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ス
ペ
ク
ク
ク
ル

『
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
氏
へ
の
手
紙
』
に
お
け
る
「
見
せ
も
の
」

ル
ソ
ー
と
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー

田
中
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H
芍
5
b
i
Tミ
t
4
芍

の
近
代
性
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H
i
t
o
s
h
i
 T
A
N
A
K
A
 

本
稿
は
、
『

a
+
a
美
学
研
究
』
第
十
号
に
掲
載
さ
れ
た
拙
稿
「
プ
ラ
ト
ン
『
法
律
』
に
お
け
る
「
テ
ア
ト
ロ
ク
ラ
テ
ィ
ア
」
」
の
続

編
と
し
て
、
ジ
ャ
ン
1
1

ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
(
-
七
―
ニ
ー
一
七
七
八
）
の
著
作
『
見
せ
も
の
に
つ
い
て
の
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
氏
へ
の
手
紙
』

(Lettre a
 M
.
 d
'
A
l
e
m
b
e
r
t
 sur !es 
Spectacles) 
(
一
七
五
八
年
）
（
本
稿
で
は
以
下
『
手
紙
』
と
呼
ぶ
）
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、
『
手
紙
』
は
、
ジ
ャ
ン
1
1

ル
1
1

ロ
ン
・
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
（
一
七
一
七
ー
一
七
八
三
）
が
『
百
科
全
書
』
の
項
目
「
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
」
(
-
七

五
七
年
）
に
お
い
て
、
都
市
国
家
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
劇
場
を
建
設
す
る
こ
と
を
勧
め
た
こ
と
へ
の
反
論
と
し
て
書
か
れ
た
。
そ
こ
で
ル
ソ
ー

は
、
不
平
等
と
利
己
主
義
に
病
む
大
都
市
パ
リ
の
堕
落
し
た
習
俗
と
、
よ
り
平
等
な
小
都
市
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
素
朴
な
習
俗
と
を
対
比
し
た

上
で
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
は
劇
場
で
の
演
劇
に
代
わ
る
別
の
「
見
せ
も
の
」
（
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
）
、
す
な
わ
ち
市
民
自
体
が
主
人
公
で
あ
る
よ
う

な
集
団
的
な
競
技
や
祝
祭
が
ふ
さ
わ
し
い
と
論
じ
て
い
る
。
本
稿
は
『
手
紙
』
を
、
『
法
律
』
に
お
け
る
「
テ
ア
ト
ロ
ク
ラ
テ
ィ
ア
」
（
シ

ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
l
)
「
]
の
問
題
を
継
承
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
新
た
な
問
題
意
識
か
ら
定
式
化
し
な
お
し
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
分
析
し
、
そ
こ

か
ら
、
芸
術
と
政
治
、
観
客
と
共
同
体
に
つ
い
て
の
ル
ソ
ー
の
思
想
を
解
明
す
る
図
。

R
o
u
s
s
e
a
u
 a
n
d
 T
h
e
a
t
r
o
c
r
a
c
y
 

M
o
d
e
r
n
i
t
y
 in R
o
u
s
s
e
a
u
'
s
 Letter to M
.
 D
'
A
l
e
m
b
e
r
t
 o
n
 Spectacles. 

In this essay, I
 interpret J
e
a
n
-
J
a
c
q
u
e
s
 R
o
u
s
s
e
a
u
'
s
 L
e
t
t
e
r
 to M
•
Dゞ
l
l
e
m
b
e
r
t

as his 

r
e
s
p
o
n
s
e
 to Plato's L
a
w
s
,
 especially to t
h
e
 a
r
g
u
m
e
n
t
s
 o
n
 "
t
h
e
a
t
r
o
c
r
a
c
y
"
 (rule b
y
 

t
h
e
 spectators in a
 t
h
e
a
t
r
e
)

・
ノ~
i
l
eR
o
u
s
s
e
a
u
 as w
e
l
l
 as P
l
a
t
o
 p
r
o
p
o
s
e
s
 a
 participa, 

tory f
o
r
m
 o
f
 p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
 w
i
t
h
o
u
t
 t
h
e
 division b
e
t
w
e
e
n
 actors a
n
d
 spectators, his 

c
o
n
c
e
p
t
 o
f
^
p^articipation" is 
c
o
i
n
e
d
 b
y
 m
o
d
e
r
n
 individualism. R
o
u
s
s
e
a
u
 a
r
g
u
e
s
 

巨
t
a
 go
v
e
r
n
m
e
n
t
 1s 

able to influence people's taste a
n
d
 c
u
s
t
o
m
s
,
 n
o
t
 b
y
 legal en, 

f
o
r
c
e
m
e
n
t
,
 b
u
t
 o
n
l
y
 b
y
 m
a
n
i
p
u
l
a
t
i
n
g
 p
u
b
l
i
c
 o
p
i
n
i
o
n
,
 b
e
c
a
u
s
e
 t
h
e
 desire for h
o
n
o
r
 

a
n
d
 r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
 h
a
s
 m
a
d
e
 t
h
e
 m
o
d
e
r
n
s
 s
o
 d
e
p
e
n
d
e
n
t
 o
f
 o
t
h
e
r
s
'
o
p
i
n
i
o
n
.
 F
o
r
 t
h
e
 

citizens o
f
 G
e
n
e
v
a
,
 R
o
u
s
s
e
a
u
 p
l
a
n
s
 "
s
p
e
c
t
a
c
l
e
s
"
 as sports c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
s
 (
b
a
s
e
d
 

o
n
 military training) a
n
d
 balls for y
o
u
t
h
 (
a
r
r
a
n
g
e
d
 as m
a
t
c
h
m
a
k
i
n
g
 events) that 

celebrate t
h
e
 b
e
s
t
 p
e
r
f
o
r
m
e
r
s
 publicly; h
e
 i
n
t
e
n
d
s
 to institutionalize t
h
e
 struggle 

for h
o
n
o
r
 a
n
d
 r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
 s
o
 that people's egoistic m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
s
 p
r
o
m
o
t
e
 t

h
e
 p
u
b
,
 

lic interests. It 
is 
true that R
0
u
s
s
e
a
u
 also depicts ideal s
c
e
n
e
s
 o
f
 festive g
a
t
h
e
r
i
n
g
s
 

u
n
i
t
e
d
 b
y
 p
u
r
e
 a

n
d
 n
a
t
u
r
a
l
 s
y
m
p
a
t
h
y
.
 H
o
w
e
v
e
r
,
 his c
o
n
c
e
p
t
 o
f
 spectacles corre, 

s
p
o
n
d
s
 to t
h
e
 reality o
f
 m
o
d
e
r
n
 individualism. 
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『
法
律
』
と
『
手
紙
』
と
を
比
較
し
て
み
れ
ば
、
両
者
の
議
論
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
わ
か
る
。
ど
ち
ら
の
場
合
も
、
従
来

の
歌
舞
な
い
し
演
劇
に
お
け
る
演
者
と
観
客
と
の
関
係
に
つ
い
て
批
判
的
な
考
察
を
行
っ
た
う
え
で
、
あ
る
べ
き
歌
舞
な
い
し
「
見
せ
も

