も
の
に
は
必
然
的
に
悪
い
も
の
が
反
対
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
個
々
の
も
の
に
よ
る
帰
納
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ

る
。
例
え
ば
健
康
に
は
病
気
が
、
正
義
に
は
不
正
義
が
、
勇
敢
に
は
卑
怯
が
反
対
で
あ
る
。
し
か
し
悪
い
も
の
に
は
或
る
時
に
は
善
い
も

の
が
、
或
る
と
き
に
は
悪
い
も
の
が
反
対
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
欠
乏
は
悪
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
悪
い
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

過
剰
が
反
対
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
同
様
に
ま
た
、
善
い
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
の
中
庸
（
爲
き
§
り
）
が
こ
の
両
者
の
そ
れ
ぞ
れ
に

反
対
で
あ
る
。
」
（
一
む
㌣
①
）

　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
ま
た
、
「
ト
ピ
カ
」
で
は
、
次
の
よ
う
な
条
が
見
い
だ
せ
る
。

　
「
た
と
え
ば
、
『
適
度
の
も
の
』
（
幕
d
ミ
畠
）
に
お
け
る
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
適
度
の
も
の
も
、
『
善
い
』
〔
も
の
〕
と
言

わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
（
一
〇
刈
巴
一
1
一
〇。
）

　
「
避
く
べ
き
こ
と
は
避
く
べ
き
こ
と
に
反
対
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
方
が
過
度
の
点
で
、
他
方
が
不
足
の
点
で
言
わ
れ
る
の
で

な
い
な
ら
ば
。
な
ぜ
な
ら
、
過
度
は
避
く
べ
き
も
の
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
し
、
不
足
も
ま
た
同
様
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
（
旨
。。
a
当
）

　
「
不
足
と
超
過
は
、
同
じ
類
の
う
ち
に
あ
る
　
　
な
ぜ
な
ら
、
悪
〔
の
類
〕
の
う
ち
に
は
両
方
が
あ
る
か
ら
　
　
が
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
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も
の
の
中
間
に
あ
る
過
度
な
も
の
が
悪
〔
の
類
〕
の
う
ち
に
で
は
な
く
、
善
〔
の
類
〕
の
う
ち
に
あ
る
。
」
（
一
旨
誌
下
8
）

　
以
上
は
、
「
中
庸
・
中
間
」
、
そ
し
て
「
善
」
の
概
念
が
窺
え
る
箇
所
で
あ
る
が
、
「
徳
」
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
「
オ
ル

ガ
ノ
ン
」
の
諸
書
は
な
ん
ら
か
の
説
明
を
与
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
で
の
有
名
な
定
義
（
第

二
巻
第
六
章
）
に
合
致
す
る
言
葉
を
「
オ
ル
ガ
ノ
ン
」
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
定
義
に
つ
い
て
は
既
に
引
用
済
み
で
あ
る
が
、
念
の

た
め
、
い
ま
一
度
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
「
器
量
〔
徳
〕
と
は
選
択
に
か
か
わ
る
性
向
で
あ
り
、
〔
こ
の
性
向
に
お
い
て
〕
わ
れ
わ
れ
に
対
す
る
中
問
を
保
た
せ
る
性
向
の
こ
と
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

る
。
わ
れ
わ
れ
に
対
す
る
性
向
と
は
分
別
に
し
た
が
っ
て
規
定
さ
れ
た
中
間
、
す
な
わ
ち
、
賢
慮
あ
る
ひ
と
が
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
こ
れ

〔
中
間
〕
を
規
定
す
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
分
別
に
し
た
が
っ
て
規
定
さ
れ
た
中
間
で
あ
る
。
」

　
こ
の
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
「
徳
」
と
は
「
選
択
に
か
か
わ
る
性
向
」
、
し
か
も
「
中
問
〔
中
庸
〕
を
保
た
せ
る
性
向
」

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
性
向
」
と
い
う
訳
語
を
あ
て
ら
れ
て
い
る
の
は
亀
ら
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
語
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
性
格
の

あ
り
方
（
性
状
）
」
、
「
習
性
」
あ
る
い
は
「
状
態
」
と
訳
さ
れ
も
す
る
。
後
世
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
や
十
二
世
紀
の
翻
訳
者
た
ち
は
こ
れ
を
ぎ
罫
－

