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ー

に
つ
れ
、

い
る
。
こ
の
二
人
に
つ
づ
く
ブ
ー
ト
ル
ー
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
、

フ
ラ
ソ
ス
哲
学
の
特
長
的
な
テ
ー
マ
の
一
つ
に
習
慣
が
あ
る
。

は
じ
め
に

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
と
習
慣
の
問
題

カ
ル
ト
、
パ
ス
カ
ル
ら
に
も
慣
習
や
習
慣
に
関
す
る
興
味
深
い
考
察
が
少
な
く
な
い
。
筆
者
は
か
つ
て
『
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
お
け

(

1

)

 

る
習
慣
の
問
題
』
と
題
す
る
論
文
を
書
い
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
第
一
章
を
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
以
前
の
習
慣
論
の
考
察
に
あ
て
、
デ
カ

ル
ト
か
ら
筆
を
起
し
た
。

し
か
し
当
時
、

と
も
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

メ
ル
ロ
ー
11

ポ
ン
チ
ら
に
も
習
慣
に
関
す
る
記
述
が
多
く
、
さ
か
の
ぽ
っ
て
デ

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
か
ら
始
め
る
こ
と
に
は
思
い
及
ば
な
か
っ
た
。

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
『
ニ
セ
ー
』
に

慣
習
に
関
す
る
章
の
少
な
く
な
い
こ
と
は
知
っ
て
い
た
が
、
哲
学
史
的
考
察
と
し
て
は
デ
カ
ル
ト
か
ら
始
め
れ
ば
充
分
だ
と
考
え
ら
れ
、
ま

た
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
慣
習
考
察
の
す
べ
て
は
パ
ス
カ
ル
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
パ
ス
カ
ル
を
論
ず
る
時
に
合
わ
せ
て
論
ず
れ
ば
足
り
る
、

し
か
し
モ
ソ
テ
ー
ニ
ュ
の
い
わ
ゆ
る
懐
疑
主
義
が
習
慣
の
問
題
と
極
め
て
深
い
関
係
を
持
つ
こ
と
に
気
づ
く

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
を
論
ず
る
こ
と
な
し
に
、

フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
習
慣
論
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の

メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
と
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
と
の
習
慣
論
は
よ
く
知
ら
れ
て

輪

正
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点
に
関
し
て
私
の
目
を
開
か
せ
て
く
れ
た
も
の
に
、

習
慣
を
扱
っ
た
論
文
と
が
あ
る
。

フ
ン
ケ
教
授
の
習
慣
概
念
の
歴
史
を
論
じ
た
大
著
と
三
宅
中
子
氏
の
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の

フ
ン
ケ
教
授
に
は
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ソ
に
関
す
る
著
作
や
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
習
慣
論
の
ド
イ
ツ
語
訳
が
あ

っ
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
哲
学
研
究
の
第
一
人
者
と
い
っ
て
よ
い
人
だ
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
フ
ラ
ソ
ス
哲
学
研
究
の
延
長
線
上
に

(
2
)
 

あ
る
と
思
わ
れ
る
業
績
と
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
か
ら
フ
ッ
サ
ー
ル
に
至
る
ョ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
習
慣
考
察
の
歴
史
を
通
覧
し
た
大
著
が
あ
る
。

こ
の
中
で
フ
ソ
ケ
教
授
は
モ
ソ
テ
ー
ニ
ュ
に
独
立
の
一
章
を
割
い
て
い
る
が
、
こ
の
章
は
、
章
に
よ
っ
て
は
資
料
集
の
観
も
な
い
で
な
い
こ

の
著
作
の
中
で
は
、
内
容
的
に
よ
く
ま
と
ま
っ
た
一
章
で
あ
る
。

て
。
ハ
ス
カ
ル
を
論
じ
、
そ
の
あ
と
で
デ
カ
ル
ト
に
帰
っ
て
大
陸
合
理
論
に
お
け
る
習
慣
概
念
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
順
序
も
私
に
と
っ
て
教

(
3
)
 

訓
的
で
あ
っ
た
。
三
宅
中
子
氏
に
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
、
パ
ス
カ
ル
な
ど
の
習
慣
概
念
を
扱
っ
た
論
文
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
特
に
雑
誌
『
実

存
主
義
』
（
昭
和
五
十
年
）
所
収
の

「
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
お
け
る
懐
疑
論
と
習
慣
論
」

っ
た
。
こ
れ
ら
の
論
著
に
よ
っ
て
私
は
、

い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
習
慣
考
察
は
、
デ
カ
ル
ト
以
後
の
フ
ラ
ン
ス
哲
学
、

近
世
哲
学
全
体
に
深
く
大
き
な
影
響
を
及
ぽ
し
た
も
の
と
さ
え
考
え
る
に
至
っ
た
。

一
体
習
慣
現
象
へ
の
注
目
は
哲
学
的
思
索
の
導
因
と
し
て
重
要
な
も
の
を
持
つ
。
自
分
達
の
風
俗
慣
習
や
思
考
習
慣
と
異
な
る
風
俗
慣
習
、

思
考
習
慣
に
出
会
う
こ
と
は
人
々
に
大
き
な
驚
き
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
驚
き
は
、
そ
れ
ま
で
不
動
か
つ
普
遍
的
と
信
じ
ら
れ
て
い

た
も
の
へ
の
懐
疑
を
も
た
ら
し
、

ひ
い
て
は
真
に
普
遍
的
で
絶
対
的
な
も
の
へ
の
追
求
へ
と
人
々
を
う
な
が
す
。

の
習
慣
概
念
と
表
裏
の
関
係
に
あ
っ
て
、
カ
ソ
ト
の
批
判
哲
学
の
誕
生
に
大
き
な
役
割
を
果
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
同
様
な
習

慣
に
よ
る
懐
疑
と
覚
醒
の
作
用
は
、

フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
習
慣
論
を
問
題
に
す
る
限
り
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
を
無
視
し
て
通
る
こ
と
は
で
き
な

ひ
い
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

ヒ
ュ
ー
ム
の
懐
疑
論
が
そ

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
出
発
点
に
お
け
る
ソ
フ
ィ
ス
ト
達
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
と
の
間
に
も
指
摘

と
題
す
る
も
の
は
そ
の
着
眼
点
に
お
い
て
啓
発
的
で
あ

フ
ン
ケ
教
授
は
モ
ソ
テ
ー
ニ
ュ
を
論
じ
た
あ
と
、
デ
カ
ル
ト
を
飛
び
こ
し
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モンテーニュと習慣の問題

「
慣
例
」
「
慣
行
」
「
性
癖
」
等
の
漢
字
に
よ
る
熟
語
や
「
な
れ
」
「
な
ら
い
」

「
慣
習
」

「
ま
な
び
」
等
の
語
が
あ
げ
ら
れ
、
こ
の

か
じ
め
触
れ
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
日
本
語
で
も
「
習
慣
」

に
は
類
義
語
と
し
て
、

「
慣
習
」

「
習
性
」
「
風
習
」

「
風
俗
」

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
プ
ロ
ク
ゴ
ラ
ス
の
「
人
間
は
万
物
の
尺
度
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
に
は
、
各
都
市
の
多
様
な
慣
習
、
習
慣
は
そ
れ
ぞ

れ
そ
の
理
由
を
持
つ
こ
と
、

へ
の
洞
察
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
洞
察
か
ら
由
来
す
る
認
識
の
相
対
主
義
の
含
み
持
つ
危
険
性
へ
の
反
撥
が
ソ

ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
ら
の
哲
学
的
努
力
の
出
発
点
と
な
る
。

ソ
フ
ィ
ス
ト
達
の
存
在
は
哲
学
史
全
体
に
と
っ
て
も
習
慣
の
問
題
に
と
っ
て

も
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
見
て
フ
ン
ケ
教
授
が
前
記
の
浩
論
な
習
慣
論
史
を
ソ
フ
ィ
ス
ト
達
を
ま
っ
た
く
無
視
し
て

プ
ラ
ト
ン
か
ら
始
め
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
大
著
に
お
け
る
―
つ
の
瑕
疵
で
あ
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
目
下
の
我
々
に
と
っ
て
の
問
題
は
、

ヒ
ュ
ー
ム
と
カ
ン
ト
と
の
間
の
関
係
に
匹
敵
す
る
も
の
が
、

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
習
慣
論
の
検
討
に
先
立
っ
て
、

他
に
も
更
に
様
々
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
得
る
が
、

ソ
フ
ィ
ス
ト
達
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
と
の
間
の
関
係
、
あ
る
い
は

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
と
デ
カ
ル
ト
と
の
間
に
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

(

4

)

 

で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
や
パ
ス
カ
ル
が
ピ
ュ
ロ
ン
の
懐
疑
主
義
を
知
っ
た
の
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
を
通
し
て
で
あ
る
。
そ
し
て
ピ
ュ
ロ
ン
の
ニ
ボ

ケ
ー
が
デ
カ
ル
ト
ヘ
、
ま
た
デ
カ
ル
ト
を
介
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
ヘ
、
ど
れ
ほ
ど
影
響
し
た
か
を
知
る
者
は
、

体
に
投
げ
か
け
る
光
芭
に
ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

「
習
慣
」
と
い
う
言
葉
と
、
こ
の
言
葉
の
モ
ソ
テ
ー
ニ
ュ
に
お
け
る
使
わ
れ
方
に
あ
ら

「
な
ら
わ
し
」

ス
ペ
ル
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
テ
キ
ス
ト
に
関
係
が
な
い
限
り
現
代
綴
り
で
記
し
て
お
く
）
の
ほ
か
に
、

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
近
世
哲
学
全

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
場
合
も

"
c
o
u
t
u
m
e
"
(
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は

coustume
と
書
い
て
い
る
が
、

ょ^usage" "usance" ̂

n^18 urs"'^
 
m
a
n
i
e
r
e
"
 

函^accoutumance"'^

habitude"
な
ど
多
様
で
あ
る
。
原
一
一
郎
氏
に
よ
る
邦
訳
（
筑
摩
書
房
、
世
界
古
典
文
学
全
集
）
で
は
以
上
の
語
の
ほ
か
に

^^
 

train"'̂
 f
o
r
m
e
"
 ̂
'institution"'̂
 observation"'̂
 observance" "fa~on" 

$, の声
g
i
p
竿
q
i
且
「
坦
豆
慣
」

「
慣
用
」
等
の
語
で
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訳
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
多
様
な
語
が

1

習
慣
」
の
類
義
語
で
訳
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
も
、

世
哲
学
か
ら
の
影
響
、
さ
ら
に
言
え
ば
遡
っ
て
ギ
リ
シ
ア
か
ら
の
伝
統
が
あ
ろ
う
。

(
7
)
 