の
」
の
あ
り
方
を
提
示
し
て
い
る
。
特
に
、
ど
ち
ら
の
場
合
も
、
観
客
が
舞
台
か
ら
分
離
さ
れ
て
舞
台
上
の
出
来
事
を
眺
め
る
従
来
の
あ

り
方
か
ら
、
市
民
が
観
客
に
も
演
者
に
も
な
る
と
い
う
新
た
な
あ
り
方
へ
の
移
行
を
構
想
し
て
い
る
。

『
法
律
』
に
登
場
す
る
「
ア
テ
ナ
イ
人
」
に
よ
れ
ば
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
成
立
す
る
以
前
の
ア
テ
ナ
イ
に
お
い
て
は
、
歌
舞
の
演
者
と

観
客
と
が
分
け
ら
れ
、
歌
舞
の
善
し
悪
し
は
、
理
性
あ
る
年
長
者
が
、
伝
承
さ
れ
た
法
に
し
た
が
っ
て
判
定
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
、
観

客
は
沈
黙
す
る
よ
う
に
強
制
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
秩
序
は
長
続
き
せ
ず
、
観
客
が
自
分
の
快
だ
け
を
基
準
と
し
て
歌
舞
を
賞

賛
・
非
難
す
る
、
ア
ナ
ー
キ
ー
な
「
観
客
の
支
配
」
と
し
て
の
「
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
」
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
経
緯
を
ふ
ま

え
て
「
ア
テ
ナ
イ
人
」
は
、
ク
レ
タ
島
に
あ
た
ら
し
く
建
設
さ
れ
る
ポ
リ
ス
「
マ
グ
ネ
シ
ア
」
に
お
け
る
歌
舞
の
あ
り
方
に
つ
い
て
提
案

す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
歌
舞
は
「
ポ
リ
ス
全
体
か
ら
ポ
リ
ス
全
体
に
対
し
て
」
、
演
者
と
観
客
と
の
分
け
隔
て
な
く
演
じ
ら
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
集
団
的
な
歌
舞
に
お
い
て
は
、
最
年
長
の
世
代
を
の
ぞ
く
ポ
リ
ス
共
同
体
の
各
世
代
が
、
理
性
的
な
法
と
感
覚
的
な
快
と

が
一
致
す
る
こ
と
を
、
リ
ズ
ム
と
ハ
ー
モ
ニ
ー
に
乗
せ
て
歌
う
と
さ
れ
た
。

演
者
と
観
客
の
分
離
を
廃
棄
す
る
と
い
う
議
論
は
、
む
し
ろ
『
手
紙
』
に
お
け
る
も
の
の
ほ
う
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
典
型

的
に
示
す
箇
所
を
以
下
に
引
用
し
よ
う
。

〔
演
者
と
観
客
が
分
離
さ
れ
た
演
劇
の
場
合
に
は
〕
人
々
は
見
せ
も
の
の
た
め
に
集
ま
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
で
は

誰
も
が
孤
立
し
て
い
ま
す
。
人
々
は
そ
こ
で
自
分
の
友
人
、
隣
人
、
近
親
者
を
忘
れ
て
、
作
り
話
に
興
味
を
持
っ
た
り
、
死
者
の
不

幸
に
涙
し
た
り
、
生
者
を
ば
か
に
し
て
笑
っ
た
り
す
る
の
で
す
(
1
6
)

。

．
 プ

ラ
ト
ン
か
ら
ル
ソ
ー
ヘ
の
継
承
舞
台
と
客
席
の
分
離
の
廃
棄

031 特集 a+a 
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ル
ソ
ー
に
よ
る
革
新
I

人
民
へ
の
信
頼
と
対
等
な
者
た
ち
の
集
会
？

〔
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
共
和
国
に
も
た
し
か
に
見
せ
も
の
が
必
要
で
は
あ
る
が
〕
し
か
し
、
悲
し
い
こ
と
に
少
数
の
人
を
暗
い
洞
窟
に
閉
じ

こ
め
、
そ
の
人
々
を
沈
黙
と
無
為
の
状
態
で
臆
病
で
こ
わ
ば
っ
た
ま
ま
に
し
て
、
障
壁
、
剣
先
、
兵
士
、
隷
属
と
不
平
等
と
い
う
痛

ま
し
い
光
景
、
そ
う
い
っ
た
も
の
だ
け
を
見
せ
る
よ
う
な
見
せ
も
の
を
決
し
て
採
用
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
そ
う
で
す
、
幸

福
な
人
民
の
み
な
さ
ん
、
み
な
さ
ん
の
祝
祭
は
そ
こ
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
み
な
さ
ん
が
集
ま
っ
て
、
幸
福
の
甘
い
感
情
に
身
を
委
ね

る
の
は
、
野
外
、
大
空
の
下
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

(
1
1
4
)

。

広
場
の
ま
ん
な
か
に
、
花
冠
を
か
け
ら
れ
た
杭
を
一
本
立
て
て
く
だ
さ
い
、
そ
こ
に
人
民
を
集
め
て
く
だ
さ
い
、
そ
う
す
れ
ば
祝
祭

を
得
ら
れ
ま
す
。
も
っ
と
よ
い
こ
と
を
し
て
く
だ
さ
い
。
観
客
を
見
せ
も
の
に
し
て
く
だ
さ
い
(
D
o
n
n
e
z
!es S
p
e
c
t
a
t
e
u
r
s
 e
n
 S
p
e
c
t
a
c
l
e
)
。

観
客
自
身
を
俳
優
に
し
て
く
だ
さ
い
。
誰
も
が
他
人
の
う
ち
に
自
分
を
見
い
だ
し
て
自
分
を
愛
す
る
こ
と
で
、
す
べ
て
の
人
々
が
よ

り
一
層
統
一
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
(
1
1
5
)

。

こ
れ
ら
の
引
用
か
ら
は
た
し
か
に
、
舞
台
と
観
客
席
、
演
者
と
観
客
の
分
離
か
ら
、
そ
の
廃
棄
へ
の
移
行
と
い
う
点
で
『
法
律
』
の
議

論
と
の
共
通
点
が
見
て
と
れ
る
。
ル
ソ
ー
が
『
法
律
』
を
研
究
し
た
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
こ
の
共
通
点
は
ル
ソ
ー
が
プ
ラ
ト
ン
か
ら
学

ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。

し
か
し
、

こ
れ
ら
の
引
用
を
よ
く
読
む
な
ら
ば
、
『
法
律
』
に
お
け
る
「
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
」
批
判
と
、
『
手
紙
』
に
お
け
る
演
劇
批

判
の
違
い
も
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
と
い
う
の
も
、
『
法
律
』
の
「
ア
テ
ナ
イ
人
」
は
、
民
主
政
以
前
の
ア
テ
ナ
イ
に
お
い
て
歌
舞
の

観
客
が
沈
黙
を
強
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
自
体
は
批
判
し
て
お
ら
ず
、
観
客
が
自
分
の
快
の
ま
ま
に
非
難
と
喝
采
を
は
じ
め
た
こ
と
を
、
権
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威
を
否
定
す
る
大
衆
の
僭
越
と
し
て
批
判
し
て
い
る
（
そ
し
て
次
善
の
策
と
し
て
「
ポ
リ
ス
全
体
が
ポ
リ
ス
全
体
」
に
対
し
て
演
じ
る
歌
舞
を
提
案
す