霧
と
い
う
ラ
テ
ン
語
　
　
こ
こ
か
ら
英
語
の
》
＆
魯
と
い
う
訳
に
な
る
　
　
に
置
き
換
え
た
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
こ
に
あ
る
の
は

徳
と
は
単
に
道
徳
的
に
善
き
行
為
を
一
時
的
に
選
択
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
道
徳
的
選
択
を
絶
え
ず
実
践
し
続
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
一
定
し
た
性
格
の
あ
り
方
、
習
性
に
な
る
と
こ
ろ
ま
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

超
過
と
不
足
と
い
う
二
つ
の
両
極
端
の
悪
徳
を
排
し
て
、
そ
の
中
間
を
不
断
に
意
志
的
に
選
択
し
続
け
て
い
く
性
向
、
こ
れ
が
ア
リ
ス
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

テ
レ
ス
の
い
う
中
庸
の
徳
の
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
こ
う
し
た
蹄
ら
レ
ぎ
詳
島
と
し
て
の
徳
の
定
義
を
「
オ
ル
ガ
ノ
ン
」
に
見
い
だ
す
の
は
容
易
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
『
カ
テ
ゴ
リ
i
訟
鯉

に
は

　
「
『
性
質
』
と
私
が
言
う
の
は
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
何
か
或
る
も
の
が
『
こ
れ
こ
れ
様
の
』
と
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
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ヤ
　
　
ヤ

し
性
質
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
言
わ
れ
る
も
の
ど
も
に
属
す
る
。
と
こ
ろ
で
性
質
の
一
つ
の
種
類
は
性
状
と
状
態
だ
と
言
わ
れ
る
と
し
よ

　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ペ

う
。
し
か
し
性
状
は
一
層
固
定
的
で
、
一
層
長
続
き
の
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
状
態
か
ら
異
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
知
識
や
徳

が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
」
（
o。
認
下
器
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
「
人
々
は
一
層
長
時
間
で
一
層
動
き
難
い
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
こ
れ
を
性
状
と
言
う
こ
と
を
望
む
と
い
う
こ
と
は
、
明
ら
か

で
あ
る
。
」
（
評
㌣
“
）

　
あ
る
い
は
、
『
ト
ピ
カ
』
に
は

　
「
両
者
〔
徳
と
知
識
〕
は
同
じ
類
に
入
る
。
け
だ
し
、
こ
れ
ら
の
お
の
お
の
は
、
状
態
で
あ
り
、
心
的
状
態
で
あ
る
か
ら
。
」
（
誌
一
蔦
下
。。
。
）

　
　
　
　
　
　
ヤ

　
「
『
状
態
』
は
徳
の
類
で
あ
る
。
」
（
一
倉
巴
①
）

　
　
　
　
　
　
ヤ

　
「
『
状
態
』
は
徳
が
な
ん
で
あ
る
か
〔
本
質
〕
を
指
示
す
る
。
」
（
一
愈
巴
刈
）

　
さ
て
、
こ
れ
ら
の
わ
ず
か
の
例
か
ら
で
も
、
既
に
「
オ
ル
ガ
ノ
ン
」
の
な
か
に
、
超
過
と
不
足
と
い
う
両
極
端
の
中
間
と
し
て
の
中
庸

の
徳
や
善
性
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
の
基
本
的
な
考
え
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
「
オ
ル
ガ
ノ

ン
」
の
諸
書
を
通
し
て
、
ジ
ョ
ン
は
こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
中
庸
の
徳
と
い
う
教
説
の
本
質
を
十
分
に
知
っ
て
い
た
と
推
測
で
き
よ
う
。

そ
し
て
、
実
際
、
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
『
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス
』
に
お
け
る
以
下
の
よ
う
な
ジ
ョ
ン
の
言
葉
も
、
素
直
に
私
た
ち
の

耳
に
響
く
。

　
「
次
の
よ
う
な
格
言
が
あ
る
。
『
右
手
に
傾
い
て
も
、
左
手
に
傾
い
て
も
な
ら
な
い
。
』
と
。
右
手
に
傾
く
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
熱
心
に
徳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　

