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各
部
で
の
論
の
道
筋
を
補
っ
て
お
く
。

一
ソ
ク
ラ
ー
正
飛
は
初
期
対
話
篇
で
、
敬
慶
、
勇
気
、
節
制
と
い
っ
た
徳
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
何
で
あ
る
か
」
を
対
話
相
手
に
問
う
。

『
メ
ノ
ン
」
篇
で
は
そ
の
総
括
と
し
て
「
徳
と
は
何
か
」
が
問
わ
れ
る
。
こ
の
「
と
は
何
か
」
を
問
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
お
そ
ら
く
歴
史
的
な
実

像
に
由
来
す
る
だ
ろ
う
が
、
作
者
プ
ラ
ト
ン
は
こ
の
問
い
を
め
ぐ
る
対
話
を
一
定
の
方
向
へ
と
意
図
的
に
導
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ソ
ク
ラ
テ

ス
に
よ
る
反
駁
を
通
し
て
、
対
話
者
た
ち
が
あ
る
共
通
の
方
向
に
徳
の
正
体
ｌ
「
徳
は
知
な
り
」
と
い
う
命
題
に
表
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
正
体

こ
の
論
弾
で
扱
う
の
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
国
家
』
篇
に
い
た
る
初
期
対
話
篇
群
を
総
じ
て
ど
の
よ
う
に
読
む
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
第
一

部
で
は
、
ア
レ
テ
ー
（
徳
）
を
探
求
す
る
プ
ラ
ト
ン
の
初
期
対
話
篇
の
い
く
つ
か
で
語
ら
れ
る
〈
善
と
悪
の
知
〉
と
い
う
表
現
が
正
確
に
は
何

を
意
味
し
て
い
る
の
か
を
考
え
る
。
つ
ま
り
、
ア
レ
テ
ー
の
発
揮
は
専
門
技
術
知
と
の
類
比
が
効
か
な
く
な
る
場
面
で
の
こ
と
だ
が
、
そ
こ
で

の
〈
知
〉
と
は
何
な
の
か
。
第
二
部
で
は
、
正
義
と
呼
ば
れ
る
徳
を
め
ぐ
る
プ
ラ
ト
ン
の
思
考
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
問
い
か
ら
の
必
然
的
な
帰
結

．
、
、

で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
の
正
義
論
が
逸
し
た
も
の
が
何
で
あ
っ
た
の
か
を
見
て
、
正
義
と
は
い
か
な
る
価
値
な
の
か
を
考
え
た

は
じ
め
に

レコ
。

プ
ラ

ト
ン

と
徳

論
の

罠

崎
榮

(１）
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ｌ
を
探
り
当
て
て
い
く
と
読
め
る
よ
う
に
、
プ
ラ
ト
ン
は
書
い
て
い
る
．

ニ
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
大
き
な
課
題
は
、
よ
い
も
の
の
獲
得
・
享
受
と
い
う
伝
統
的
な
ア
レ
テ
ー
観
を
、
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
生
き
ざ
ま
か

ら
確
信
し
た
正
義
の
枢
要
性
と
統
合
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
統
合
の
仕
方
を
批
判
的
に
検
討
す
る
た
め
に
、
プ
ラ
ト
ン
が
正
義
を
所
有
す
べ
き
よ
い
も
の
の
一
つ
、
そ
れ
も
最
大
の
善
と
み
な
す
論

法
を
採
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
つ
ぎ
に
、
そ
の
正
義
概
念
は
『
国
家
」
二
巻
で
の
「
グ
ラ
ウ
コ
ン
の
挑
戦
」
に
対
し
て
「
正
義
の
人
の
生
」

を
選
び
と
る
こ
と
を
要
請
す
る
が
、
二
者
択
一
を
迫
る
こ
の
挑
戦
は
非
現
実
的
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
正
義
の
至
高
性
に
つ
い
て
の
誤
っ
た

観
念
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
い
。
そ
し
て
、
『
国
家
』
で
提
示
さ
れ
る
正
義
概
念
が
、
「
ク
リ
ト
ン
」
で
承
認
さ
れ
た
く
加
害

行
為
を
し
な
い
〉
と
い
う
正
義
概
念
の
原
点
か
ら
、
ど
れ
ほ
ど
の
隔
た
り
が
あ
る
か
を
検
討
し
た
い
。

バ
ナ
ー
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
「
国
家
」
篇
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
人
は
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
」
と
い
う
問
い
が
倫
理
学
の
ア
ル
ケ
ー

（
始
め
）
で
あ
る
と
述
べ
て
い
Ｌ
鰊
、
常
識
的
で
社
会
経
験
を
積
ん
で
き
た
人
で
あ
れ
ば
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
趣
旨
の
回
答
を
す
る
だ
ろ