る
）
。
こ
れ
に
対
し
て
ル
ソ
ー
が
批
判
し
て
い
る
の
は
、
観
客
が
舞
台
上
の
出
来
事
か
ら
分
離
さ
れ
、
さ
ら
に
客
席
の
暗
闇
の
な
か
で
観

客
ど
う
し
が
相
互
に
分
離
さ
れ
て
孤
立
し
て
い
る
こ
と
自
体
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

こ
の
違
い
は
、
法
と
共
同
体
と
い
う
観
点
か
ら
言
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
『
法
律
』
の
場
合
は
、
沈
黙
と
い
う
仕
方
で

市
民
を
歌
舞
の
法
に
受
動
的
・
消
極
的
に
服
従
さ
せ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
観
客
の
反
乱
に
よ
っ
て
挫
折
し
た
た
め
に
、
む
し
ろ
市
民
を
上

演
へ
と
参
加
さ
せ
る
こ
と
で
、
能
動
的
・
積
極
的
に
法
を
遵
守
さ
せ
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
『
手
紙
』
の
場
合
、
観

客
の
沈
黙
と
参
加
と
の
差
異
は
、
市
民
に
対
す
る
法
の
有
効
性
と
い
う
観
点
か
ら
と
ら
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
、
劇
場
外
の
現
実

か
ら
も
、
舞
台
上
の
出
来
事
か
ら
も
、
さ
ら
に
他
の
観
客
か
ら
も
分
離
・
疎
外
さ
れ
た
観
客
と
、
そ
れ
ら
の
疎
外
か
ら
解
放
さ
れ
、
あ
り

の
ま
ま
の
自
己
を
相
互
に
示
し
合
う
こ
と
で
感
情
的
に
一
体
化
し
た
市
民
の
集
合
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。

両
者
の
差
異
に
つ
い
て
、
ク
リ
ス
ト
フ
・
メ
ン
ケ
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
批
判
す
る
「
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
」
と
は
、
「
分
別
あ
る
理
性
的

な
判
断
の
で
き
な
い
」
大
衆
が
判
断
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
ル
ソ
ー
が
批
判
す
る
「
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
」
と

は
、
演
劇
が
「
分
離
」
に
よ
っ
て
「
疎
外
す
る
」
こ
と
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
た
だ
し
、
ル
ソ
ー
自
身
は
「
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
」
の
語
を

用
い
て
は
い
な
い
）
〔
f
]

。
メ
ン
ケ
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
「
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
」
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
「
根
源
」
で
あ

り
、
両
者
と
も
に
否
定
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
ル
ソ
ー
に
お
い
て
「
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
」
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
「
反
対
」
で
あ
り
、
ル

ソ
ー
は
「
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
」
は
否
定
す
る
一
方
で
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
擁
護
す
る
、
と
定
式
化
す
る
[
7
]

。

プ
ラ
ト
ン
の
『
国
家
』
と
ル
ソ
ー
の
『
社
会
契
約
論
』
を
比
較
し
た
デ
イ
ヴ
ィ
ド
1
1

レ
イ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
メ
ン
ケ
と
見
解
を
共

有
し
て
お
り
、
プ
ラ
ト
ン
と
ル
ソ
ー
と
の
主
要
な
対
立
点
が
、
前
者
が
「
大
衆
」
と
呼
び
、
後
者
が
「
人
民
」
と
呼
ぶ
者
た
ち
の
判
断
能

力
を
否
定
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
肯
定
す
る
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
と
論
じ
て
い
る
〔
屯
〕
。

プ
ラ
ト
ン
と
ル
ソ
ー
と
の
差
異
を
め
ぐ
る
メ
ン
ケ
や
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
議
論
は
き
わ
め
て
明
快
で
あ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
彼
ら

の
議
論
、
そ
し
て
さ
き
に
引
用
し
た
『
手
紙
』
の
有
名
な
一
節
を
、
『
手
紙
』
の
他
の
箇
所
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
い
く
つ
か
の

疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
ま
ず
、
ル
ソ
ー
が
公
衆
の
趣
味
と
習
俗
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
箇
所
を
検
討
す
る
と
、
ル
ソ
ー
は
本
当
に
人
民

の
判
断
能
力
を
信
頼
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
ル
ソ
ー
は
、
む
し
ろ
プ
ラ
ト
ン
と
同
じ
く
、
人
民
の
判
断
能
力

．
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を
（
少
な
く
と
も
自
分
の
同
時
代
人
た
ち
の
そ
れ
を
）
否
呈
生
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
る
と
、
メ
ン
ケ
が
プ

ラ
ト
ン
と
ル
ソ
ー
の
「
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
」
の
差
異
と
見
な
し
た
も
の
は
疑
わ
し
く
な
る
。
ま
た
、
ル
ソ
ー
が

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
共
和
国
に
ふ
さ
わ
し
い
見
せ
も
の
と
し
て
挙
げ
る
競
技
や
祝
祭
の
例
を
検
討
す
る
と
、
は
た
し
て
彼
が

そ
こ
に
、
メ
ン
ケ
が
「
分
離
」
さ
れ
ざ
る
「
対
等
な
者
の
共
存
」
と
し
て
の
「
集
会
」
と
呼
ぶ
も
の
を
見
い
だ
し
て

い
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
も
生
じ
る
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
ル
ソ
ー
自
身
の
う
ち
に
二
面
性
が
あ
り
、
一
方

で
は
、
市
民
が
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
を
見
せ
あ
い
「
自
然
」
で
「
純
粋
」
な
共
同
体
感
情
を
共
有
す
る
と
い
う
理
想

的
な
「
見
せ
も
の
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
示
し
つ
つ
、
他
方
で
は
そ
れ
と
食
い
違
う
「
見
せ
も
の
」
の
構
想
も
示
し
て
い

る
。
後
者
の
場
合
、
名
誉
を
め
ぐ
っ
て
競
争
す
る
個
人
た
ち
の
あ
い
だ
の
「
分
離
」
、
そ
し
て
、
競
合
す
る
諸
個
人

と
そ
の
諸
個
人
を
評
価
す
る
判
定
者
た
ち
と
の
あ
い
だ
の
「
分
離
」
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
判
定
さ
れ
る
も
の
と
判
定

す
る
も
の
の
区
別
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
『
法
律
』
に
お
い
て
「
ポ
リ
ス
全
体
か
ら
ポ
リ
ス
全
体
に
対
す
る
」
歌
舞
の
あ

り
方
を
描
い
て
み
せ
る
と
き
に
も
、
や
は
り
維
持
し
て
い
た
区
別
で
あ
り
、
こ
の
点
で
も
メ
ン
ケ
に
よ
る
プ
ラ
ト
ン

と
ル
ソ
ー
と
の
対
比
（
プ
ラ
ト
ン
は
反
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
あ
り
ル
ソ
ー
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
支
持
）
は
疑
わ
し
い
。