そ
の
も
の
に
固
執
し
す
ぎ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
左
手
に
傾
く
こ
と
は
、
徳
の
働
き
　
　
そ
れ
は
中
間
（
ミ
o
§
の
）
に
あ
る
　
　
に
お
い
て

ヤ
　
　
ヤ

中
問
を
越
え
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
実
際
、
す
べ
て
の
熱
心
さ
は
救
済
の
敵
で
あ
り
、
す
べ
て
の
超
過
は
誤
り
だ
か
ら
で
あ
る
。

中
庸
を
欠
い
た
善
行
の
実
践
ほ
ど
、
始
末
の
悪
い
も
の
は
な
い
。
異
教
の
学
者
の
言
う
よ
う
に
、
『
賢
人
は
狂
人
と
言
わ
れ
、
義
人
は
不
正

な
奴
と
言
わ
れ
る
。
限
度
を
越
え
て
、
徳
そ
の
も
の
を
追
及
す
る
な
ら
ば
。
』
。
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ヤ
　
ヤ
　
ヤ

　
哲
学
者
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
限
界
を
越
え
た
も
の
に
気
を
つ
け
よ
。
な
ぜ
な
ら
、
人
が
こ
の
慎
重
な
中
庸
さ

（
ミ
＆
婁
§
を
捨
て
る
な
ら
ば
、
そ
れ
だ
け
そ
の
人
は
徳
の
道
か
ら
逸
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
ソ
ロ
モ
ン
も
言
っ
て
い
る
。
『
善
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ

す
ぎ
る
な
、
賢
す
ぎ
る
な
。
」
と
。
徳
の
女
王
（
ミ
騰
壼
鼠
蕊
ミ
g
ミ
）
た
る
正
義
（
登
魯
織
Ω
）
が
超
過
の
う
ち
に
滅
び
て
し
ま
う
の
な
ら
、
一

体
、
超
過
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
る
も
の
は
何
な
の
か
。
ま
た
、
至
る
と
こ
ろ
で
、
こ
う
言
わ
れ
て
い
る
。
『
過
剰
な
謙
遜
は
、
最
大
限
の
自

尊
で
あ
る
。
』
と
。
左
に
傾
く
こ
と
は
、
徳
の
道
か
ら
悪
徳
の
断
崖
へ
と
滑
り
落
ち
る
か
、
逸
脱
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
臣
民
の

過
ち
を
過
度
に
罰
す
る
傾
向
の
あ
る
場
合
は
、
左
に
身
を
寄
せ
る
よ
う
に
し
、
反
対
に
、
悪
人
に
対
し
て
あ
ま
り
寛
大
す
ぎ
る
場
合
に
は
、

右
に
向
き
を
か
え
る
べ
き
で
あ
る
。
両
方
と
も
正
し
い
道
か
ら
逸
れ
て
い
る
が
、
左
へ
傾
い
て
い
る
方
が
も
っ
と
有
害
で
あ
る
。
」
（
マ
。
）

　
こ
れ
は
「
右
に
傾
い
た
り
、
左
に
傾
い
た
り
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
君
主
（
ミ
言
8
蕊
）
に
は
許
さ
れ
な
い
」
と
題
す
る
章
（
第
四
巻
第
九
章
）

の
全
文
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
窺
わ
れ
る
の
は
明
ら
か
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
教
説
そ
の
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
文
中
に
言
及
さ
れ

て
い
る
「
哲
学
者
」
（
b
ミ
』
8
9
ぎ
。
。
）
に
つ
い
て
、
「
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス
』
の
校
訂
注
釈
書
を
著
し
た
ウ
ェ
ブ
は
そ
の
書
の
注
に
お
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

そ
れ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
指
し
て
い
る
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
前
出
の
二
ー
ダ
ー
マ
ン
は
ジ
ョ
ン
が
『
メ
タ
ロ
ギ
コ
ン
』
に

お
い
て
も
、
『
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス
』
に
お
い
て
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
こ
と
を
「
哲
学
者
」
と
い
う
言
葉
で
形
容
し
て
い
る
事
実
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