う
。
「
楽
し
く
明
る
く
、
順
境
の
時
は
感
謝
を
も
っ
て
箸
ら
ず
、
逆
境
の
時
は
希
望
を
も
っ
て
耐
え
、
人
間
関
係
を
大
切
に
し
、
社
会
的
役
割

が
課
す
仕
事
と
好
き
な
事
を
し
て
生
き
る
。
そ
の
際
、
他
者
お
よ
び
自
然
と
の
共
生
の
法
則
に
従
っ
て
生
き
る
」
と
い
っ
た
回
答
で
あ
る
。
常

識
人
は
そ
ん
な
生
き
方
の
規
定
で
十
分
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
ギ
リ
シ
ア
的
な
表
現
を
使
え
ば
〈
よ
く
生
き
る
〉
こ
と
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
プ
ラ
ト
ン
の
描
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
の
よ
う
な
答
え
で
は
満
足
し
な
い
。
〈
よ
く
生
き
る
〉
を
〈
よ
き
人
と
し
て
生
き
る
〉
と

等
値
に
考
え
る
こ
と
は
ギ
リ
シ
ア
的
発
想
一
般
に
共
通
す
る
と
し
て
も
、
登
場
人
物
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
①
〈
よ
き
人
〉
が
そ

第
一
部
初
期
対
話
篇
群
で
プ
ラ
ト
ン
が
目
指
し
て
い
た
こ
と

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
問
い
の
特
殊
性

(２）
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最
初
の
箇
所
を
引
用
す
る
と
、
「
ど
う
す
れ
ば
で
き
る
だ
け
多
く
の
金
銭
が
自
分
の
も
の
に
な
る
か
と
、
金
銭
の
こ
と
を
気
遣
っ
て
い
て
恥

ず
か
し
く
は
な
い
の
か
。
評
判
（
ド
ク
サ
）
と
名
誉
に
つ
い
て
は
気
遣
い
な
が
ら
、
思
慮
（
プ
ロ
ネ
ー
シ
ス
）
と
真
実
（
ア
レ
ー
テ
イ
ア
）
に

て
お
き
た
い
。
初
期
対
話
篇
は
全
体
と
し
｝

求
で
あ
る
が
、
そ
の
答
え
は
〈
善
と
悪
の
烏

と
こ
ろ
で
、
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
」
（
Ｍ

の
〈
真
夷
刈
を
記
し
た
作
品
で
あ
る
が
、
釘

部
で
一
一
回
繰
り
返
さ
れ
（
画
置
‐
の
ご
口
‐
ず
）
、

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

プ
ラ
ト
ン
の
見
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
真
実

れ
に
拠
っ
て
よ
き
人
で
あ
る
と
こ
ろ
の
ア
レ
テ
ー
（
卓
越
性
、
徳
）
に
つ
い
て
、
「
そ
れ
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
答
え
る
の
を
要
求
す
る
こ

と
。
し
か
も
、
②
対
話
相
手
は
主
題
と
な
る
ア
レ
テ
ー
を
身
に
つ
け
て
い
る
と
自
他
と
も
に
任
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
対
話
相
手
の
提

出
す
る
答
え
を
と
き
に
論
理
的
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
て
ま
で
も
、
お
お
か
た
は
対
話
相
手
の
諸
信
念
に
論
理
的
な
不
整
合
が
は
ら
ま
れ
て
い
た
こ

と
を
明
ら
か
に
す
る
仕
方
で
、
と
も
か
く
す
べ
て
反
駁
す
る
こ
と
。
そ
し
て
、
③
不
整
合
な
諸
信
念
を
抱
え
て
生
き
て
き
た
こ
と
は
、
そ
の
ア

レ
テ
ー
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
証
拠
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
。

こ
う
し
て
ア
レ
テ
ー
に
つ
い
て
の
「
そ
れ
は
何
で
あ
る
か
」
と
の
問
い
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
吟
味
活
動
は
、
対
話
相
手
の

生
き
方
が
こ
の
ま
ま
で
は
不
十
分
だ
と
い
う
、
生
き
方
に
対
す
る
反
駁
で
終
わ
る
。
吟
味
の
本
来
の
対
象
は
個
々
の
信
念
で
は
な
く
、
人
の
生

（
４
）

き
方
な
の
で
あ
る
。

こ
の
論
文
の
第
一
部
で
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
初
期
対
話
篇
群
に
お
け
る
徳
論
の
道
筋
を
ど
う
読
む
か
に
つ
い
て
、
私
の
読
み
の
大
筋
を
ま
と
め

お
き
た
い
。
初
期
対
話
篇
は
全
体
と
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
触
発
さ
れ
た
く
徳
あ
る
い
は
個
々
の
徳
と
は
何
か
〉
を
主
題
と
す
る
一
連
の
探