き
く
分
け
て
二
つ
の
系
列
が
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

"^
 

habitude(仏）99̂
＾
habito(西）＂＂^
＾

abitudine(伊）＂＂^
＾

G
e
h
a
b
e
n
(
独
）
＂
9
に
連
な
る
も
の
で
あ
り
、

モ
ソ
テ
ー
ニ
ュ
に
お
い
て
習
慣
概
念
の
占

こ
れ
ら
の
語
の
内
最
も
よ
く
出
て
く
る
の
は
c

ĉ
o
u
t
u
m
e
"
で
あ
っ
て
^
"
h
a
b
i
t
u
d
e
"
の
使
わ
れ
方
は
少
な
い
。

し
か
し
筆
者
の
調
べ
た
か

(
5
)
 

ぎ
り
"
h
a
b
i
t
u
d
e
"
の
語
も
少
な
く
と
も
九
カ
所
で
使
わ
れ
て
お
り
、
し
か
も
u
n
e
si 
parfaite h
a
b
i
t
u
d
e
 a
 la v
e
r
t
u
と
か
u
n
e
h
a
b
i
t
u
d
e
 

(
6
)
 

d
e
 v
e
r
t
u
の
よ
う
に
、
徳
の
形
成
と
い
う
習
慣
論
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
合
い
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
用
法
に
は
中

一
方
の
系
列
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
^
'
H
e
x
i
s
"
か
ら
"
h
a
b
i
t
u
s
(羅）9
；
habit (英）99

か
ら
＾
＾
c
o
n
s
u
e
t
u
d
o
 (羅）＂＂^
＾

custom(英）＂＂ょ^

coutume(仏）＂＂^
'costumbre(西）99ふ^

costume(伊）9＂̂
＾

G
e
w
o
h
n
h
e
i
t
 (
独
）
＂
＂
へ
連
な
る
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
語
の
意
味
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
語
に
よ
っ
て
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
ご
く
一
般
的
に
言

っ
て
二
つ
の
系
列
の
間
に
は
日
本
語
の
「
習
慣
」
と
「
慣
習
」
の
区
別
に
対
応
す
る
も
の
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
前
者
の
系
列
に
は
、
人
間

が
何
ら
か
の
形
で
意
図
的
主
体
的
に
形
成
し
獲
得
し
た
習
慣
、
徳
の
名
で
叫
ば
れ
得
る
よ
う
な
習
慣
が
意
味
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者

の
系
列
で
は
、
人
間
が
社
会
や
集
団
の
中
で
お
の
ず
と
身
に
つ
け
た
風
習
、
慣
行
と
い
う
意
味
合
い
が
強
い
と
言
え
よ
う
。

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ

に
お
け
る
c
^
h
a
b
i
t
u
d
e
"
と
"
c
o
u
t
u
m
e
"
の
使
い
方
に
も
こ
の
区
別
が
明
確
に
で
は
な
い
が
感
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
後
に
デ
カ
ル
ト
も
、

無
意
識
的
に
身
に
つ
い
た
慣
習
を
言
う
時
に
は
、
『
方
法
序
説
』
第
一
部
な
ど
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

極
的
に
身
に
つ
け
る
べ
き
習
慣
を
言
う
場
合
に
は
、

た
と
え
ば
『
情
念
論
』
第
五

0
章
や
第
一
六
一
章
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
上
＾
h
a
b
i
t
u
d
e
"
 

の
語
を
用
い
る
。
デ
カ
ル
ト
の
場
合
哲
学
的
議
論
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
で
は
上
'
h
a
b
i
t
u
d
e
"
の
語
が
多
く
用
い
ら
れ
、
日
常
的
議
論
の
コ
ン
テ

め
る
地
位
が
大
き
い
こ
と
の
―
つ
の
証
拠
で
あ
ろ
う
。

d
 

c
o
u
t
u
m
e
"
の
語
を
多
く
用
い
、
積

他
方
の
系
列
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
6
^
E
t
h
o
s
"
 

フ
ン
ケ
教
授
は
ギ
リ
シ
ア
以
来
習
慣
を
示
す
語
に
大
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モンテーニュと習慣の問題

第
二
九
章
「
徳
に
つ
い
て
」
、

キ
ス
ト
で
は

c
^

c
o
u
t
u
m
e
"
の
語
が
よ
り
よ
く
使
わ
れ
る
と
さ
え
思
わ
れ
る
。

「
習
慣
」
と
「
慣
習
」
と
が
日
本
語
で
必
ら
ず
し
も
判
然
と
使
い
分
け
ら
れ
な

い
よ
う
に
、

6̂
c
o
u
t
u
m
e
"
と

"
h
a
b
i
t
u
d
e
"
と
の
間
の
明
晰
判
明
な
区
別
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
な
い
し
、

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
以
後
に
も
な
い
。

た
だ
日
本
語
の
場
合
社
会
的
な
風
習
、
習
俗
、
慣
行
に
類
す
る
も
の
は
「
慣
習
」
の
名
で
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
に
対
し
個
人
的
に

形
成
さ
れ
た
行
動
傾
向
の
如
き
も
の
は
「
習
慣
」
の
名
で
呼
ば
れ
る
こ
と
が
ふ
つ
う
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

を
も
含
む
広
い
意
味
で
類
概
念
的
に
使
わ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

よ
う
な
意
味
に
こ
の
二
つ
の
語
を
使
い
分
け
る
こ
と
に
す
る
が
、

使
う
こ
と
も
あ
る
。

し
か
し
「
習
慣
」
は
「
慣
習
」

い
ず
れ
に
せ
よ
「
習
慣
」
と
「
慣
習
」
の
間
に
明
確
な
意
味
上
の
区

別
は
な
い
。
事
柄
自
体
に
お
い
て
も
明
確
な
区
別
を
指
摘
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
我
々
も
お
お
む
ね
以
上
の

モ
ソ
テ
ー
ニ
ュ
の
『
＝
セ
ー
』
で
習
慣
を
主
題
的
に
論
じ
た
個
所
は
「
慣
習
に
つ
い
て
。
ま
た
、
既
存
の
法
律
を
み
だ
り
に
改
め
て
は
な

ら
な
い
こ
と
」
と
題
し
た
第
一
巻
第
二
三
章
を
始
め
と
し
て
、
同
巻
第
二
六
章
「
子
供
の
教
育
に
つ
い
て
」
、
第
三
六
章
「
着
物
を
着
る
慣

第
二
巻
第
三
章
「
ケ
オ
ス
島
の
慣
習
に
つ
い
て
」
、
第
一
二
巻
第
一
三
章
「
経

「
レ
ー
モ
ン
・
ス
ボ
ン
の
弁
護
」
と
題
し
た
第
二
巻
第
―
二
章
も
習
慣
の
哲
学
的
考
察
と
し
て
極
め
て
重

要
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
章
に
限
ら
ず
ほ
と
ん
ど
全
篇
で
習
慣
が
問
題
に
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
第
一
巻
第
三
一
章
「
食
人
種
に
つ
い
て
」
、
第

四
三
章
「
ぜ
い
た
く
を
取
り
締
ま
る
法
律
に
つ
い
て
」
、
第
二
巻
第
一
―
章
「
残
酷
に
つ
い
て
」
、

九
章
「
空
虚
に
つ
い
て
」
、
第
一
〇
章
「
自
分
の
意
志
を
節
約
す
る
こ
と
に
つ
い
て
」
な
ど
の
章
に
は
習
慣
に
関
す
る
興
味
深
い
考
察
が
少

な
く
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
れ
ら
の
章
を
参
照
し
つ
つ
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
習
慣
論
を
概
銀
し
た
い
。

験
に
つ
い
て
」
な
ど
で
あ
る
が
、

習

u
s
a
g
e
に
つ
い
て
L

、
第
四
九
章
「
昔
の
慣
習
に
つ
い
て
」
、

し
か
し
こ
れ
ら
の
区
別
用
法
は
厳
密
な
も
の
で
は
な
い
。

第
三
巻
第

「
習
慣
」
の
方
は
「
習
慣
」
と
「
慣
習
」
の
両
方
を
包
む
類
概
念
と
し
て
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習
慣
の
力
と
多
様
さ

習
慣
の
力
ヘ
の
驚
き
は
、
「
＝
セ
ー
」
全
篇
に
流
れ
る
通
奏
低
音
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
習
慣
に
は
驚
嘆
す
べ
き
力
が
あ
る
。
習

慣
と
な
れ
ば
人
は
ど
ん
な
こ
と
に
も
耐
え
得
る
し
、
ど
ん
な
奇
妙
な
こ
と
で
も
慣
習
と
し
て
許
さ
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。

「
子
供
殺
し
、
親

殺
し
、
婦
人
の
共
有
、
盗
品
の
取
引
き
、
あ
ら
ゆ
る
享
楽
の
許
容
、
要
す
る
に
ど
ん
な
極
端
な
こ
と
で
も
、
ど
こ
か
の
国
民
の
慣
習

u
s
a
g
e

(
8
)
 

で
認
め
ら
れ
な
い
も
の
は
な
い
」
、
「
習
慣

c
o
u
s
t
u
m
e
:2;! 
わ
れ
わ
れ
の
生
命
に
好
き
な
よ
う
に
形
を
与
え
る
。
習
慣
は
こ
の
こ
と
で
は
何
で

(
9
)
 

も
で
き
る
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
性
質
を
好
き
な
よ
う
に
変
え
る
キ
ル
ケ
の
魔
法
の
酒
で
あ
る
」
、
「
要
す
る
に
習
慣

c
o
u
s
t
u
m
e
の
な
さ

な
い
も
の
、
な
し
え
な
い
も
の
は
―
つ
も
な
い
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
ピ
ン
ダ
ロ
ス
は
習
慣
を
世
界
の
女
王
、
女
皇
帝
と
呼
ん
だ
と
言
わ
れ
る

(10) 

が
い
か
に
も
も
っ
と
も
で
あ
る
」
と
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
書
い
て
い
る
。
も
っ
と
も
フ
ソ
ケ
に
よ
る
と
、

ス
自
身
の
言
葉
は

Z
念
o<:

na))-C(J))
こ
9
N
d
へ
斎
奇
で
あ
っ
て
、
こ
の
ノ
モ
ス
を
習
慣
と
解
せ
ば
、
習
慣
は
単
に
世
界
の
女
王
で
あ
る
ば
か
り

(11) 