そ
の
可
能
性
の
き
わ
め
て
高
い
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
、
そ
の
説
は
非
常
に
説
得
力
に
富
ん
で
い
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
に
は
、
超
過
と
不
足
の
両
極
端
は
悪
徳
で
あ
り
、
そ
れ
を
排
し
て
、
そ
の
中
間
を
選
択
す
る
こ
と
こ
そ
が
徳
で

あ
る
と
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
中
庸
の
理
論
に
裏
打
ち
さ
れ
た
考
え
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
。
そ
し
て
、
実

は
、
ジ
ョ
ン
が
自
分
の
直
接
見
聞
し
た
当
時
の
宮
廷
社
会
に
お
け
る
宮
廷
人
た
ち
の
日
夜
耽
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
愚
行
」
（
ミ
随
麩
）
　
　
す

な
わ
ち
、
狩
猟
、
賭
博
、
音
楽
、
演
劇
、
魔
術
、
占
星
術
な
ど
　
　
を
批
判
す
る
際
に
論
拠
に
し
た
の
も
、
ま
さ
に
こ
の
考
え
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

　
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
く
、
『
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス
』
は
そ
の
副
題
「
宮
廷
人
の
愚
行
と
哲
学
者
の
足
跡
」
が
如
実
に
示
す
よ
う
に
、
そ
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う
し
た
宮
廷
人
た
ち
の
不
道
徳
性
に
仮
借
の
な
い
批
判
を
加
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
対
極
に
あ
る
古
代
の
哲
学
者
た
ち
の
立
派
な
生
を
描

き
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
愚
行
か
ら
解
放
さ
れ
た
、
正
し
い
政
治
家
、
支
配
者
の
あ
り
方
を
論
じ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
の
批
判
の
眼

目
は
ま
さ
に
こ
の
中
庸
の
徳
の
理
論
に
基
づ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ジ
ョ
ン
は
こ
れ
ら
の
娯
楽
を
一
律
に
、
絶
対
的
に
不
道
徳
と
一
蹴

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
行
為
が
本
来
の
限
度
を
越
え
て
自
己
目
的
化
し
、
公
共
の
秩
序
に
著
し
く
反
す
る

こ
と
に
な
る
の
を
鋭
く
告
発
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
彼
の
狙
い
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
そ
の
こ
と
は
「
狩
猟
」
（
誌
蓉
翫
嚢
）
に
つ
い

て
語
っ
て
い
る
次
の
一
節
に
、
如
実
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
、
上
述
の
引
用
文
の
な
か
に
あ
る
の
と
ま
っ
た
く
同
一
の
言
葉
が
使

わ
れ
て
い
る
の
に
注
目
さ
れ
た
い
。

　
「
〔
狩
猟
〕
の
場
所
に
つ
い
て
も
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
狩
猟
は
猟
場
、
共
同
な
い
し
公
共
の
土
地
で
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
近
隣
の
人
々
に
被
害
が
及
ば
ず
、
そ
の
場
所
が
神
聖
な
場
所
で
あ
っ
た
り
名
高
い
所
で
権
利
侵
害
が
生
じ
な
い
場
合
に
は
。
な
ぜ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

ら
ば
、
そ
う
し
た
と
き
に
侵
入
者
は
法
の
網
の
目
に
捕
ら
え
ら
れ
、
罰
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
庸
さ
〔
節
度
〕
（
ミ
＆
讐
＆
§

が
守
ら
れ
、
正
し
い
判
断
と
、
そ
し
て
可
能
な
ら
、
利
益
が
上
が
り
、
喜
劇
作
家
テ
レ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
次
の
よ
う
な
忠
告
が
守
ら
れ
る
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

ら
、
狩
猟
は
誉
め
ら
れ
よ
う
。
『
万
事
に
中
庸
が
大
事
。
』
。
ま
た
、
こ
う
も
言
わ
れ
る
の
は
正
し
い
。
す
な
わ
ち
、