そ
れ
で
は
、
以
上
の
検
討
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
結
論
は
、
ル
ソ
ー
は
そ
の
見
か
け
に
反
し
て
忠
実
な
プ
ラ
ト
ニ
ス

ト
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
ル
ソ
ー
に
は
、
近
代
の
思
想
家
と
し
て
の

独
自
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
個
人
が
名
誉
を
求
め
、
ま
た
恋
愛
の
情
念
を
追
求
し
て
相
互
に
競
合
す
る
社

会
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
競
合
関
係
を
利
用
し
て
国
家
の
存
続
と
利
益
を
実
現
す
る
と
い
う
構
想
で
あ
る
。
こ
の
構

想
が
「
見
せ
も
の
」
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
が
『
手
紙
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
な
の
で
あ
る
。

趣
味
・
習
俗
の
反
映
と
し
て
の

「
見
せ
も
の
」

『
手
紙
』
は
演
劇
が
観
客
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
論
じ
た
書
物
で
あ
る
、

と
い
う
先
入
見
を
も
っ
て
こ
の
著
作
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を
読
む
と
、
ま
ず
当
惑
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
ル
ソ
ー
が
『
手
紙
』
の
冒
頭
で
、
演
劇
を
含
む
「
見
せ
も
の
」
は
公
衆

の
趣
味
や
習
俗
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
つ
ま
り
公
衆
を
教
育
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
強
調
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
に
よ
れ
ば
、
も
し
「
見
せ
も
の
」
が
教
育
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
つ
ま
り
、
公
衆
が
こ

れ
ま
で
持
っ
て
い
る
趣
味
や
習
俗
を
放
棄
さ
せ
て
、
別
の
趣
味
や
習
俗
を
学
ば
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
端
的
に
拒

絶
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
「
見
せ
も
の
」
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
に
特
有
の
趣
味
や
習
俗
に
迎
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

公
衆
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
を
目
的
と
せ
ざ
る
を
え
な
い

(
1
6
-
1
8
)

。
ル
ソ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
見
せ
も
の
」
は
理
性
に
訴

え
て
情
念
を
矯
正
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
情
念
だ
け
に
働
き
か
け
る
の
で
、
「
演
劇
は
人
が
も
っ
て
い
な
い
情
念
を

浄
化
〔
排
出
〕
し
て
、
〔
す
で
に
〕
も
っ
て
い
る
情
念
を
醸
成
す
る
」

(
2
0
)

こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
ル
ソ
ー
が
取
り
上
げ
て
い
る
、
公
衆
の
趣
味
と
習
俗
の
強
固
さ
は
、
『
法
律
』
に
お
い
て
プ
ラ
ト
ン
が

「
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
」
と
呼
ん
だ
も
の
、
つ
ま
り
快
楽
に
基
づ
い
て
判
断
す
る
観
客
の
支
配
と
よ
く
類
似
し
て
い

る
。
し
か
し
、
「
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
」
が
帰
結
と
し
て
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
を
も
た
ら
す
と
プ
ラ
ト
ン
が
考
え
る

の
と
は
逆
に
、
ル
ソ
ー
は
、
「
見
せ
も
の
」
の
あ
り
方
は
、
そ
の
外
部
に
存
在
す
る
社
会
に
お
け
る
公
衆
の
趣
味
・

習
俗
を
反
映
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
。

こ
こ
で
以
下
の
よ
う
な
疑
問
が
生
じ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
ル
ソ
ー
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
劇
場
を
作
る
こ
と
を
勧
め
る

ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
に
反
対
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
演
劇
が
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
公
衆
に
与
え
る
影
響
力
を
恐
れ
て
い
る
か
ら

で
は
な
い
の
か
、
と
。
演
劇
が
、
公
衆
が
す
で
に
持
っ
て
い
る
情
念
を
助
長
す
る
だ
け
な
ら
ば
、
素
朴
で
善
良
な
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
人
に
た
い
し
て
演
劇
は
良
い
影
響
を
与
え
こ
そ
す
れ
、
悪
影
響
を
与
え
る
可
能
性
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

ル
ソ
ー
が
自
己
矛
盾
し
て
い
る
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
疑
問
に
対
し
て
は
以
下
の
二
つ
の
仕
方
で
答
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
第
一
に
ル
ソ
ー
は
、
同
時
代
の
パ
リ
な
ど
大
都
市
の
趣
味
・
習
俗
と
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
そ
れ
と
が
ま
っ

た
く
相
容
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
大
都
市
の
演
劇
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
る
よ
う
な
情
念
を
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
人
は
萌
芽
的
に
備
え
て
い
る
と
み
な
し
て
い
る
。
彼
は
、
も
し
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
劇
場
を
建
設
す
れ
ば
、
観
劇

の
習
慣
を
通
じ
て
市
民
の
あ
い
だ
に
奢
修
が
広
ま
り
、
そ
の
結
果
市
民
は
窮
乏
化
す
る
だ
ろ
う
と
警
告
し
つ
つ
、
以
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俳
優
と
恋
愛
演
劇
の
背
景
と
し
て
の
利
己
主
義

下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
も
し
も
仮
に
わ
た
し
た
ち
〔
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
人
〕
が
、
ス
パ
ル
タ
人
と
同
じ
格
率

(
m
a
x
目
es)

を
も
っ
と
す
る
な

ら
ば
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
見
せ
も
の
を
設
け
て
も
、
な
ん
の
危
険
も
冒
さ
な
い
で
し
ょ
う
」
(
6
1
)

。
も
し
も
仮
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
人
が
、
質
素

で
団
結
し
て
い
た
古
代
ス
パ
ル
タ
人
と
同
じ
格
率
を
持
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
「
市
民

(
C
i
t
o
y
e
n
)

も
準
市
民

(
B
o
u
r
g
e
o
i
s
)

も
け
っ
し
て
そ
こ

に
足
を
運
ば
な
い
」
だ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
に
は
、
「
商
業
と
貪
欲
さ
の
た
だ
な
か
で
ス
パ
ル
タ
が
再
生
す
る
の
を
見
る
こ
と
を
期
待
す

る
」
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
も
ま
た
国
際
的
な
商
業
と
貨
幣
経
済
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
以
上
、

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
人
も
ま
た
奢
修
へ
の
誘
惑
か
ら
自
由
で
は
な
い
し
、
（
後
述
す
る
パ
リ
の
上
流
階
級
に
典
型
的
な
）
利
己
主
義
と
他
者
へ
の
無
関
心

へ
と
向
か
う
素
質
を
潜
在
的
に
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
ル
ソ
ー
は
、
演
劇
と
い
う
「
見
せ
も
の
」
そ
れ
自
体
よ
り
も
む
し
ろ
、
パ
リ
を
は
じ
め
と
す
る
大
都
市
か
ら
流
入
す
る
演
劇

人
、
と
り
わ
け
俳
優
が
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
市
民
と
接
触
し
て
感
化
す
る
こ
と
に
つ
い
て
憂
慮
し
て
い
る
。
後
者
に
関
し
て
ル
ソ
ー
は
、
「
俳
優