か
、
万
物
の
王
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
習
慣
の
力
は
そ
れ
ほ
ど
強
大
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
そ
の
読
書
や
見
聞
か
ら
集
め
得
た
習
慣
の
力
の
様
々
な
結
果
の
多
様
な
実
例
を
、
我
々
が
こ
こ
で
列
挙
す
る
必
要
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
怪
奇
な
も
の
、
グ
ロ
テ
ス
ク
な
も
の
、
異
様
な
も
の
が
い
つ
の
時
代
に
も
人
々
の
耳
目
を
ひ
き
つ
け
る
よ
う
に
、
習
慣
の
も

た
ら
し
た
数
々
の
奇
妙
奇
怪
な
た
だ
し
他
国
民
に
と
っ
て
で
あ
る
が
ー
—
'
風
習
習
俗
の
物
語
り
が
『
エ
セ
ー
』
の
面
白
さ
の
か
な
り
の

部
分
を
形
成
す
る
。
そ
の
面
白
さ
を
味
わ
う
に
は
直
接
『
エ
セ
ー
』
を
ひ
も
と
く
に
し
く
は
な
い
。
そ
こ
で
は
彼
の
広
汎
な
読
書
か
ら
得
ら

れ
た
古
代
以
来
の
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
国
民
の
多
様
な
慣
習
の
叙
述
に
加
え
て
、
当
時
知
ら
れ
は
じ
め
た
新
大
陸
の
原
住
民
や
東
洋
諸
国
の
民

族
の
風
俗
習
慣
、
さ
ら
に
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
自
身
の
生
活
や
体
験
か
ら
得
た
習
慣
に
つ
い
て
の
豊
富
な
観
察
、
そ
れ
ら
が
読
者
を
誘
っ
て
習

第
一
章

ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
引
用
し
た
。
ヒ
ン
ダ
ロ
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モンテーニュと習慣の問題

慣
の
も
つ
不
思
議
さ
の
認
識
へ
、

ひ
い
て
は
人
間
の
も
つ
驚
嘆
す
べ
き
順
応
の
能
力
の
認
識
へ
と
う
な
が
さ
ず
に
は
お
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

慣
習
の
中
に
は
そ
の
理
由
の
ど
う
し
て
も
わ
か
ら
な
い
も
の
も
あ
れ
ば
、
同
じ
風
習
で
あ
り
な
が
ら
地
域
の
如
何
に
よ
っ
て
評
価
が
異
な

る
も
の
も
あ
る
。
か
よ
う
な
慣
習
の
存
在
は
我
々
を
慣
習
的
生
活
様
式
へ
の
懐
疑
に
導
び
く
。
「
河
―
つ
越
し
た
だ
け
で
罪
悪
と
な
る
よ
う
な

(12) 

善
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
山
々
の
こ
ち
ら
側
に
の
み
限
ら
れ
て
い
る
真
理
、
向
う
側
で
は
虚
偽
に
な
る
よ
う
な
真
理
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
L

後
に
。
ハ
ス
カ
ル
が
こ
れ
ら
の
言
葉
を
よ
り
雄
弁
、

よ
り
簡
潔
に
く
り
返
す
で
あ
ろ
う
。

習
慣
は
個
人
の
行
動
を
も
大
き
く
変
え
る
。
習
慣
を
主
題
と
し
た
『
ニ
セ
ー
』
第
一
巻
第
ニ
―
―
―
章
は
、
生
ま
れ
た
て
の
仔
牛
を
腕
に
抱
き

つ
づ
け
る
う
ち
に
習
慣

a
c
c
o
u
s
t
u
m
a
n
c
e
と
な
っ
て
、

習
慣
は
精
神
の
中
で
は
肉
体
に
お

「
習
慣

い
る
。
こ
の
明
ら
か
に
誇
張
、
法
螺
と
わ
か
る
話
し
を
「
最
初
に
つ
く
り
出
し
た
人
は
習
慣
の
力
の
偉
大
さ
を
大
変
よ
く
知
っ
て
い
た
人
で

(13) 

あ
る
と
思
わ
れ
る
」
と
モ
ソ
テ
ー
ニ
ュ
は
註
し
て
い
る
。
実
際
個
人
の
能
力
は
学
習
、
訓
練
、
習
慣
の
如
何
に
よ
っ
て
大
き
く
変
り
得
る
。
習

(14)

（

15) 

慣
に
よ
っ
て
毒
に
胃
を
慣
ら
す
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
重
い
甲
冑
も
習
慣
と
な
れ
ば
苦
に
な
ら
な
い
。

h
a
b
i
t
u
d
e
 d
e
 n
a
t
u
r
e
と
思
わ
れ
る
苦
痛
の
下
で
お
の
の
く
と
い
う
こ
と
で
さ
え
訓
練
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
乗
り
こ
え
ら
れ
得
な
い
も
の
で

な
い
こ
と
を
、
モ
ソ
テ
ー
ニ
ュ
は
「
幸
、
不
幸
の
味
の
大
部
分
は
、
わ
れ
わ
れ
の
考
え
方
に
よ
る
こ
と
」
と
題
し
た
第
一
巻
第
一
四
章
で
詳

(

1

6

)

(

1

7

)
 

論
し
て
い
る
。
苦
痛
の
問
題
は
『
ニ
セ
ー
』
全
体
の
最
終
章
で
あ
る
第
一
―
一
巻
第
ニ
―
―
章
の
主
題
の
―
つ
で
も
あ
る
。

し
か
し
習
慣
の
人
間
に
及
ぽ
す
影
響
が
最
も
問
題
に
な
る
の
は
行
動
や
感
覚
で
は
な
く
精
神
に
対
す
る
影
響
に
お
い
て
で
あ
る
。

の
影
響
と
い
う
も
の
は
、
精
神
a
m
e
に
及
ぽ
す
不
思
議
な
印
象
を
見
る
と
、

い
っ
そ
う
よ
く
分
か
る
。

け
る
ほ
ど
の
抵
抗
に
会
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
判
断
や
信
念
の
中
に
習
慣
が
な
し
え
な
い
も
の
が
何
か
あ
る
だ
ろ
う
か
。

ど
ん
な
に
奇
異
な
考
え
で
も
：
・
…
習
慣
に
よ
し
と
思
わ
れ
さ
え
す
れ
ば
そ
の
地
方
の
法
則
と
し
て
樹
立
さ
れ
え
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ

牛
が
大
き
く
な
っ
て
も
抱
い
て
歩
い
た
、

自
然
の
普
遍
的
な
習
慣

la
g
e
n
e
r
a
l
e
 

と
い
う
田
舎
女
の
話
し
か
ら
始
ま
っ
て
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発
音
し
て
い
る
。

習
慣

c
o
u
s
t
u
m
e
か
ら
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
良
心
も
習
慣
の
産
物
で
あ
る
。

う
か
。
」
し
か
も
問
題
は
我
々
が
こ
の
精
神
の
習
慣
を
習
慣
と
し
て
気
づ
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。

(18) 

断
の
目
を
眠
ら
せ
る
」
か
ら
だ
。
そ
し
て
眠
ら
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
わ
れ
わ
れ
は
目
覚
め
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
。

の
中
の
よ
う
に
。
そ
の
目
覚
め
は
し
た
が
っ
て
眠
り
よ
り
も
深
い
眠
り
で
あ
る
。

実
は

ち
ょ
う
ど
夢

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
別
の
個
所
で
は
「
わ
れ
わ
れ
の
覚
醒
は

(
1
9
)
 

わ
れ
わ
れ
の
夢
は
言
葉
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
」
と
書
い
て

い
る
。
そ
し
て
更
に
「
わ
れ
わ
れ
の
生
活
を
夢
に
た
と
え
た
人
々
は
、
彼
ら
が
考
え
た
以
上
に
正
し
か
っ
た
よ
う
だ
。
…
…
わ
れ
わ
れ
は
眠

り
な
が
ら
覚
め
て
お
り
、
覚
め
な
が
ら
眠
っ
て
い
る
。
…
…
わ
れ
わ
れ
の
覚
醒
も
、
夢
想
を
完
全
に
吹
き
と
ば
す
ほ
ど
に
目
覚
め
て
い
る
わ

け
で
な
い
。
起
き
て
い
る
時
の
夢
想
は
覚
め
て
い
る
も
の
の
夢
で
あ
り
、
夢
よ
り
も
も
っ
と
悪
い
夢
で
あ
る
。
…
…
ど
う
し
て
、
も
し
か
す

る
と
わ
れ
わ
れ
の
思
考

p
e
n
s
e
r
や
行
動
は
別
の
夢
で
は
な
い
か
、
わ
れ
わ
れ
の
覚
醒
ほ
一
種
の
眠
り
で
は
な
い
か
、
と
疑
っ
て
み
な
い
の

(20) 

か
」
と
さ
え
問
い
か
け
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
れ
ら
の
言
葉
の
内
に
、
プ
ラ
ト
ン
の
洞
窟
の
比
喩
を
、
あ
る
い
は
、
デ
カ
ル
ト
の
方
法
的

懐
疑
の
あ
る
局
面
を
想
い
起
さ
な
い
だ
ろ
う
か
。
習
慣
的
生
と
は
デ
カ
ル
ト
の
い
う
あ
の
甘
い
安
逸
の
眠
り
な
の
で
あ
る
。

「
良
心
の
法
則

les
loix d
e
 la conscience
は
自
然
か
ら
生
ま
れ
る
と
言
わ
れ
る
が
、

各
人
は
自
分
の
周
囲
で
認
め
ら
れ
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
意
見
や
風
習

m

8
urs
を
内
心
で

(
2
1
)
 

尊
敬
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
に
違
反
す
れ
ば
か
な
ら
ず
後
悔
す
る
し
、
合
致
す
れ
ば
満
足
す
る
の
で
あ
る
。
」
宗
教
も
多
く
は
習
慣
で
あ
る
。

「
わ
れ
わ
れ
は
慣
習
や
習
慣
で
祈
っ
て
い
る

N
o
u
s
prions p
a
r
 u
s
a
g
e
 et 
p
a
r
 c
o
u
s
t
u
m
e
。

(22) 

そ
れ
は
要
す
る
に
見
せ
か
け

m
i
n
e
に
過
ぎ
な
い
。
．
」

睡
眠
よ
り
も
眠
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
知
恵
は
狂
気
ほ
ど
も
賢
く
な
い
。

よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
お
祈
り
を
読
み
、

こ
う
し
て
社
会
的
慣
習
、
行
動
、
感
情
、
思
考
、
道
徳
心
、
宗
教
心
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
習
慣
の
中
に
投
げ
こ
ま
れ
る
。
習
慣
か
ら
免
れ

て
あ
る
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
習
慣
に
先
立
ち
習
慣
を
こ
え
る
生
得
的
普
遍
的
必
然
的
な
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

「
習
慣
assuefaction
は
わ
れ
わ
れ
の
判



，
 

モンテーニュと習慣の問題

少
し
前
に
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
自
身
が
書
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