　
賢
人
は
狂
人
と
言
わ
れ
、
義
人
は
不
正
な
奴
と
言
わ
れ
る
。

　
限
度
を
超
え
て
、
徳
そ
の
も
の
（
蕊
試
霧
慰
器
）
を
追
及
す
る
な
ら
ば
。
」
（
ど
ε

　
さ
て
以
上
、
私
た
ち
は
も
っ
ぱ
ら
「
政
治
的
徳
性
」
の
議
論
に
的
を
絞
っ
て
、
「
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス
」
の
な
か
に
窺
わ
れ
る
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
影
響
如
何
と
い
う
問
題
を
探
っ
て
き
た
。
こ
の
問
題
が
大
事
な
の
は
、
一
つ
に
は
『
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス
』
と
い
う
書
物
が
そ

も
そ
も
支
配
者
・
君
主
の
政
治
教
育
を
目
指
す
〈
君
主
の
鑑
〉
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
お
り
、
ジ
ョ
ン
の
描
く
支
配
者
・
君
主
の
も
つ
べ

き
徳
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
当
然
の
作
業
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
う
一
つ
に
は
、
そ
れ
が
い
っ
そ
う
大
事
な
の
で
あ
る
が
、
既
に
言
及

し
て
お
い
た
よ
う
に
、
西
欧
中
世
で
は
真
の
政
治
思
想
は
十
三
世
紀
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
政
治
学
』
お
よ
び
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
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の
導
入
を
も
っ
て
始
ま
る
と
す
る
通
説
が
あ
り
、
そ
れ
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
不
十
分
な
が
ら
、
あ
る

程
度
、
こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
発
見
」
以
前
に
生
き
て
い
た
ジ
ョ
ン
の
政
治
論
の
な
か
に
、
既
に
し
て
「
オ
ル
ガ
ノ
ン
」
を
通
し
て

得
た
と
思
わ
れ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
政
治
観
念
の
存
在
を
確
認
し
え
た
で
あ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
ジ
ョ
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
の
関
係
を
問
う
の
で
あ
れ
ば
、
私
た
ち
は
単
に
「
政
治
的
徳
性
」
の
観
念
に
と
ど
ま
ら
ず
、

も
っ
と
多
面
的
な
角
度
か
ら
『
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス
』
と
「
オ
ル
ガ
ノ
ン
」
の
比
較
検
討
を
企
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
キ
ケ
ロ
や
ボ

エ
テ
ィ
ウ
ス
の
よ
う
な
思
想
的
伝
達
者
と
の
関
係
を
吟
味
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
て
重
く
受
け
と
め
よ

う
。
こ
こ
で
は
、
た
だ
ジ
ョ
ン
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
影
響
を
多
少
な
り
と
も
確
認
す
る
　
　
も
ち
ろ
ん
断
片
的
な
確
認
で
し
か

な
い
が
　
　
こ
と
に
よ
っ
て
、
ジ
ョ
ン
の
政
治
論
の
一
端
を
知
る
と
と
も
に
、
「
政
治
」
観
念
の
十
三
世
紀
起
源
説
に
対
す
る
一
つ
の
異

議
申
し
立
て
を
お
こ
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
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第
三
七
号
、
一
九
九
三
年
）
、
五
二
頁
。

（
6
）
　
た
と
え
ば
、
自
⑪
9
0
同
q
。
ζ
曽
器
①
ざ
・
．
q
o
『
⇒
9
ω
巴
δ
ぴ
ζ
昌
”
ω
o
ヨ
①
＞
呂
①
o
富
9
＝
δ
℃
○
一
三
〇
巴
℃
巳
一
〇
の
o
℃
『
冤
．
、
℃
9
霧
巴
o
Q
象
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ミ
＆
言
零
巳
景
＜
o
一
』
o
。
」
O
雪
も
マ
o
。
竃
－
認
●
は
ジ
ョ
ン
の
政
治
思
想
プ
ロ
パ
ー
に
つ
い
て
扱
っ
た
貴
重
な
研
究
で
あ
る
が
、
セ
イ
バ
イ
ン
や
ウ

　
ォ
ー
リ
ン
の
西
欧
政
治
思
想
の
通
史
が
ジ
ョ
ン
を
軽
視
な
い
し
閑
却
し
て
い
る
点
へ
の
指
摘
は
あ
っ
て
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
ヘ
の
言
及
は
ま
っ
た