の
才
能
」
と
は
、
「
自
ら
を
偽
る
技
術
」

([l]'art
d
e
 se contrefaire, 
72£.)
で
あ
る
と
（
ニ
ー
チ
ェ
が
の
ち
に
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
を
評
す
る
と
き
の
よ
う
に
）

述
べ
る
一
方
で
、
「
私
が
俳
優
に
つ
い
て
非
難
す
る
の
は
、
本
当
に
ペ
テ
ン
師
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
人
を
だ
ま
す
才
能
を
あ

ら
ゆ
る
技
術
に
わ
た
っ
て
磨
い
て
い
る
こ
と
、
劇
場
に
お
い
て
の
み
無
害
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
の
至
る
所
で
悪
事
に
し
か
役
立
た
な
い

よ
う
な
習
慣
の
訓
練
を
し
て
い
る
こ
と
で
す
」

(
7
3
)

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
で
ル
ソ
ー
は
、
俳
優
の
技
術
が
劇
場
の
な
か
で
観
客

に
与
え
る
効
果
と
い
う
よ
り
は
、
俳
優
が
劇
場
の
外
で
自
分
の
技
術
を
用
い
る
こ
と
で
社
会
に
与
え
る
影
響
を
指
摘
し
て
お
り
、
具
体
的

に
は
、
俳
優
が
異
性
を
誘
惑
し
た
り
、
詐
欺
に
よ
っ
て
市
民
か
ら
金
品
を
巻
き
上
げ
た
り
す
る
可
能
性
を
挙
げ
て
い
る
。
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
市

民
が
劇
場
外
の
社
会
に
お
い
て
俳
優
と
接
触
し
て
被
害
を
受
け
、
さ
ら
に
は
加
害
者
と
同
じ
悪
習
に
染
ま
る
こ
と
を
ル
ソ
ー
は
警
戒
し
て

い
る
。い

ず
れ
の
応
答
を
す
る
に
せ
よ
、
「
見
せ
も
の
」

の
あ
り
方
が
国
民
の
趣
味
・
習
俗
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
俳
優
と
い
う
存
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在
も
ま
た
特
定
の
趣
味
・
習
俗
の
帰
結
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
一
言
で
言
え
ば
、
自
己
の
利
益
の
た
め
に
本
心
を
隠
し
て
演
技
に

よ
っ
て
他
人
を
喜
ば
せ
る
こ
と
が
常
日
頃
か
ら
行
わ
れ
る
と
い
う
習
俗
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
演
技
を
賢
明
な
こ
と
と
し
て
賞
賛
す
る
と

い
う
趣
味
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
趣
味
・
習
俗
が
支
配
し
て
い
る
の
は
、
ル
ソ
ー
の
考
え
で
は
、
大
都
市
、
と
り
わ
け
パ
リ
の
上
流
階

級
で
あ
る
。
そ
し
て
ル
ソ
ー
は
、
パ
リ
の
上
流
階
級
の
趣
味
・
習
俗
を
端
的
に
体
現
す
る
人
物
と
し
て
、
モ
リ
エ
ー
ル
の
喜
劇
『
人
間
嫌

い
』
（
一
六
六
六
年
）
の
登
場
人
物
フ
ィ
ラ
ン
ト
を
挙
げ
て
い
る
。
フ
ィ
ラ
ン
ト
は
、
自
ら
の
利
害
を
最
優
先
す
る
た
め
に
、
他
者
の
苦
痛

に
つ
い
て
無
感
覚
で
あ
り
、
社
会
の
不
平
等
に
つ
い
て
も
無
関
心
な
人
物
で
あ
る
〔
渭
〗
。
つ
ま
り
、
利
己
主
義
と
他
者
へ
の
無
関
心
と
い

う
上
流
社
会
の
格
率
が
、
本
心
を
隠
し
演
技
す
る
こ
と
を
よ
し
と
す
る
習
俗
・
趣
味
の
背
景
に
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
習
俗
・
趣
味
が
俳
優

を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。

ル
ソ
ー
は
、
パ
リ
の
上
流
階
級
の
趣
味
・
習
俗
に
よ
っ
て
涵
養
さ
れ
た
演
劇
が
、
観
客
の
あ
い
だ
に
恋
愛
の
情
念
を
喚
起
す
る
と
述
べ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
利
己
主
義
と
他
者
へ
の
無
関
心
と
い
う
格
率
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ル
ソ
ー
は
こ
こ
で
恋
愛

を
、
特
定
の
異
性
の
関
心
を
ひ
き
、
そ
の
人
を
独
占
し
よ
う
と
す
る
情
念
、
さ
ら
に
は
異
性
を
独
占
す
る
こ
と
で
他
者
か
ら
羨
望
を
集
め

よ
う
と
す
る
情
念
と
み
な
し
て
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
利
己
主
義
を
強
調
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ル
ソ
ー
は
、
ラ
シ
ー
ヌ
の

『
ベ
レ
ニ
ス
』
(
-
六
七
0
年
）
を
例
に
挙
げ
て
、
恋
愛
の
情
念
が
国
家
へ
の
義
務
を
な
い
が
し
ろ
に
さ
せ
る
危
険
に
つ
い
て
警
告
し
て
い

る
(
4
8
f
f
.
)

。
ま
た
彼
は
、
パ
リ
の
上
流
社
会
で
は
、
恋
愛
が
過
大
な
重
み
を
持
つ
結
果
、
男
性
が
女
性
の
歓
心
を
買
う
た
め
に
、
内
容
と

は
無
関
係
に
女
性
の
判
断
に
従
属
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
(
4
3
f
.
)

(
こ
こ
で
は
ま
た
ル
ソ
ー
自
身
の
女
性
蔑
視
も
明
ら
か
で
あ
る
）
。
さ
ら
に

同
様
の
理
由
か
ら
、
老
人
の
意
見
が
軽
視
さ
れ
、
老
人
は
若
者
の
歓
心
を
買
お
う
と
し
て
滑
稽
に
な
る
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
嫌
悪
さ
れ

る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
も
批
判
す
る
(
4
6
)

(
こ
こ
で
ル
ソ
ー
は
、
『
法
律
』
で
一
貫
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
年
長
者
に
よ
る
支
配
の
原
則
を
踏
襲
し

て
い
る
）
。

以
上
、
公
衆
の
趣
味
と
習
俗
を
め
ぐ
る
ル
ソ
ー
の
議
論
か
ら
は
、
ル
ソ
ー
が
演
劇
に
よ
る
観
客
の
分
離
と
孤
立
を
批
判
し
た
と
い
う
見

方
が
事
態
の
一
面
し
か
と
ら
え
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ル
ソ
ー
が
批
判
し
て
い
る
の
は
む
し
ろ
、
演
劇
に
よ
る
疎
外
の
前
提
と
な
っ

て
い
る
利
己
主
義
と
他
者
へ
の
無
関
心
で
あ
り
、
す
で
に
商
業
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
人
も
そ
れ
と
無
縁

で
は
な
い
以
上
、
ル
ソ
ー
が
人
民
の
判
断
能
力
を
肯
定
し
て
い
た
と
は
言
え
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
演
劇
の
観
客
の
分
離
と
疎
外