性
な
ど
で
あ
る
。

て
損
わ
れ
ず
に
、

原
住
民
を

新
大
陸
の
住
民
に
「
野
蛮
な
も
の
、
野
生
の
も
の
は
何
も
な
い
よ
う

習
慣
の
相
対
性
を
こ
え
る
絶
対
的
普
遍
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
ふ
つ
う
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
自
然
法
（
自
然
法
則
）
、

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
「
食
人
種
に
つ
い
て
」
と
題
し
た
第
一
巻
第
三
一
章
で
プ
ラ
ジ
ル
の
原
住
民
に
つ
い
て
「
あ
の
大
陸
の

民
族
は
人
間
的
精
神
の
訓
練
を
ほ
と
ん
ど
受
け
て
お
ら
ず
、
未
だ
に
彼
ら
の
は
じ
め
の
素
朴
さ

n
a
i
s
v
e
t
e
originelle
の
ご
く
近
く
に
い
る

あ
れ
ほ
ど
野
蛮

b
a
r
b
a
r
e
s
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
2
3
)
 

い
ま
も
な
お
彼
ら
を
支
配
し
て
い
る
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
自
然
の
法
則
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

自
然
の
法
則

les
loix naturelles
が
わ
れ
わ
れ
人
間
の
法
律
に
よ
っモ

ン
テ
ー
ニ
ュ
は
別
の
個
所
で
は
「
他
の
動
物
の
問
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
自
然
の
法
則

les
loix naturelles
が
存
在
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ

る
が
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
間
で
は
そ
れ
は
既
に
失
わ
れ
て
い
る
。
あ
の
結
構
な
人
間
理
性

cette
belle r
a
i
s
o
n
 h
u
m
a
i
n
e
が
い
た
る
と
こ

(
2
4
)
 

ろ
に
口
出
し
を
し
、
支
配
し
、
命
令
し
、
そ
の
空
虚
と
不
定
に
よ
っ
て
、
事
物
の
姿
を
混
乱
さ
せ
、
歪
曲
す
る
か
ら
で
あ
る
」
と
書
い
て
い

る
が
、
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
ブ
ラ
ジ
ル
の
原
住
民
の
間
で
も
自
然
の
法
則
は
決
し
て
純
粋
で
な
い
こ
と
に
な
る
。
実
は
モ
ソ
テ
ー
ニ
ュ
に
と

っ
て
い
わ
ゆ
る
自
然
の
法
則
も
や
は
り
習
慣
で
あ
り
、
新
大
陸
住
民
の
慣
習
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
ブ
ラ
ジ
ル
原
住
民
に
関
す
る
引
用
文
の

な
政
治

la
parfaicte police
が
あ
る
し
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
つ
い
て
の
完
全
な
慣
習

perfect
et a
c
c
o
m
p
l
y
 u
s
a
g
e
 d

e
 toutes c
h
o
s
e
s
 

(25) 

が
あ
る
。
」
原
住
民
も
し
た
が
っ
て
決
し
て
自
然
の
ま
ま
で
は
な
い
。

に
思
う
。
も
っ
と
も
誰
で
あ
れ
自
分
の
慣
習
u
s
a
g
e
に
な
い
も
の
を
野
蛮
と
呼
ぶ
な
ら
話
は
別
で
あ
る
。
ま
っ
た
く
わ
れ
わ
れ
は
自
分
た
ち

の
住
ん
で
い
る
国
の
考
え
方
や
慣
習

u
s
a
n
c
e
s
の
実
例
と
観
念
以
外
に
真
理
と
理
性
の
基
準
を
持
た
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」

た
め
に
、

第
二
章
自
然
、
理
性
、
習
慣

「
あ
の
新
大
陸
に
も
や
は
り
完
全
な
宗
教

la
parfaicte religion
と
完
全

理
性
、

生
得
的
本



10 

な
も
の
、

ま
で
は
、

し
ば
し
ば
反
社
会
的
反
慣
習
的
な
も
の
と
し
て
把
ら
え
る
。

「
…
…
す
べ
て
を
秤
に
か
け
、
理
性

raison
に
照
ら
し
て
見
る
人

一
歩
の
差
で
し
か
な
い
。

そ
れ
程
意
味
の
あ
る
こ
と
で
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

パ
ス
カ
ル
の
『
パ
ソ

野
蛮
で
野
生
的
だ
と
い
う
の
は
わ
れ
わ
れ
の
側
の
偏
見
で
あ
り
、
野
生
と
言
え
ば
我
々
も
ま
た
同
程
度
に
野
生
で
あ
る
。

野
生
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
」
と
書
き
、
文
明
社
会
の
技
巧
よ
り
も
大
陸
原
住
民
の
自
然
な
徳
性
を
よ
り
高
し
と
さ
え
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
引
用
に
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
使
う
野
蛮
、
野
生
な
い
し
自
然
の
語
は
決
し
て
明
確
厳
密
で
な
い
し
、
自
然

と
慣
習
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
彼
の
考
え
に
は
動
揺
の
あ
と
が
見
ら
れ
る
。

わ
れ
各
人
の
習
慣
u
s
a
g
eや
環
境
c
o
n
d
i
t
i
o
n

を
も
自
然
n
a
t
u
r
e
と
呼
ぽ
う
で
は
な
い
か
…
…
。
習
慣

a
c
c
o
u
s
t
u
m
a
n
c
e
~

第
二
の
自

（
短
か
い
文
章
の
中
で
同
じ
習
慣
を
示
す
の
に
別
々
の
三
つ
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
と
い
う
よ
り
、

然
で
あ
り
、
自
然
に
劣
ら
ず
強
力
で
あ
る
。
私
は
私
の
習
慣

c
o
u
s
t
u
m
e
に
欠
け
て
い
る
も
の
は
、
私
に
欠
け
て
い
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い

(
2
6
)
 

る
」
と
書
い
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
語
で
よ
く
行
わ
れ
る
こ
と
だ
が
、
同
一
語
の
重
複
を
避
け
る
レ
ト
リ
ッ
ク
的
配
慮
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
）
「
自
然
」
の
語
も
曖
昧
で
あ
り
、

「
習
慣
」
の
語
も
ま
た
曖
昧
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
言
葉
か
ら
、

同
じ
あ
い
ま
い
さ
は
理
性
あ
る
い
は
知
性
の
語
を
め
ぐ
っ
て
も
見
出
さ
れ
る
。

実
際
直
ぐ
あ
と
で
つ
づ
け
て
「
わ
れ
わ
れ
が
人
為
に
よ
っ
て
変
容
さ
せ
、

一
般
の
秩
序

ordre
c
o
m
m
u
n
か
ら
逸
脱
さ
せ
た
も
の
を
こ
そ

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
『
＝
セ
ー
』
第
三
巻
第
一
〇
章
で
は
「
わ
れ

モ
ソ
テ
ー
ニ
ュ
は
一
方
で
は
自
然
を
ば
人
為
や
慣
習
か
ら
独
立
で
あ
る
か
の
如
く
言
い
、
他
方

で
人
為
や
慣
習
の
―
つ
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
事
態
が
そ
う
で
あ
れ
ば
、
習
慣
は
自
然
で
あ
る
と
か
自
然
で
な
い
と
か
論
ず
る
こ
と
自
体
、

セ
』
（
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ク
版
）
断
章
九
一
―
-
「
習
慣
が
第
二
の
自
然
で
あ
る
よ
う
に
、
自
然
そ
れ
自
身
も
第
一
の
習
慣
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
」

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
一
方
で
は
理
性
を
社
会
慣
習
か
ら
独
立

々
が
…
…
し
ば
し
ば
一
般
民
衆
の
判
断
と
ひ
ど
く
か
け
離
れ
た
判
断
を
す
る
と
し
て
も
、
驚
く
に
は
当
た
ら
な
い
。
自
然
の
最
初
の
姿
を
手
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慣
の
考
え
方
を
も
取
り
入
れ
た
理
性
と
い
う
こ
と
も
言
う
。

で
あ
る
。

は
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
ら
犬
儒
派
を
始
め
と
す
る
哲
学
者
た
ち
の
奇
行
を
あ
げ
る
。
別
の
個
所
で
も
モ
ソ
テ
ー
ニ
ュ
は
「
根
源
的
な
源
泉
を
あ
く

(
2
8
)
 

ま
で
も
探
求
し
よ
う
と
固
執
す
る
人
た
ち
は
、
も
っ
と
ひ
ど
い
過
ち
を
犯
し
、
野
蛮
な
考
え
に
お
ち
い
る
。
」

の
理
論
が
か
え
っ
て
実
際
に
向
か
な
い
。
あ
の
精
神
の
研
ぎ
す
ま
し
た
鋭
敏
さ
と
、
自
在
で
休
み
の
な
い
活
動
は
、
わ
れ
わ
れ
の
交
際
を
混

(29) 

乱
さ
せ
る
」
と
事
門
い
て
い
る
。

一
体
理
性
と
い
う
も
の
は
と
も
す
れ
ば
充
分
の
根
拠
も
な
し
に
極
端
か
ら
極
端
へ
と
走
る
信
用
の
お
け
な
い
危
険
な
能
力
で
あ
る
。
改
革

の
名
の
下
に
世
間
を
騒
が
す
の
も
し
ば
し
ば
理
性
の
名
に
お
い
て
で
あ
る
。

（
哲
学
者
）
に
と
っ
て
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
吟
味
の
試
金
石
で
あ
る
。

本
と
す
る
人
々
が
、
大
部
分
の
意
見
に
お
い
て
、

日
常
の
生
活
や
公
共
の
活
動
の
た
め
に
は
、

そ
の
例
と
し
て
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ

し
か
も
理
性
は
本
質
的
に
無
定
見
で
あ
る
。

「
理
性
は
彼
ら

(
3
0
)
 

し
か
し
そ
れ
は
誤
謬
と
過
誤
と
弱
点
と
欠
陥
に
満
ち
た
試
金
石
で
あ
る
」
。

「
理
性
は
…
…
虚
偽
と
で
も
真
理
と
で
も
い
つ
も
一
緒
に
歩
い
て
ゆ
く
。
…
…
私
は
各
人
が
自
分
の
中
に
で
っ
ち
あ
げ
る
理
論
め
い
た
も
の

(31) 

も
や
は
り
理
性
と
呼
ぶ
が
、
こ
の
理
性
は
同
一
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
百
も
の
対
立
す
る
理
屈
を
も
ち
う
る
性
質
の
も
の
だ
…
…
」
。

(32) 