　
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
。
以
下
の
代
表
的
な
論
稿
も
基
本
的
に
同
様
で
あ
る
。
き
ぎ
∪
一
。
匹
房
o
P
．
．
『
霞
0
9
豊
o
≡
弓
ぎ
匹
霧
①
9
甚
①

℃
o
一
一
R
豊
2
巴
⇒
9
①
O
⑪
〈
①
一
〇
℃
ヨ
①
暮
o
電
・
一
三
。
巴
醤
o
品
算
、
、
甘
§
◎
韓
g
①
。
D
ミ
§
ポ
b
u
・
9
9
き
ぎ
9
の
＆
。
り
ぴ
ミ
8
Z
霧
嘱
o
匿

勾
易
ω
①
一
壁
α
国
房
ω
①
ン
一
㊤
①
。
。
も
マ
図
昌
－
一
葵
昌
。
国
。
戸
岳
。
○
ダ
、
、
q
o
ぼ
。
お
毘
ω
ゴ
昌
餌
＆
甚
①
－
o
一
一
R
毘
。
垢
．
、
℃
5
q
●
O
。
＝
＄
匹
の
－

鼠
ヨ
①
α
こ
§
。
q
o
8
§
§
亀
ぎ
§
号
巳
疑
⑩
8
9
0
0
。
ミ
◎
O
ミ
g
ミ
＆
譜
置
』
目
ミ
爵
箋
。
D
㎏
び
o
邑
g
自
畦
8
℃
」
㊤
卜
。
G
。
も
も
』
G。
－
。。
“
●

（
7
）
　
周
知
の
よ
う
に
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
訳
の
『
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
』
と
『
命
題
論
」
以
外
の
、
「
オ
ル
ガ
ノ
ン
」
全
体
の
ラ
テ
ン
語
訳
は
一
二
一
八
年
頃
、

　
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
ヤ
コ
ブ
ス
に
よ
っ
て
ギ
リ
シ
ア
語
か
ら
な
さ
れ
て
い
た
。
○
中
＝
霧
匹
づ
9
『
詳
助
§
＆
の
⑦
Ω
昌
器
○
『
簿
⑲
↓
ミ
㊥
§
罫
O
①
ミ
ミ
y

　
＝
畦
茜
三
d
巳
く
霞
巴
ξ
勺
お
の
P
お
曽
も
や
G
。
＆
占
。
〔
野
口
洋
二
訳
『
十
二
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
」
創
文
社
、
一
九
八
五
年
、
三
〇
二
⊥
二
頁
。
別

　
宮
貞
徳
・
朝
倉
文
市
訳
『
十
二
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
九
年
、
二
八
六
i
七
頁
。
〕
田
＆
⑩
匡
畠
O
o
三
霧
8
P
ン
鴫
聾
o
蔓

　
9
モ
霧
器
ミ
、
ミ
ε
。
。
暑
ミ
》
℃
胃
二
℃
Ω
費
α
雪
9
受
2
K
6
2
巨
＆
頭
ざ
お
露
も
層
器
㌣
9
〔
箕
輪
秀
二
．
柏
木
英
彦
訳
『
中
世
哲
学
史
』

　
創
文
社
、
一
九
七
〇
年
、
二
二
九
頁
。
〕

（
8
）
国
＄
8
8
ω
葺
ヨ
℃
㌦
．
弓
o
且
。
曾
穿
霞
U
㊦
邑
・
℃
ヨ
①
曇
餌
＆
＞
げ
ω
o
壱
ぎ
三
暮
o
o
・
霧
の
2
窪
8
。
。
、
．
し
昌
Z
。
寄
①
訂
B
ゆ
目
9
餌
一
・

　
①
房
こ
『
ぴ
⑩
O
Ω
ミ
穿
登
鴨
㊥
鳶
房
8
、
▽
9
卜
9
箋
ミ
⑪
3
亀
匙
、
獣
ε
o
。
o
b
詳
8
0
帥
ヨ
ぼ
こ
鴨
d
曰
く
霞
巴
受
℃
同
①
霧
口
O
o
o
凶
も
℃
』
お
6
雪
な
お
、