．
 

037 特集 a+a 
シアトロクラシー観客の美学と政治学

世
論
を
変
え
る
た
め
に
世
論
に
従
う
「
元
帥
た
ち
の
裁
判
所
」

を
廃
棄
し
て
集
合
を
作
り
出
す
こ
と
で
、
問
題
が
解
決
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

公
衆
の
趣
味
と
習
俗
が
「
見
せ
も
の
」
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
な
ら
ば
、
パ
リ
の
上
流
階
級
を
支
配
し
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
市
民
に
も
浸

透
し
よ
う
と
し
て
い
る
趣
味
と
習
俗
を
変
え
る
こ
と
は
、
ど
う
す
れ
ば
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
ル
ソ
ー
は
、
法
に
よ
る
強
制
は
趣
味
と
習

俗
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
指
摘
し
た
上
で
、
「
政
府
が
習
俗
に
対
し
て
有
効
で
あ
る
」
の
は
「
世
論
」

(
0
p
i
n
i
o
n
p
u
b
l
i
q
u
e
)

に
よ
っ

て
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
(
6
1
)

。
と
い
う
の
も
、
「
大
多
数
の
人
々
が
知
る
唯
一
の
幸
福
は
、
幸
福
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
」

し
、
「
公
衆
が
善
い
と
か
望
ま
し
い
と
か
判
断
し
た
も
の
以
外
は
、
個
々
人
に
と
っ
て
何
も
善
く
な
い
し
望
ま
し
く
も
な
い
」

(
6
2
)

と
い

う
ほ
ど
、
社
会
に
お
い
て
人
々
は
他
人
の
意
見
に
依
存
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

世
論
に
働
き
か
け
る
こ
と
よ
っ
て
習
俗
を
変
え
る
具
体
的
な
事
例
と
し
て
ル
ソ
ー
は
、
ル
イ
十
四
世
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
で
創
設
さ
れ
た

「
元
帥
た
ち
の
裁
判
所
」

(
6
2
)

を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
当
時
横
行
し
て
い
た
決
闘
を
廃
止
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
制
度
で
あ
る
。

従
来
は
、
世
論
が
決
闘
の
勝
者
に
名
誉
を
認
め
て
き
た
が
、
「
元
帥
た
ち
の
裁
判
所
」
は
、
決
闘
と
い
う
暴
力
的
な
実
力
行
使
な
し
に
、

ま
た
世
論
に
代
わ
っ
て
元
帥
た
ち
の
判
定
に
よ
っ
て
、
紛
争
の
当
事
者
の
名
誉
と
恥
辱
に
つ
い
て
判
定
し
、
処
罰
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
制
度
を
通
じ
て
、
決
闘
に
よ
っ
て
紛
争
を
解
決
す
る
こ
と
を
正
し
い
と
す
る
世
論
自
体
を
変
え
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
。

ル
ソ
ー
が
こ
の
制
度
で
評
価
し
て
い
る
の
は
、
「
元
帥
た
ち
」
、
す
な
わ
ち
、
国
家
の
た
め
に
自
分
の
生
命
を
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
に

よ
っ
て
最
高
の
名
誉
を
得
た
古
参
の
軍
人
た
ち
が
判
定
者
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
(
6
3
)

。
こ
の
こ
と
の
含
意
は
二
つ
あ
る
。
ま
ず
、

決
闘
を
是
認
し
、
さ
ら
に
は
賞
賛
す
る
世
論
を
変
え
る
こ
と
は
、
単
な
る
臆
病
か
ら
決
闘
に
反
対
す
る
者
に
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
が

可
能
な
の
は
、
生
命
の
危
険
を
い
と
わ
な
い
勇
敢
さ
を
自
ら
の
身
を
も
っ
て
証
明
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
世
論
に
よ
っ
て
尊
敬
さ
れ
て
い
る
年

長
者
た
ち
が
、
勇
敢
さ
を
あ
え
て
抑
制
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
―
つ
の
含
意
は
、
元
帥
た
ち
の
勇
敢
さ
は
、

個
人
の
名
誉
で
は
な
く
、
国
家
の
利
害
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
元
帥
た
ち
は
勇
敢
さ
を
自
分
の
利
益
の
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た
め
で
は
な
く
国
家
の
た
め
に
発
揮
し
た
の
で
、
彼
ら
は
個
人
的
な
名
誉
の
た
め
の
決
闘
を
賞
賛
す
る
世
論
か
ら
独
立
し
て
い
る
と
と
も

に
、
私
心
の
な
い
公
平
さ
を
体
現
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
世
論
を
批
判
し
、
新
た
な
制
度
に
よ
っ
て
風
習
を
修
正
で
ぎ
る
立
場
に
あ
る
。

た
だ
し
ル
ソ
ー
は
、
「
元
帥
た
ち
の
裁
判
所
」
の
制
度
に
お
い
て
改
善
さ
れ
る
べ
き
点
も
指
摘
し
て
い
る
。
ま
ず
、
こ
の
「
裁
判
所
」

は
名
誉
と
不
名
誉
だ
け
を
判
定
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
強
制
的
な
罰
を
伴
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
判
定
者
で
あ
る
元
帥
た
ち
は
政
府
か

ら
完
全
な
独
立
を
保
た
ね
ば
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
元
帥
た
ち
も
ま
た
強
制
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
批
判
は
、
判
定
者
で
あ
る
元

帥
た
ち
へ
の
世
論
の
尊
敬
こ
そ
が
、
世
論
と
習
俗
の
変
化
の
原
動
力
と
な
る
べ
き
で
あ
る
し
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
変
化
を
引
き
起
こ
せ

な
い
と
い
う
考
え
か
ら
の
帰
結
で
あ
る
。

ル
ソ
ー
は
「
元
帥
た
ち
の
裁
判
所
」
に
つ
い
て
、
も
う
一
っ
改
善
す
べ
き
点
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
彼
は
、
決
闘
に
代
わ
る
裁
定
の
制
度
と
い
う
「
元
帥
た
ち
の
裁
判
所
」
の
趣
旨
と
矛
盾
し
か
ね
な
い
提
案
を
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
も
そ
も
最
初
か
ら
決
関
を
一
律
に
禁
止
す
る
べ
き
で
は
な
く
、
元
帥
た
ち
は
個
々
の
紛
争
に
つ
い
て
、
決
闘

に
よ
る
解
決
を
認
め
る
か
禁
止
す
る
か
を
含
め
て
判
定
す
べ
き
で
あ
る
し
、
さ
ら
に
は
、
元
帥
た
ち
自
ら
が
決
闘
す
る
権
利
を
行
使
す
る

べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
ル
ソ
ー
の
議
論
は
、
二
つ
の
面
か
ら
理
解
で
き
る
。
―
つ
は
、
判
定
者
で
あ
る
元
帥
た
ち
は
政

府
の
方
針
か
ら
自
律
的
で
あ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
前
述
の
考
え
方
の
徹
底
で
あ
る
。
も
う
―
つ
は
、
尊
敬
さ
れ
て
い
る
元
帥
た
ち
で
す

ら
、
決
闘
を
是
認
す
る
世
論
を
修
正
す
る
た
め
に
は
、
い
っ
た
ん
そ
の
修
正
さ
れ
る
べ
き
世
論
に
し
た
が
っ
て
、
決
闘
を
実
践
し
た
う
え