性
と
は
い
っ
て
み
れ
ば
「
二
つ
の
把
手
の
つ
い
た
、
右
か
ら
で
も
左
か
ら
で
も
も
つ
こ
と
の
で
き
る
壺
」
で
あ
り
、

と
こ
ろ
で
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、
そ
れ
自
身
と
し
て
の
理
性
の
も
つ
極
端
さ
、
無
定
見
さ
を
攻
撃
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
習
慣
を
配
慮
し
習

「
並
み
は
ず
れ
た
特
別
な
生
き
方
は
、
す
べ
て
愚
か
さ
や
野
心
的
な
気
取
り
か

ら
生
ず
る
も
の
で
、
本
当
の
理
性

v
r
a
y
e
raison
か
ら
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
賢
者
は
、
自
分
の
魂
を
俗
衆
か
ら
引

き
離
し
て
内
部
に
引
っ
込
め
、
事
物
を
自
由
に
判
断
で
き
る
力
を
保
つ
よ
う
に
す
べ
き
だ
が
、
外
面
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
仕
来
り
や

(34) 

形
式

les
fac;;ons 
et f
o
r
m
e
s
 receues
に
全
面
的
に
従
う
べ
き
」
で
あ
る
。

純
粋
鋭
敏
な
精

人
間
理

(33) 

「
両
刃
の
危
険
な
剣
」

と
か
「
高
邁
で
精
緻
な
哲
学

（
切
）

一
般
の
道
か
ら
そ
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
L
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鈍
く
し
て
、
世
の
中
の
前
例
や
実
際

p
r
a
t
i
q
u
e
に
従
わ
せ
る
よ
う
に
し
な

（避

け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
（
精
神
を
）
厚
く
し
、
暗
く
し
て
、
こ
の
地
上
の
混
沌
と
し
た
生
活
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
し
」

と
も
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
書
く
の
で
あ
る
。
本
当
の
理
性
、
真
の
理
性
と
ほ
習
慣
と
対
立
す
る
も
の
で
な
く
、
習
慣
を
も
包
み
取
り
入
れ
る
よ

う
な
理
性
で
あ
る
と
い
う
の
だ
。
後
に
デ
カ
ル
ト
を
し
て
暫
定
的
道
徳
を
考
え
さ
せ
る
よ
う
な
理
性
も
、

第
三
章

習
慣
に
対
す
る
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
柔
軟
な
対
応
が
最
も
よ
く
現
れ
る
の
は
、
変
化
と
の
関
係
に
お
い
て
彼
が
習
慣
を
考
察
す
る
時
で
あ
る
。

人
間
は
一
方
で
絶
え
ず
変
っ
て
行
く
べ
き
存
在
で
あ
る
。
事
物
に
も
我
々
に
も
何
―
つ
恒
常
な
も
の
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(36) 

の
動
揺
に
他
な
ら
」
ず
、
「
わ
れ
わ
れ
も
わ
れ
わ
れ
の
判
断
も
、
そ
し
て
す
べ
て
の
死
す
べ
き
も
の
も
、
絶
え
ず
流
転
す
る
。

し
た
が
っ
て
確

(
3
7
)
 

実
な
こ
と
は
一
っ
と
し
て
た
が
い
に
立
証
さ
れ
え
な
い
。
判
断
す
る
も
の
も
、
判
断
さ
れ
る
も
の
も
絶
え
ざ
る
変
化
と
動
揺
の
中
に
あ
る
」

の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
万
物
は
―
つ
の
変
化
か
ら
他
の
変
化
へ
と
移
り
ゆ
く
も
の
で
あ
る
」
か
ら
、
理
性
は
そ
こ
に
永
久
不
変
な
何
も
の

(38) 

か
も
見
出
そ
う
と
し
て
も
見
出
し
え
な
い
。
人
間
は
こ
の
変
化
に
順
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
み
ず
か
ら
変
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

人
間
は
あ
ら
ゆ
る
動
物
の
中
で
最
も
順
応
性
に
富
み
、
最
も
変
化
変
貌
の
可
能
な
動
物
で
あ
る
。

し
か
も
人
間
は
変
化
の
中
に
多
く
の
喜
び
を
見
い
だ
し
得
る
存
在
で
あ
る
。
旅
行
へ
の
一
般
的
な
愛
好
も
そ
の
一
証
拠
で
あ
る
。

ー
ニ
ュ
も
旅
を
好
ん
だ
。

神
は
不
向
き
で
あ
っ
て
、

む
し
ろ
我
々
の
精
神
を
「
重
く
し
、

か
よ
う
な
理
性
で
あ
ろ
う
。

モ
ソ
テ

「
私
を
満
足
さ
せ
る
の
は
変
化

v
a
r
i
e
t
e
だ
け
で
あ
る
。
何
か
私
を
満
足
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば

そ
れ
は
多
様
性

d
i
v
e
r
s
i
t
e

を
享
楽
す
る
こ
と
で
あ
る
。
私
は
旅
を
し
な
が
ら
、
ど
こ
で
止
ま
っ
て
も
べ
つ
に
損
は
な
い
し
、
ど
こ
で
あ
ろ

(
3
9
)
 

う
と
快
適
に
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
と
楽
し
く
な
る
」
と
も
書
か
れ
て
い
る
。
変
る
こ
と
、
変
り
う
る
こ
と
は
良
い
こ
と
な
の
で
あ

変
化
と
習
慣

「
世
界
は
永
遠



13 モンテーニュと習慣の問題

m
u
n
e
を
お
選
び
下
さ
い
。

こ
の
教
育
に
お
け
る
過
激
主
義
は
ヴ
ィ
レ
ー
も
言
う
よ
う
に
、

「
ど
う
ぞ
あ
な
た
は
普
通
の
道
r
o
u
t
e
c
o
m
 ,
 

「
わ
ず
か
の
努
力
で
あ
る
生
活
様
式
か
ら
別
の
生
活
様
式
へ

い
や
必
要
と

つ
け
加
え
て
「
肉
体
を
柔
か

る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
子
供
の
教
育
を
論
じ
た
第
一
巻
第
二
六
章
で
、
子
供
を
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
馴
ら
す
べ
き
こ
と
、
な
る
べ
く
外
国
を
旅

行
さ
せ
る
べ
き
こ
と
、
苛
烈
な
訓
練
に
よ
っ
て
労
働
や
苦
痛
に
堪
え
ら
れ
得
る
よ
う
に
す
べ
き
こ
と
を
言
い
、

い
う
ち
に
、
あ
ら
ゆ
る
生
活
様
式
と
あ
ら
ゆ
る
習
慣
に
a
toutes 
fa~ons 

et c
o
u
s
t
u
m
e
s
慣
ら
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

あ
れ
ば
無
軌
道
や
極
端
な
こ
と
に
さ
え
順
応
で
き
る
よ
う
育
て
て
く
だ
さ
い
。
実
践
に
お
い
て
は
慣
習
u
s
a
g
e
s
に
従
う
よ
う
に
さ
せ
て
く

(40) 

だ
さ
い
」
と
書
い
て
い
る
。

別
の
個
所
で
は
「
習
慣
a
c
c
o
u
s
t
u
m
a
n
c
e
は
わ
れ
わ
れ
を
好
む
通
り
の
生
活
形
式
に
慣
ら
す
こ
と
が
で
き
る

(41) 

ば
か
り
で
な
く
、
変
化
や
転
変
に
も
慣
ら
す
。
こ
の
こ
と
が
習
慣
の
も
っ
と
も
高
貴
で
も
っ
と
も
有
益
な
教
育
で
あ
る
」
と
書
き
、
そ
し
て
、

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
自
身
の
肉
体
的
性
質
の
最
良
の
も
の
は
、
順
応
し
易
い
こ
と
、

(42) 

移
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
」
だ
と
い
う
。
変
化
に
順
応
さ
せ
る
も
の
も
習
慣
な
の
で
あ
る
。

か
よ
う
な
柔
軟
な
習
慣
獲
得
の
能
力
こ
そ
人
間

の
最
高
の
能
力
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
わ
れ
わ
れ
の
第
一
の
才
能
は
さ
ま
ざ
ま
な
慣
習
u
s
a
g
e
s
に
順
応
究
a
p
p
l
i
q
u
e
r
で
き
る
と
い
う

(43) 

こ
と
で
あ
る
」
と
も
書
か
れ
て
い
る
。
か
よ
う
な
習
慣
獲
得
の
能
力
そ
の
も
の
を
獲
得
す
る
た
め
に
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、
と
き
ど
き
は
極
端

(44) 

に
奔
る
が
よ
い
と
言
っ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
そ
う
し
な
い
と
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
が
身
を
滅
ぽ
す
こ
と
に
な
る
か
ら
と
い
う
の
で
あ
る
。

(45) 

ロ
ッ
ク
や
ル
ソ
ー
に
影
響
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
他
方
で
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
「
何
事
に
お
い
て
も
…
…
変
化
m
u
t
a
t
i
o
n
は
恐
る
べ
き
で
あ
る
」
と
言
い
、
若
者
た
ち
に
服
装
や
態

度
や
競
技
な
ど
の
習
慣
を
自
由
に
変
え
る
こ
と
を
放
任
す
る
こ
と
ぐ
ら
い
国
家
に
と
っ
て
危
険
な
も
の
は
な
い
、
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
の
『
法

(
4
6
)

（

47) 

律
』
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。
慣
習
c
o
u
s
t
u
m
e
を
超
越
す
る
権
利
の
あ
る
の
は
偉
大
な
卓
越
し
た
精
神
の
み
だ
と
も
言
う
。
そ
し
て
、

変
化
を
す
す
め
た
時
と
は
う
っ
て
か
わ
る
次
の
よ
う
な
言
葉
を
も
書
き
つ
ら
ね
る
の
で
あ
る
。

…
…
私
は
あ
な
た
に
、
意
見
や
思
想
に
お
い
て
も
、
節
度
と
中
庸
を
守
り
、
新
奇
と
奇
矯
を
避
け
る
よ
う
に
お



14 

ど
ん
な
様
相
を
お
び
て
い
よ
う
と
、
こ
れ
を
忌
み
嫌
う
。

は
と
も
す
れ
ば
奇
矯
な
も
の
に
は
し
り
易
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
あ
な
た
に
は
、
ど
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
普
通
の
道
に
従
う
ほ
う
が
、

(48) 

あ
の
無
軌
道
な
放
縦
の
中
を
天
翔
け
る
よ
り
も
お
似
合
に
な
る
で
し
ょ
う
。
」
そ
し
て
「
わ
れ
わ
れ
の
理
性
が
最
も
真
実
に
近
い
も
の
と
し

(49) 