　
十
二
世
紀
の
哲
学
史
に
関
し
て
、
現
在
の
研
究
の
到
達
点
を
知
る
に
は
、
℃
9
霞
U
8
嘗
ρ
a
。
』
鴫
§
o
q
9
『
ミ
。
黛
簿
－
9
ミ
ミ
マ
妄
題
譜
ミ

　
㌧
ミ
N
8
起
書
b
O
蝉
5
ぼ
往
鴨
¢
巳
く
①
お
一
身
℃
お
器
し
㊤
o。
o
。
’
が
き
わ
め
て
有
用
で
あ
る
。

（
9
）
9
①
5
①
旨
ρ
q
●
≦
①
ぴ
げ
気
o
ぎ
9
0
Q
箋
。
。
ぴ
ミ
y
ζ
①
甚
二
①
P
一
⑩
ω
卜
。
も
’
。。
図
。

（
1
0
）
　
O
●
O
し
●
薯
o
げ
げ
（
0
9
）
丸
o
§
る
民
。
D
O
o
ミ
窃
簿
試
§
。
。
磁
ミ
象
＆
o
魁
8
轟
N
魯
壽
ミ
ト
○
義
o
こ
」
露
O
。

（
H
）
ミ
9
匙
o
魁
8
ド
宅
S
国
ミ
蒔
計
裟
⑦
魯
b
品
ミ
＆
①
㌧
詳
§
⑦
o
b
ぎ
ミ
妻
。
。
錦
。。
爬
o。
（
。
。。
。。
ゆ
）
。

（
1
2
）
9
蔓
警
Z
＆
霞
ヨ
磐
℃
脳
』
急
。
犀
ヨ
き
P
．
．
≧
巨
・
件
。
コ
彗
δ
B
ぎ
き
ぎ
。
お
巴
ぎ
仁
藷
．
の
℃
・
一
嘗
毘
2
。
。
．
、
』
。
ミ
言
N
P
、
慧

　
期
§
o
ミ
9
㌧
隷
』
8
0
b
書
勘
＜
o
一
』
ど
一
〇
〇。
o
。
も
戸
器
ア
o。
。

（
1
3
）
　
二
ー
ダ
ー
マ
ン
は
こ
の
仮
説
の
も
と
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
影
響
が
ジ
．
ン
の
政
治
思
想
だ
け
で
な
く
、
広
く
そ
の
哲
学
．
倫
理
思
想
全
体

　
に
及
ん
で
い
る
こ
と
を
精
力
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ジ
ョ
ン
研
究
の
問
題
に
と
ど
ま
る
だ
け
で
な
く
、
従
来
の
中
世
政
治
思

　
想
研
究
そ
の
も
の
に
対
す
る
根
本
的
な
挑
戦
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
本
稿
は
こ
の
二
ー
ダ
ー
マ
ン
の
所
説
に
大
い
に
啓
発
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
断
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っ
て
お
き
た
い
。
な
お
、
二
ー
ダ
ー
マ
ン
の
多
く
の
論
稿
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
一
々
列
挙
し
な
い
。
前
掲
の
拙
稿
「
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
の
ジ
ョ
ン

　
の
『
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス
』
」
の
（
注
8
9
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
4
）
＝
き
巴
」
①
ぴ
。
の
巨
け
N
P
ミ
巴
紺
3
』
霞
g
ミ
§
湧
ミ
嘗
導
㊥
卜
嘗
§
黛
モ
ミ
言
恥
。
。
9
き
ぎ
9
0
っ
箋
魯
ミ
8
望
①
ミ
胃
9
お
H
諾
§
暮
ρ

　
¢
巳
く
霞
巴
受
9
■
o
＆
o
戸
一
〇
8
も
る
P
o
。
9
〔
柴
田
平
三
郎
訳
「
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
の
ジ
ョ
ン
　
中
世
人
文
主
義
の
世
界
』
平
凡
社
、
一
九
九
四
年
、

　
一
五
五
頁
、
↓
五
七
頁
。
〕

（
1
5
）
O
一
8
同
ρ
寒
。
。
。
ミ
§
麩
豊
。
。
℃
ミ
＆
ご
需
。
。
月
一
㌣
一
。。
●

（
1
6
）
　
9
。
霞
ρ
b
⑩
◎
鷺
ら
辞
」
」
♪
＆
。
〔
泉
井
久
之
助
訳
「
義
務
に
つ
い
て
』
岩
波
文
庫
、
一
九
六
一
年
。
角
南
一
郎
訳
『
義
務
に
つ
い
て
』
現