で
、
世
論
か
ら
逸
脱
す
る
決
闘
の
禁
止
を
個
別
的
に
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
漸
次
的
に
世
論
の
変
化
を
図
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
定
着
し
て
い
る
世
論
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
風
習
と
を
意
図
的
に
修
正
す
る
こ
と
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
と

ル
ソ
ー
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
改
め
て
う
か
が
わ
れ
る
。

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
た
め
の

前
節
で
取
り
上
げ
た
「
元
帥
た
ち
の
裁
判
所
」
は
、
習
俗
を
修
正
す
る
た
め
に
世
論
に
訴
え
か
け
る
制
度
だ
が
、

．
 

「
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せ
も
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に
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け
る
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認
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争
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ソ
ー
が
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
提
案
し
た
、
舞
台
と
客
席
の
分
離
を
廃
棄
し
て
観
客
自
体
を
演
者
と
す
る
「
見
せ
も

の
」
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
素
朴
で
善
良
な
習
俗
を
維
持
・
強
化
し
、
共
同
体
の
感
情
を
促
進
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
両

者
は
無
関
係
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
ど
ち
ら
の
場
合
も
、
他
者
か
ら
承
認
さ
れ
た
い
と
い
う
個
々
人
の
利
己
的
な
欲
求
に
訴
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
競
争
が
暴
力
的
な
闘
争
に
発
展
す
る
こ
と
を
抑
止
し
、
国
家
の
統
合
を
強
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
両
者
と
も
、

世
論
を
通
じ
て
風
習
に
働
き
か
け
よ
う
と
す
る
制
度
な
の
で
あ
る
。

実
際
、
ル
ソ
ー
が
挙
げ
て
い
る
「
見
せ
も
の
」
の
事
例
に
は
、
競
争
と
、
そ
の
勝
者
に
対
す
る
名
誉
の
授
与
と
い
う
要
素
が
組
み
込
ま

れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
彼
が
野
外
で
の
「
見
せ
も
の
」
と
し
て
提
案
す
る
の
は
、
「
軍
隊
の
賞
を
モ
デ
ル
と
し
た
、
レ
ス
リ
ン
グ
、
競

争
、
円
盤
投
げ
、
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
身
体
訓
練
の
た
め
の
体
育
賞
を
設
け
」

(
1
1
6
)

て
行
わ
れ
る
競
技
会
、
ま
た
、
漕
艇
技
術
を
競
う

湖
上
で
の
旗
取
り
競
技
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
が
冬
の
屋
内
の
「
見
せ
も
の
」
と
し
て
提
案
す
る
の
は
、
「
婚
期
の
若
者
た
ち
の
舞
踏
会
」

(
1
1
7
)

で
あ
る
が
、
こ
こ
に
も
競
争
的
な
性
格
が
見
て
取
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ル
ソ
ー
の
提
案
に
よ
れ
ば
、
「
毎
年
最
後
の
舞
踏
会
で
、

そ
れ
ま
で
の
舞
踏
会
を
通
じ
て
も
っ
と
も
礼
儀
正
し
く
、
も
っ
と
も
穏
や
か
に
振
る
舞
い
、
誰
よ
り
も
審
判
席

(
P
a
r
q
u
e
t
)

の
判
断
に
か

な
っ
た
若
者
が
、
〔
評
議
会
の
〕
代
理
人
の
手
を
通
じ
て
冠
を
授
与
さ
れ
、
舞
踏
会
の
女
王
の
称
号
を
与
え
ら
れ
、
彼
女
は
こ
の
称
号
を

ま
る
一
年
保
持
す
る
」
(
1
1
8
)

と
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
舞
踏
会
自
体
が
、
父
母
を
含
め
た
年
長
者
の
監
視
の
も
と
で
若
者
た
ち
が
出
会
い
、

結
婚
の
相
手
を
選
ぶ
場
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
、
（
す
で
に
恋
愛
の
情
念
に
関
し
て
言
及
し
た
よ
う
に
）
自
ら
の
望
む
相
手
か
ら
選
ば
れ
た
い
と
い

う
欲
求
が
働
き
、
参
加
す
る
若
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
競
争
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
望
む
相
手
か
ら
選
ば
れ
る
な
ら
ば
、
舞
踏
会
の

場
に
い
る
全
員
の
賞
賛
な
い
し
羨
望
の
対
象
と
な
る
だ
ろ
う
。

ル
ソ
ー
が
提
案
す
る
「
見
せ
も
の
」
は
、
他
者
に
優
越
す
る
こ
と
で
世
論
に
認
め
ら
れ
よ
う
と
す
る
名
誉
欲
や
、
特
定
の
異
性
の
関
心

を
ひ
き
、
そ
の
異
性
を
独
占
し
よ
う
と
す
る
恋
愛
の
情
念
を
、
一
方
的
に
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
存
在
を
認
め
た
上
で
、
個
々
人

の
欲
求
や
情
念
が
競
争
す
る
場
所
と
し
て
制
度
的
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
国
家
の
代
表
者
と
年
長
者
た
ち
の
監
視
下

で
競
争
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
人
の
名
誉
欲
や
情
念
が
社
会
を
分
裂
さ
せ
る
よ
う
な
抗
争
へ
と
発
展
す
る
こ
と
が
抑
止
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
体
育
競
技
•
水
上
競
技
の
場
合
は
兵
士
に
ふ
さ
わ
し
い
身
体
の
育
成
、
若
者
の
舞
踏
会
の
場
合
は
家
庭
の
形
成
と
次

世
代
の
再
生
産
と
い
う
よ
う
に
、
競
争
が
国
家
の
利
益
を
促
進
す
る
よ
う
な
制
度
が
設
計
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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註

以
上
の
解
釈
に
対
し
て
は
、
『
手
紙
』
の
最
後
に
描
写
さ
れ
て
い
る
共
同
体
の
光
景
と
は
あ
ま
り
に
も
か
け
離
れ
て
い
る
と
い
う
反
論

が
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
光
景
と
は
、
ル
ソ
ー
が
少
年
時
代
に
目
撃
し
た
と
い
う
、
「
サ
ン
・
ジ
ェ
ル
ヴ
ェ
の
連
隊
」
の
兵
士

た
ち
に
よ
る
自
然
発
生
的
だ
が
整
然
と
し
た
踊
り
、
そ
し
て
そ
れ
に
続
い
て
兵
士
と
そ
の
家
族
た
ち
が
繰
り
広
げ
た
「
抱
擁
、
笑
い
、
乾

盃
、
愛
撫
」
の
光
景
で
あ
る
1

少
年
ル
ソ
ー
は
こ
の
光
景
に
対
し
て
「
普
遍
的
な
感
動
」

(
g
a
t
t
e
n
d
r
i
s
s
g
g
t

gengl)
を
感
じ
、
ル

ソ
ー
の
父
親
は
息
子
に
「
彼
ら
は
み
な
友
で
あ
り
兄
弟
だ
」
と
語
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
制
度
化
さ
れ
た
競
争
な
ど
で
は
な
く
、
「
純