一
般
に
各
人
は
そ
の
国
の
法
律
に
従
え
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
と
も
つ
け
加
え
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
し
て
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
一
特
長
で
あ
る
保
守
主
義
が
出
て
く
る
。
慣
習
が
い
か
に
不
合
理
が
多
い
か
ら
と
い
っ
て
、
慣
習
を
疑

(50) 

が
い
、
そ
の
理
由
を
尋
ね
、
根
源
を
問
う
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
理
由
や
根
拠
は
余
り
に
も
薄
弱
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。

を
そ
の
根
源
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
論
ず
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
法
律
は
河
と
同
じ
こ
と
で
、
流
れ
て
ゆ
く
う
ち
に
大
き
く
尊
く
な
る
。
源

泉
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
見
れ
ば
、
や
っ
と
見
分
け
ら
れ
る
ほ
ど
の
小
さ
な
泉
に
す
ぎ
な
い
も
の
が
、
年
を
経
る
に
し
た
が
っ
て
こ
ん
な
に

(51) 

も
誇
ら
し
げ
に
力
強
く
な
る
の
で
あ
る
。
」

も
は
る
か
に
野
蛮
な
も
の
を
持
っ
て
き
か
ね
な
い
。
前
章
で
既
に
引
用
し
た
よ
う
に
「
す
べ
て
を
秤
に
か
け
、
理
性
に
照
ら
し
て
見
る
人
々
」

モ
ソ
テ
ー
ニ
ュ
は
か
よ
う
な
理
性
の
も
た
ら
す
革
新
、
改
革
の
運
動
を
き
び
し
く
批
判
す
る
。
「
私
は
革
新

n
o
u
v
e
l
l
e
t
e
と
い
う
も
の
は
、

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
こ
こ
で
言
う
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
に
と
っ
て
問
題
は
、
先
に
述
べ
た
あ
の
変
化
や
極
端
へ

の
勧
め
が
、
こ
の
保
守
主
義
、
革
新
嫌
い
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
実
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
一
方
で
革
新
を
批
判
し

忌
避
し
つ
つ
、
他
方
で
あ
ら
ゆ
る
革
新
に
断
乎
抵
抗
す
る
こ
と
も
危
険
な
損
な
や
り
方
で
あ
る
こ
と
を
言
う
。

て
す
す
め
る
こ
と
は
、

す
す
め
し
ま
す
。
」
「
精
神
は
、
そ
の
所
有
者
に
と
っ
て
さ
え
、
正
し
く
思
慮
深
く
使
う
こ
と
を
知
ら
な
い
と
、
恐
る
べ
き
剣
な
の
で
す
。
そ

の
目
に
目
隠
し
革
を
つ
け
て
、
前
方
だ
け
を
見
さ
せ
、
習
慣
や
法
律
に
き
め
ら
れ
た
道
か
ら
方
々
へ
は
ず
れ
な
い
よ
う
に
し
て
や
る
こ
と
が
、

こ
れ
ほ
ど
当
然
に
必
要
な
動
物
は
ほ
か
に
あ
り
ま
せ
ん
。

習
慣
を
根
源
に
ま
で
さ
か
の
ぽ
っ
て
探
求
し
よ
う
と
す
る
人
は
、

し
ば
し
ば
現
在
の
慣
習
よ
り

…
…
と
い
う
の
は
革
新
の
き
わ
め
て
有
害
な
結
果
を
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」

「
無
理
矢
理
に
押
し
入
っ
て

「
法
律
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第
四
章

圧
倒
的
な
革
新
勢
力
に
対
し
て
は
モ
ン

く
る
革
新

innovation
の
高
ま
り
に
抵
抗
す
る
と
き
に
、
事
柄
も
場
所
柄
も
考
え
ず
に
、
が
ん
と
し
て
踏
み
と
ど
ま
っ
て
、
規
則
を
固
守

す
る
こ
と
は
、
危
険
で
も
あ
り
、
損
で
も
あ
る
。
彼
ら
革
新
勢
力
は
：
・
…
自
分
た
ち
の
計
画
を
押
し
進
め
る
た
め
な
ら
何
を
し
て
も
許
さ
れ

る
と
考
え
、
自
分
た
ち
の
利
益
を
追
求
す
る
以
外
に
は
法
律
も
秩
序
も
な
い
連
中
で
あ
る
。
…
…
ど
う
に
も
抵
抗
し
よ
う
の
な
い
土
壇
場
に

は
、
頭
を
低
く
下
げ
、
少
し
ぐ
ら
い
叩
か
れ
て
も
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
ほ
う
が
、

で
き
も
し
な
い
く
せ
に
何
―
つ
譲
る
ま
い
と
頑
張
っ

(52) 

て
、
す
べ
て
を
敵
の
暴
力
の
蹂
躙
に
ま
か
せ
る
よ
り
は
、
お
そ
ら
く
賢
明
な
や
り
方
で
あ
ろ
う
。
」

テ
ー
ニ
ュ
は
、
消
極
的
に
で
は
あ
る
が
肯
定
し
順
応
す
る
こ
と
を
勧
め
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
し
か
し
、
単
に
長
い
も
の
に
巻
か
れ
よ
と

い
う
卑
俗
な
人
生
智
で
な
く
、
新
奇
な
も
の
極
端
な
も
の
も
人
生
に
と
っ
て
は
必
要
と
い
う
、
先
に
の
べ
ら
れ
た
の
と
同
じ
論
旨
が
あ
る
。

慣
習
を
肯
定
し
つ
つ
否
定
し
、
否
定
し
つ
つ
肯
定
す
る
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
理
性
は
、
弾
力
豊
か
な
理
性
で
あ
り
、
狡
智
に
た
け
た
理
性
で
も

あ
る
。
そ
の
根
祗
に
は
徹
底
的
な
相
対
主
義
が
あ
る
。
我
々
は
次
に
こ
の
点
に
目
を
向
け
た
い
。

相
対
主
義
と
そ
れ
を
超
え
る
も
の

モ
ソ
テ
ー
ニ
ュ
の
言
う
真
の
理
性
と
密
接
に
連
関
す
る
も
の
に
、
真
理
と
人
間
と
に
関
す
る
徹
底
し
た
相
対
主
義
が
あ
る
。
こ
の
相
対
主

義
は
い
わ
ゆ
る
人
間
の
本
性
の
多
様
さ
、
変
り
易
さ
の
洞
察
か
ら
出
発
し
、
こ
の
多
様
さ
、
変
り
易
さ
の
積
極
的
肯
定
の
内
に
安
ら
ぎ
を
見

い
だ
す
も
の
で
あ
る
。
我
々
の
行
為
は
本
質
的
に
不
安
定
で
あ
り
、
我
々
の
風
習
や
意
見
は
本
性
的
に
動
揺
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間

に
つ
い
て
恒
常
不
変
な
性
格
を
立
て
る
の
は
間
違
い
で
あ
ろ
う
、
と
モ
ソ
テ
ー
ニ
ュ
は
「
わ
れ
わ
れ
の
行
為
の
不
定
な
こ
と

in
constance」

と
題
し
た
第
二
巻
第
一
章
で
言
っ
て
い
る
。
「
私
に
は
自
分
に
つ
い
て
、
絶
対
的
に
、
単
一
に
、
確
定
的
に
、
混
乱
や
混
合
な
し
に
、
ニ
―
―
口
で

言
え
る
こ
と
は
何
も
な
い
」
と
も
書
か
れ
て
い
，
鼓
。
こ
の
不
定
さ
不
確
実
さ
は
し
か
し
、
何
も
行
為
や
風
習
や
性
格
に
限
っ
た
も
の
で
な
い
。
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学
は
断
定
し
な
い
。
断
定
が
必
要
な
の
は
、

不
安
定
で
あ
る
。

「
わ
れ
わ
れ
の
判
断
の
不
確
実
さ
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
に
つ
い
て
」
と
題
し
た

(54) 

第
一
巻
第
四
七
章
で
は
「
何
事
に
も
賛
成
と
反
対
の
論
が
い
く
ら
で
も
言
え
る
」
と
書
か
れ
、
別
の
個
所
で
は
「
わ
れ
わ
れ
の
間
で
争
わ
れ
、

反
対
さ
れ
な
い
よ
う
な
、
あ
る
い
は
争
わ
れ
得
ず
反
対
さ
れ
得
な
い
よ
う
な
主
張
が
一
つ
も
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
自
然
の
判

(55) 

断
が
そ
の
把
握
す
る
も
の
を
明
瞭
に
と
ら
え
て
い
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
感
情
や
感
覚
に
関
す
る
同
じ

不
安
定
さ
を
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
第
一
巻
第
一
四
章
や
第
一
子
八
章
で
様
々
に
の
べ
て
い
る
。

何
事
に
つ
け
て
も
一
定
し
た
も
の
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
人
間
の
間
の
議
論
や
論
争
は
無
益
無
用
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
モ
ン

テ
ー
ニ
ュ
は
そ
う
は
考
え
な
い
。
反
対
に
彼
は
共
通
の
真
理

i
た
と
え
そ
れ
が
永
久
に
到
達
不
可
能
だ
と
し
て
も
ー
を
め
ざ
し
て
の
話

議
論
を
勧
奨
し
、

愛
好
す
る
。

c
o
n
f
e
r
e
n
c
e
で
あ
る
と
思
う
。

私
の
考
え
で
は
、

(56) 

話
し
合
う
と
い
う
こ
と
は
人
生
の
他
の
ど
の
行
為
よ
り
も
楽
し
い
も
の
だ
と
思
う
。
」
こ
の
点
に
お
い
て
モ

話
し
合
う
こ
と

ン
テ
ー
ニ
ュ
は
あ
の
ア
テ
ナ
イ
の
人
々
と
嗜
好
を
共
に
す
る
。
し
か
し
話
し
合
い
は
誰
と
で
も
い
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
話
し
合
え
る

だ
け
の
知
性
を
も
つ
相
手
と
の
話
し
合
い
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
無
茶
な
相
手
と
で
は
、
こ
ち
ら
の
判
断
ば
か
り
で
な
く
、
良
心
ま
で
が
駄

目
に
さ
れ
る
、
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
一
体
論
争
に
お
い
て
自
己
の
側
の
論
拠
の
薄
弱
な
も
の
は
と
か
く
威
丈
高
に
な
る
。
「
自
分
の
意
見
を

喧
嘩
腰
で
、
高
飛
車
に
打
ち
立
て
る
人
は
、
そ
の
根
拠
が
薄
弱
な
こ
と
を
暴
露
し
て
い
る
。
」
「
論
証
し
が
た
い
事
柄
に
お
い
て
は
、

ど
の
人
が
か
な
ら
ず
と
い
っ
て
も
い
い
く
ら
い
、
そ
の
事
柄
を
見
た
と
断
言
し
た
り
、
あ
る
い
は
反
駁
の
余
地
を
与
え
な
い
よ
う
な
権
威
を