　
代
思
潮
社
、
一
九
七
四
年
。
こ
こ
で
の
訳
文
は
、
泉
井
訳
を
拝
借
し
た
。
〕
鼻
月
一
ρ
㎝
㌣
鴇
■

（
1
7
）
　
プ
ラ
ト
ン
「
国
家
』
第
四
巻
島
爵
、
『
饗
宴
」
一
〇
爵
獣
、
『
法
律
」
第
↓
巻
①
ω
一
P
U
・

（
1
8
）
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
「
エ
ウ
デ
モ
ス
倫
理
学
」
第
二
巻
第
三
章
一
旨
。
げ
o
。
下
一
旨
一
巴
ド
〔
茂
手
木
元
蔵
訳
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
1
4
　
大
道
徳
学

　
エ
ウ
デ
モ
ス
倫
理
学
　
徳
と
悪
徳
に
つ
い
て
」
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年
。
〕
参
考
ま
で
に
、
そ
の
徳
目
↓
覧
表
を
書
き
出
し
て
お
く
。
こ
こ
で
も

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
超
過
と
不
足
の
中
間
の
徳
を
列
挙
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
多
怒
寡
怒
温
和
　
無
謀
〔
大
胆
〕
臆
病
勇
敢
　
無
恥
内
気

　
廉
恥
　
不
節
制
〔
放
博
〕
純
感
節
制
　
嫉
妬
名
称
な
し
義
憤
　
利
得
損
失
正
〔
適
性
〕
放
漫
吝
箇
鷹
揚
　
高
慢
〔
見
栄
〕
卑
下
真
実
　
阿

　
諌
憎
悪
親
愛
　
追
従
横
柄
厳
正
　
儒
弱
災
厄
忍
耐
　
傭
傲
卑
屈
衿
持
　
濫
費
細
か
さ
豪
壮
　
邪
知
愚
直
思
慮
」
。

（
1
9
）
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
「
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
」
〔
加
藤
信
朗
訳
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
1
3
　
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
。
〕

（
2
0
）
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
政
治
学
』
〔
山
本
光
雄
訳
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
1
5
　
政
治
学
　
経
済
学
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
。
〕

（
2
1
）
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
カ
テ
ゴ
リ
i
論
」
〔
山
本
光
雄
訳
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
ー
　
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
　
命
題
論
　
分
析
論
前
書
　
分
析
論
後
書
』

　
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
。
〕

（
2
2
）
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
「
ト
ピ
カ
」
〔
村
治
能
就
訳
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
2
　
ト
ピ
カ
　
誰
弁
論
駁
論
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
。
〕

（
2
3
）
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
中
庸
の
徳
に
つ
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
多
く
の
解
説
が
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
日
本
語
で
読
め
る
、
G
・
E
・
R
・
ロ
イ
ド
、

　
川
田
殖
訳
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
三
年
、
一
八
八
頁
以
下
が
有
用
で
あ
る
。

（
24
）
ρ
O
●
9
≦
①
げ
げ
（
＆
y
o
b
●
9
鉢
モ
o
こ
も
●
霧
①
」
o
o
ぎ
9
①
し
営
。
ま
。

（
2
5
）
9
蔓
9
Z
＆
霞
B
彗
P
』
呼
σ
畠
ヨ
餌
目
も
b
●
＆
；
薯
』
一
㎝
－
b
。
一
①
●
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〔
な
お
、
本
稿
は
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
の
ジ
ョ
ン
の
政
治
思
想
に
関
す
る
私
の
研
究
の
全
体
計
画
の
一
部
も
な
す
も
の
で
あ
る
。

の
付
け
方
に
お
い
て
、
い
さ
さ
か
不
備
や
統
一
を
欠
く
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ご
海
容
を
請
う
次
第
で
あ
る
。
〕

そ
れ
に
と
も
な
い
、
（
注
）

ソールスベリのションとアリストテレス
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