粋
」
で
「
自
然
」
な
共
同
体
感
情
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
た
人
々
の
集
ま
り
に
他
な
ら
な
い
で
は
な
い
か
、
そ
う
言
い
た
く
な
る
か
も
し
れ

な
い
。こ

の
反
論
に
対
し
て
は
こ
う
答
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
ル
ソ
ー
の
少
年
時
代
の
記
憶
と
は
、
あ
く
ま
で
理
想
化
さ
れ
た
共

同
体
の
イ
メ
ー
ジ
で
し
か
な
い
。
ル
ソ
ー
は
他
方
で
、
こ
の
理
想
が
現
実
に
は
（
も
は
や
）
存
在
し
な
い
こ
と
を
意
識
し
て
、
実
際
の
習

俗
に
ふ
さ
わ
し
い
「
見
せ
も
の
」
を
構
想
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ル
ソ
ー
は
、
「
ス
パ
ル
タ
」
に
象
徴
さ
れ
る

平
等
で
統
合
さ
れ
た
共
同
体
が
よ
み
が
え
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
認
識
を
持
ち
、
そ
の
前
提
に
立
っ
て
近
代
人
に
ふ
さ
わ
し
い
「
見
せ
も

の
」
の
可
能
性
を
展
望
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
、
プ
ラ
ト
ン
に
対
す
る
ル
ソ
ー
の
最
も
重
要
な
独
自
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

．
 

田
中
均
（
た
な
か
・
ひ
と
し
）

大
阪
大
学
准
教
授

(
C
o
デ
ザ
イ
ン
セ
ン
タ
ー
／
大
学
院
文
学
研
究
科
）
。
専
門
領
域
は
ド
イ
ツ
語
隅

を
中
心
と
す
る
近
代
美
学
、
芸
術
に
お
け
る
「
参
加
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題
。

※
本
研
究
は

J
S
p
s
科
研
費

2
6
7
7
0
0
4
4
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。

叶
一
ジ
ャ
ン
11
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
『
見
せ
も
の
に
つ
い
て
の
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
氏
へ
の
手
紙
』
は
以
下
の
版
か
ら
引
用
し
、
頁
数
を
示
す
。
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本
稿
で
は
以
下
「
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
」
の
表
記
に
統
一
す
る
。

竺
ル
ソ
ー
が
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
を
詳
細
に
研
究
し
た
こ
と
は
文
献
学
的
に
も
知
ら
れ
て
お
り
、
以
下
の
論
文
は
ル
ソ
ー
が
ラ
テ
ン
語
訳
『
法

律
』
に
行
っ
た
書
き
込
み
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
。

M
.
 J.
 
Silverthorne, "
R
o
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e
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d
苔
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i
r
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.
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ま
た
、
ル
ソ
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デ
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11
レ
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。
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0. S. 284・ 

屯
一
「
〔
ル
ソ
ー
と
プ
ラ
ト
ン
の
〕
差
異
は
大
部
分
、
永
遠
の
イ
デ
ア
ヘ
の
認
識
論
的
な
ア
ク
セ
ス
の
程
度
の
問
題
か
ら
生
じ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の

イ
デ
ア
は
少
数
者
の
み
に
到
達
可
能
で
あ
る
一
方
、
ル
ソ
ー
の
良
心
の
概
念
は
理
論
的
に
は
あ
ら
ゆ
る
人
に
現
前
す
る
。
ル
ソ
ー
に
と
っ

て
は
、
も
っ
と
も
普
通
の
精
神
で
さ
え
、
「
正
義
の
真
の
原
理
、
美
の
真
の
モ
デ
ル
、
存
在
の
す
べ
て
の
精
神
的
関
係
」
を
知
る
能
力
が
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
そ
れ
ら
は
「
す
べ
て
知
性
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
〔
…
〕
。
〔
…
〕
普
通
の
人
々
が
正
義
を
理
解
す
る
能
力
こ
そ

が
、
ル
ソ
ー
の
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
政
治
を
促
進
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
大
衆
の
政
府
を
あ
か
ら
さ
ま
に
断
罪
す
る
プ
ラ
ト
ン
の
『
国

家
』
か
ら
ル
ソ
ー
を
区
別
す
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
大
衆
は
決
し
て
哲
学
を
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て

正
義
や
善
を
決
し
て
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
立
法
や
統
治
か
ら
は
大
衆
が
大
部
分
排
除
さ
れ
て
い
る
。
対
照
的
に
、
ル
ソ
ー
に

と
っ
て
は
、
最
も
重
要
な
も
の
ー
一
般
意
志
の
源
泉
で
あ
る
正
義
そ
の
も
の
ー
は
人
民
が
知
っ
て
い
る
の
で
、
人
民
が
立
法
す
べ
き

な
の
で
あ
る
。
こ
の
鍵
と
な
る
想
定
が
、
ル
ソ
ー
が
人
民
主
権
の
教
説
を
主
張
す
る
前
提
な
の
で
あ
る
。
」

(
D
a
v
i
d
L
a
y
 W
i
l
l
i
a
m
s
,
 R
o
u
s
,
 

se
念
)s
Social Contract, K
i
n
d
l
e
 edition) 

竺
「
こ
の
フ
ィ
ラ
ン
ト
は
、
こ
の
作
品
の
賢
人
で
す
。
彼
は
上
流
社
会
の
紳
士
の
一
人

(
u
n
d
e
 ces h
o
n
n
e
t
e
s
 g
e
n
s
 d

u
 g
r
a
n
d
 m
o
n
d
e
)

で

す
が
、
上
流
社
会
の
紳
士
の
格
率
と
い
う
の
は
詐
欺
師
の
そ
れ
に
と
て
も
よ
く
似
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
と
て
も
穏
や
か
で
、
控
え
め
で
、

何
事
も
よ
り
よ
く
な
ら
な
い
こ
と
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
万
事
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
と
つ
ね
に
思
っ
て
い
る
人
々
、
誰
の
こ
と

も
気
に
か
け
て
い
な
い
の
で
、
す
べ
て
の
人
々
に
い
つ
も
満
足
し
て
い
る
人
々
、
け
っ
こ
う
な
食
卓
を
囲
ん
で
、
人
民
が
飢
え
て
い
る
と

い
う
の
は
事
実
で
は
な
い
と
主
張
す
る
人
々
、
財
布
を
い
っ
ば
い
に
し
て
、
貧
者
の
た
め
に
弁
じ
る
の
は
と
て
も
不
適
切
な
こ
と
だ
と
思

う
人
、
自
分
の
家
は
し
つ
か
り
戸
締
ま
り
し
て
、
た
と
え
全
人
類
が
裔
ま
れ
、
荒
ら
さ
れ
、
喉
を
か
き
き
ら
れ
、
皆
殺
し
に
さ
れ
た
と
し

て
も
、
嘆
き
も
せ
ず
に
見
て
い
ら
れ
る
人
々
で
す
1

と
い
う
の
も
、
こ
の
人
々
は
、
他
人
の
不
幸
を
耐
え
忍
ぶ
こ
と
が
で
き
る
、
と
て

も
す
ば
ら
し
い
穏
や
か
さ
を
神
か
ら
授
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
」

(
3
6
)