(57) 

証
人
と
し
て
持
ち
出
し
た
り
す
る
。
」

か
よ
う
な
事
態
は
論
外
だ
が
、

し
合
い
、

こ
の
種
の
議
論
の
行
き
っ
く
先
は
、
賛
否
両
論
の
い
ず
れ
も
誤
り
と
い
う
事
態
で
あ
る
。

し
か
し
賛
否
両
論
が
あ
る
こ
と
は
正
常
で
あ
り
、
誤
り
は
む
し
ろ
断
言
す
る
こ
と
の
方
に
あ
る
。
真
の
哲

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
プ
ラ
ト
ン
を
引
き
合
い
に
出
し
て
言
う
と
こ
ろ
で
は
、
民
衆
を
相
手
に
物
を

「
精
神
を
鍛
錬
す
る
も
っ
と
も
有
効
で
自
然
な
方
法
は
、

人
間
に
関
す
る
す
べ
て
が
、
判
断
も
含
め
て
、

ほ
と
ん
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す
べ
て
の
意
見
が
同
じ
こ
と
で
、

ど
ち
ら
が
勝
と
う
と
大
し
た
違
い
は
な
い
。

「
私
に
と
っ
て
は
内
容
は

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
馬
上
競
技
に
な
ぞ
ら
え
て

「
こ
の
世
界
は
探
求
の
学
校
に
他
な
ら
な
い
。
問
題
は
誰
が
環
を

け
入
れ
ら
れ
る
の
を
恐
れ
、

(58) 

言
う
時
で
あ
る
。
真
の
哲
学
は
反
論
を
恐
れ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ピ
ュ
ロ
ン
主
義
者
の
よ
う
に
自
分
の
説
が
そ
の
ま
ま
に
受

(59) 

「
そ
の
目
的
と
す
る
懐
疑
と
判
断
延
期
を
生
み
出
す
た
め
に
、
ぜ
ひ
と
も
相
手
か
ら
反
駁
し
て
も
ら
い
た
い
」

と
思
う
の
で
あ
る
。

ど
う
で
も
よ
く
、

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
そ
の
議
論
法
の
故
に
、

と
に
よ
り
相
手
の
思
考
能
力
を
鍛
え
上
げ
る
こ
と
に
お
い
て
、
賞
讃
す
る
。
断
定
す
る
こ
と
や
、
特
定
の
命
題
に
固
執
す
る
こ
と
で
な
く
、

追
求
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
書
い
て
い
る
。

つ
ま
り
、
何
で
も
手
当
り
次
第
に
話
題
に
し
て
議
論
す
る
こ

と
っ
た
か
で
は
な
く
、
誰
が
見
事
に
駆
け
ま
わ
る
か

q
u
i
f
a
i
r
a
 les p
l
u
s
 b
e
l
l
e
s
 c
o
u
r
s
e
s
に
あ
る
。
…
…
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ

(
6
0
)
 

て
大
事
な
の
は
、
し
ゃ
べ
る
こ
と
の
内
容
で
は
な
く
て
、
そ
の
仕
方
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
」

勝
つ
こ
と
よ
り
も
、
見
事
に
馬
を
走
ら
せ
る
こ
と
の
方
を
よ
し
と
す
る
の
で
あ
る
。
議
論
す
る
d
i
s
c
o
u
r
i
r
と
い
う
言
葉
は
語
源
的
に
は
「
あ

ち
こ
ち
と
か
け
廻
る
」
こ
と
を
意
味
し
た
。
何
を
話
す
か
よ
り
も
い
か
に
話
す
か
が
議
論
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

も
し
議
論
の
運
び
方

la
c
o
n
d
u
i
c
t
e
 d
u
 

(61) 

d
e
b
a
t
が
秩
序
正
し
い
な
ら
、
私
は
一
日
じ
ゅ
う
で
も
静
か
に
論
争
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
も
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
書
い
て
い
る
。

秩
序
正
し
い
議
論
を
支
え
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
と
り
も
直
さ
ず
あ
の
懐
疑
と
探
求
の
精
神
で
あ
る
。
そ
れ
は
モ
ン
テ
ー
ニ

ュ
が
「
人
間
の
考
え
出
し
た
学
説
の
中
で
こ
れ
ほ
ど
の
真
実
ら
し
さ
く
e
r
i
s
i
m
i
l
i
t
u
d
e
と
有
用
さ
を
も
つ
も
の
は
な
い
」
と
言
う
ピ
ュ
ロ
ニ

ス
ム
の
根
本
精
神
で
も
あ
る
。
ピ
ュ
ロ
ニ
ス
ト
の
「
聖
な
る
言
葉
は
町
t
x
o
す
な
わ
ち
、
私
は
判
断
を
保
留
す
る
、
私
は
動
か
な
い
、
と
い

そ
の
探
求
は
積
極
的
な
形
で
は
恐
ら
く
ど
こ
ま
で
も
真
実
ら
し
さ
を
超
え
る
こ
と
は

う
こ
と
で
あ
る
。
…
…
そ
の
目
ざ
す
と
こ
ろ
は
純
粋
で
完
全
な
判
断
の
中
止
で
あ
る
。
彼
ら
が
理
性
を
用
い
る
の
は
、
探
求
し
論
議
す
る
た

(62) 

め
で
あ
っ
て
、
決
定
し
選
択
す
る
た
め
で
は
な
い
。
L

な
い
で
あ
ろ
う
。
真
実
ら
し
さ
v
r
a
i
s
e
m
b
l
a
n
c
e
と
は
デ
カ
ル
ト
が
の
ち
に
、
真
実
よ
り
も
虚
偽
に
近
い
も
の
と
し
て
、
学
問
の
領
域
か
ら
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追
放
し
た
価
値
で
あ
っ
た
。

だ
ろ
う
。

そ
れ
は
自
己
自
身
の
う
ち
に
基
準
を
求
め
る
こ
と
で
あ
り
、

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
慣
習
の
立
場
に
立
つ
限
り
、
真
実
ら
し
さ
を
超
え
た
絶
対
的
真
理
に
到
達
す
る
こ
と
は
な
い

し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
真
実
に
ふ
れ
る
―
つ
の
手
段
、
そ
れ
が
判
断
中
止
で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
も
続
く
不
断
の
探
求
な
の
で
あ

実
を
言
え
ば
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
は
こ
の
判
断
中
止
の
他
に
、
真
実
へ
の
更
に
重
要
な
道
が
既
に
見
い
だ
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
自
己
自
身

の
内
へ
向
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一
巻
第
三
九
章
「
孤
独
に
つ
い
て
」
で
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
言
う
。

が
き
み
た
ち
に
つ
い
て
語
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
き
み
た
ち
が
自
身
に
向
か
っ
て
い
か
に
語
る
か
と
い
う
こ
と
だ
。
き
み
た
ち
自
身
の
中
に

引
っ
こ
み
給
え

Retirez
v
o
u
s
 e
n
 v
o
u
s
。
だ
が
、
そ
れ
に
は
ま
ず
そ
こ
に
自
分
を
受
け
入
れ
る
用
意
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
「
き
み

が
き
み
自
身
を
相
手
に
す
る
だ
け
で
十
分
な
の
だ
。
観
客
が
き
み
に
と
っ
て
一
人
で
あ
り
、
た
っ
た
一
人
が
き
み
に
と
っ
て
観
客
だ
と
思
え

(63) 

ば
い
い
の
だ
。
」

自
己
自
身
の
法
廷
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。

第
三
巻
第
二
章

「
後
悔
に
つ
い
て
」
で
は
「
私
は
自
分
を
裁
く
た
め
に
自
分
の
法
律
と
法
廷

m
e
s
loix et m
a
 court p
o
u
r
 juger d
e
 m
o
y
を
も
っ
て
い

て
、
よ
そ
よ
り
も
よ
け
い
に
こ
こ
に
自
分
を
訴
え
る
。
私
は
他
人
に
し
た
が
っ
て
私
の
行
為
を
制
限
す
る
が
、
拡
張
す
る
と
き
は
自
分
に
し

(64) 

た
が
っ
て
し
か
し
な
い
L

と
も
書
か
れ
て
い
る
。
習
慣
の
相
対
性
を
超
え
た
絶
対
的
な
基
準
、
最
高
の
法
廷
と
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
見
な
す
も

の
は
各
人
の
心
の
法
廷
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
論
第
二
章
で
別
の
観
点
か
ら
既
に
引
用
し
た
こ
と
の
あ
る
言
葉
「
賢
者
は
、
自
分
の
魂
を

俗
衆
か
ら
引
き
離
し
て
内
部
に
引
っ
込
め
、
事
物
を
自
由
に
判
断
で
き
る
力
を
持
つ
よ
う
に
す
べ
き
」
で
あ
る
と
い
う
言
葉
の
言
お
う
と
し

た
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
ヘ
の
共
感
は
、
単
な
る
議
論
形
式
へ
の
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、

ラ
テ
ス
の
究
極
目
標
で
あ
る
魂
へ
の
配
慮
と
い
う
こ
と
へ
の
共
感
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

る。

ソ
ク

し
か
し
こ
の
言
葉
を
書
い
た
後
で
直
ぐ
モ
ン
テ

ー
ニ
ュ
が
つ
づ
け
て
言
う
よ
う
に
、
賢
者
も
外
面
で
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
仕
来
り
や
形
式
に
全
面
的
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

ち
ょ
う

「
き
み
た
ち
が
求
む
べ
き
こ
と
は
、
世
間



19 モ‘ノテーニュと習慣の問題

ど
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
自
分
の
魂
を
大
事
に
し
な
が
ら
も
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
大
事
に
す
る
が
故
に
、
不
正
不
公
平
な
裁
判
の
決
定
に
従
っ
た

よ
う
に
。
内
な
る
真
実
の
法
廷
の
確
立
と
外
な
る
慣
習
へ
の
従
属
ー
—
_
こ
の
こ
と
が
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
「
レ
イ
モ
ン
・
ス
ポ
ン
の
弁
護
」
の

中
で
言
う
「
わ
れ
わ
れ
も
賢
く
な
る
た
め
に
は
愚
か
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い

il
n
o
u
s
 faut abestir
し
、
自
分
を
導
び
く
た
め
に
は
盲
目
に

(65) 

な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
言
葉
の
―
つ
の
意
味
で
も
あ
ろ
う
。
こ
の

abestir
と
い
う
言
葉
が
後
に
バ
ス
カ
ル
に
よ
っ
て
信
仰
の
問
題

に
関
し
て
使
わ
れ
、
物
議
を
か
も
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
が
我
々
の
習
慣
の
問
題
に
と
っ
て
少
な
か
ら
ぬ
重
要
性
を

持
つ
こ
と
は
確
か
だ
が
、
そ
の
点
に
立
入
る
こ
と
は
こ
こ
の
仕
事
で
は
な
い
。
た
だ
言
っ
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
内
な
る
法
廷
と
外
な
る
慣

習
と
の
二
律
背
反
的
事
態
が
こ
こ
で
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
よ
っ
て
鋭
ど
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
内
な
る
法
廷
が
、
第

二
章
で
言
わ
れ
た
よ
う
な
慎
習
的
良
心
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
後
に
デ
カ
ル
ト
が
『
方
法
序
説
』
第
一
部
の
末

尾
で
、
世
問
と
い
う
書
物
の
研
究
と
経
験
の
獲
得
に
数
年
費
や
し
た
あ
と
で
「
あ
る
日
私
は
、
自
分
自
身
を
も
研
究
し
よ
う
e
t
u
d
i
e
r
aussi 

e
n
 m
o
i
 ,
 
m
e
m
e
、
そ
し
て
私
の
と
る
べ
き
道
を
選
ぶ
た
め
に
私
の
精
神
の
全
力
を
用
い
よ
う
、
と
決
心
し
た
」
と
書
い
た
時
の
、
自
分
自
身

の
研
究
と
い
う
も
の
に
近
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
自
分
自
身
の
研
究
か
ら
し
て
、

的
省
察
が
生
ま
れ
、
や
が
て
近
・
現
代
哲
学
が
結
実
し
て
く
る
。

・
現
代
哲
学
全
体
の
少
な
く
と
も
崩
芽
を
内
に
包
ん
で
い
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
デ
カ
ル
ト
ヘ
の
影
響
に
は
、

コ
ギ
ト
・
エ
ル
ゴ
・
ス
ム
の
言
葉
に
凝
縮
さ
れ
る
デ
カ
ル
ト

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
内
な
る
法
廷
と
そ
の
前
段
階
で
あ
る
判
断
中
止
と
は
近

ふ
つ
う
考
え
ら
れ
る
以
上
に
大
き
な
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
デ
カ
ル
ト
が
自
己
自
身

の
探
求
に
向
う
た
め
に
予
じ
め
な
す
べ
き
こ
と
と
し
て
例
の
暫
定
道
徳
を
立
て
、
そ
し
て
そ
の
最
初
に
「
私
の
国
の
法
律
と
慣
習
と
に
服
従

(66) 

す
る
」
こ
と
を
掲
げ
た
こ
と
も
そ
の
一
例
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
モ
ソ
テ
ー
ニ
ュ
は
自
己
の
論
理
の
最
も
普
遍
的
な
要

(67) 

素
と
し
て
「
私
は
区
別
す
る

d
i
s
t
i
n
g
oL

を
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
の
言
葉
の
内
に
我
々
は
、
デ
カ
ル
ト
が
や
は
り
『
方
法
序
説
』
第
一
部
の
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ら
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

末
尾
近
く
で
い
う
「
行
動
に
お
い
て
明
晰
に
見
、
確
信
を
も
っ
て
こ
の
世
の
生
を
歩
む
た
め
に
、
真
な
る
も
の
を
偽
な
る
も
の
か
ら
区
別
す

る
d
i
s
t
i
n
g
u
e
r
す
べ
を
学
び
た
い
と
い
う
極
度
の
熱
意
を
も
ち
つ
づ
け
た
」
と
い
う
言
葉
を
想
起
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
デ
カ
ル
ト

に
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
数
学
的
自
然
学
へ
の
驚
き
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
世
界
で
あ
り
、
慣
習
の
相
対
性
を
超
え

る
絶
対
的
真
理
へ
の
洞
察
で
あ
り
、
そ
の
根
抵
を
な
す
コ
ギ
ト
・
エ
ル
ゴ
・
ス
ム
で
あ
る
。
こ
の
世
界
へ
の
戸
を
デ
カ
ル
ト
ヘ
開
く
た
め
に

デ
カ
ル
ト
は
ベ
ー
ク
マ
ン
と
の
運
命
的
な
出
会
い
の
日
ま
で
、

ベ
ー
ク
マ
ン
の
果
し
た
役
割
は
大
き
い
。
し
か
し
ベ
ー
ク
マ
ン
だ
け
で
デ
カ
ル
ト
哲
学
が
出
て
く
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

(68) 

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
的
懐
疑
の
内
に
、
各
地
を
放
浪
す
る
。
し
か
し
哲
学
へ
の
崩

芽
を
既
に
内
に
し
っ
か
り
育
く
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
フ
ラ
ン
ス
哲
学
へ
の
影
響
は
私
の
予
想
以
上
に
大
き
い
も
の
が
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
影
響
は
要
約
す
れ
ば
、
習
慣
の
力
の
巨
大
さ
の
洞
察
、
懐
疑
と
判
断
中
止
、
内
な
る
真
実
の
探
求
、
と
い
う
三
点
に
し
ぽ

注(
1
)

一
九
五
七
年
に
学
位
論
文
と
し
て
パ
リ
大
学
に
提
出
し
た
も
の
。
邦
文
で
は
第
五
章
の
み
を
「
ペ
ル
グ
ソ
ソ
と
習
慣
の
問
題
」
と
題
し
て
『
哲
学
研

究
』
（
第
四
六
五
号
ー
昭
和
三
四
年
、
一
—
四
ニ
ペ
ー
ジ
）
に
収
録
。

(
2
)
 
G
.
 F
u
n
k
e
,
 G
e
w
o
h
n
h
e
i
t
,
 A
r
c
h
i
v
 fiir 
B
e
g
r
i
f
f
s
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e
,
 B
a
n
d
 3, 
1958. 

(
3
)

本
文
内
引
用
の
論
文
の
ほ
か
に
次
の
も
の
が
あ
る
。
「
パ
ス
カ
ル
に
お
け
る
自
然
と
習
慣
に
つ
い
て
」
『
学
習
院
研
究
年
報
』
第
十
六
輯
（
昭
和
四

四
年
）
、
「
習
慣
の
問
題
を
め
ぐ
る
。
ハ
ス
カ
ル
と
モ
ソ
テ
ー
ニ
ュ
」
同
年
報
第
十
九
輯
（
昭
和
四
七
年
）
。

(
4
)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
A
・
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
著
、
岩
坪
紹
夫
訳
『
懐
疑
主
義
の
哲
学
』
青
山
社
刊
、
一
九
八
二
年
、
九
五
ペ
ー
ジ
参
照
。

(
5
)
 
M
o
n
t
a
i
g
n
e
,
 Essais, L
i
v
.
 II, c
h
a
p
.
 X
I
,
 C
l
a
s
s
i
q
u
e
s
 G
a
r
n
i
e
r
,
 T
o
m
e
 II, p
・
1
0
3
.
 
(
「
ニ
セ
ー
」
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
以
下
煩
を
避
け

て
IIー

X
I
,
p. 
1
0
3
の
よ
う
に
書
く
）

(
6
)
 
I
l
-
I
,
p
.
6
.
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(
7
)
 
F
u
n
k
e
,

。p.cit.＂
S
.
1
4
.
 

(
8
)
 
I
I
-
X
I
I
,
 p. 289. 
な
お
参
考
の
た
め
原
二
郎
氏
訳
『
ニ
セ
ー
』
（
『
世
界
古
典
文
学
全
集
』
第
三
七
巻
、
第
三
八
巻
『
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ

I
及
び
ll
』
筑

摩
書
房
）
の
巻
数
及
び
ペ
ー
ジ
数
も
次
の
よ
う
な
形
で
付
記
す
る
。
第
I
巻
四
ニ
―
ペ
ー
ジ
。
な
お
原
二
郎
氏
訳
、
関
根
秀
雄
氏
訳
と
も
大
い
に
参
照
、

利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

(
9
)
 
I
I
I
-
X
I
I
I
、
p.
330. ~
 ... 
:!l(t1111
六
一
ペ
ー
ジ
。

(10) 
1
-
X
X
I
I
I
,
 p
.
1
2
0
.
 ~-,!l(tl, 

八
一
ペ
ー
ジ
。

(11) 

F
u
n
k
e
,
 o
p
.
 cit., S
.
 221. 

(12) 
I
I
-
X
I
I
,
 p. 287. ~
-
巻
四
二
0
ペ
ー
ジ
。

(13)

フ
ン
ケ
は
こ
の
話
し
が
ス
ト
バ
ニ
ウ
ス
、
ク
ィ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
、
ペ
ト
ロ
ニ
ウ
ス
、

cit・
み

s.
2
2
0
)
。

(
1
4
)
I
"
 X
X
I
I
I
,
 p. 
113. 
第
I
巻
七
七
ペ
ー
ジ
。

(
1
5
)
I
I
"
 I
X
,
 p. 8
1
·第
I

巻
二
八
八
—
九
ペ
ー
ジ
。

(
1
6
)
I
"
 X
I
V
,
 p. 
5
3
 sq. 
~
-
巻
三
七
ペ
ー
ジ
以
下
。

(17) 
III, X
I
I
I
I
,
 p. 
3
4
5
 s
q
•竿R
I
I率
竺
―
―
七
ニ
ペ
ー
ジ
。

(
1
8
)
I》

X
X
I
I
I
,
p
p
.
 1
1
5ー

6
.

~
-
率P七
八
—
九
ペ
ー
ジ
。

(
1
9
)
I
I
"
 X
I
I
,
 p. 274. ~
-
巻
四
―
―
ペ
ー
ジ
。

(20) 
II, X
I
I
,
 p. 
308. 
第
I
巻
四
一
―
―
―
―
一
ー
四
ペ
ー
ジ
。

(21) 
I, 
X
X
I
I
I
,
 p. 
121. 
Jl* .... 
巻
八
ニ
ペ
ー
ジ
。

(22) 
I, 
L
 VI
,
 p. 
352・

第
I
巻
ニ
ニ
七
ペ
ー
ジ
。

(23) 
I, 
X
X
X
I
,
 p. 235. 
第
I
巻
一
五
ニ
ペ
ー
ジ
。

(24)II• 

X
I
I
,
 p. 289・

第
I
巻
四
ニ
―
ペ
ー
ジ
。

(25) 
I, 
X
X
X
I
,
 p. 
234・

第
I
巻
一
五
ニ
ペ
ー
ジ
。

(26)III•X• 

p. 2
5
1
•第
I
I

巻
一
―1
0七
ー
八
ペ
ー
ジ
。

ニ
ラ
ス
ム
ス
に
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
を
註
し
て
い
る

(OP.
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