で
あ
る
が
、
そ
の
答
え
は
（
善
と
悪
の
知
（
プ
ロ
ネ
ー
シ
ス
）
〉
へ
と
収
散
し
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
」
（
以
後
「
弁
明
」
と
略
記
）
と
い
う
作
品
は
、
著
者
プ
ラ
ト
ン
に
見
え
た
歴
史
上
の
人
物
ソ
ク
ラ
テ
ス

〈
真
夷
『
）
を
記
し
た
作
品
で
あ
る
が
、
私
が
読
む
と
こ
ろ
、
そ
の
真
実
の
う
ち
最
も
肝
要
な
事
柄
は
次
の
点
で
あ
る
。
そ
れ
が
作
品
の
中
央

で
一
一
回
繰
り
返
さ
れ
（
忠
ロ
ー
の
ぎ
口
‐
ず
）
、
ま
た
有
罪
決
定
後
に
も
一
一
一
た
び
述
べ
ら
れ
る
（
韻
Ｏ
）
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
が
最
も
重
要
な
真
実

(３）
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と
こ
ろ
で
、
》
思
慮
と
は
物
事
の
真
実
に
則
す
る
理
解
と
判
断
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、
「
思
慮
を
気
遣
う
」
と
「
真
実
を
気
遣
う
」
と
は
同

じ
こ
と
な
の
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
魂
が
で
き
る
だ
け
優
れ
た
も
の
に
な
る
」
の
で
あ
る
ｐ

プ
ラ
ト
ン
が
「
弁
明
』
で
記
し
た
も
っ
と
も
大
事
な
〈
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
真
実
〉
と
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ア
テ
ナ
イ
の
同
胞
市
民
に
以
上
の
気

遣
い
の
優
先
順
を
説
く
こ
と
を
自
ら
の
使
命
と
し
て
生
き
抜
い
た
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ク
ラ
テ
ス
は
述
べ
て
い
る
。

以
上
三
箇
所
の
引
用
部
分
で
「
気
遣
う
」
と
訳
し
た
言
葉
・
の
ご
言
の
亘
の
岳
巳
・
が
計
七
回
も
使
わ
れ
て
い
て
、
プ
ラ
ト
ン
は
こ
の
言
葉
を
ソ

ク
ラ
テ
ス
の
吟
味
活
動
の
中
核
を
示
す
鍵
概
念
と
し
て
用
い
て
い
る
。
吟
味
さ
れ
る
の
は
人
々
（
の
生
き
方
）
で
あ
り
、
吟
味
の
観
点
は
〈
何

を
優
先
的
に
気
遣
っ
て
生
き
て
い
る
の
か
〉
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
考
え
で
は
、
人
々
が
現
に
気
遣
っ
て
い
る
も
の
と
は
独
立
に
、
人
間
と

し
て
優
先
的
に
気
遣
う
べ
き
も
の
が
あ
る
。
「
べ
き
」
と
い
う
の
は
、
善
く
生
き
よ
う
と
す
れ
ば
、
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
ソ
ク
ラ
テ

ス
の
言
行
の
源
に
は
〈
生
き
る
〉
よ
り
〈
善
く
生
き
る
〉
を
優
先
す
べ
き
だ
と
い
う
根
本
則
が
あ
る
（
「
ク
リ
ト
ン
」
四
八
ｂ
）
。

以
上
の
引
用
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
な
基
本
的
認
識
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
は
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
に
は
、
身
体
や
金
銭
が
そ
れ
の
付
属

物
に
す
ぎ
な
い
本
体
（
そ
の
人
自
身
）
が
あ
り
、
人
は
そ
の
本
体
を
付
属
物
よ
り
優
先
し
て
気
遣
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
本
体
で
あ
る
魂
を

気
遣
う
と
は
、
そ
れ
が
で
き
る
だ
け
優
れ
た
も
の
に
な
る
よ
う
に
気
遣
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
も
っ
と
も
優
れ
た
も
の
（
善
い
も
の
）
に
な

る
と
は
で
き
る
だ
け
思
慮
に
満
ち
た
（
プ
ロ
ニ
モ
ー
タ
ト
ス
）
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
最
初
の
引
用
で
言
わ
れ
て
い
る

「
思
慮
を
気
遣
う
」
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

つ
い
て
、
ま
た
魂
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
そ
れ
が
最
も
優
れ
た
（
善
い
）
も
の
と
な
る
か
を
気
遣
う
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
思
案
す
る

こ
と
も
な
い
と
は
恥
ず
か
し
く
は
な
い
の
か
」
と
。
直
後
で
は
、
魂
が
で
き
る
だ
け
優
れ
た
も
の
に
な
る
こ
と
へ
の
気
遣
い
を
、
身
体
や
金
銭

（
６
）

へ
の
気
遣
い
よ
り
優
先
さ
せ
る
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
有
罪
決
定
後
に
、
一
一
一
た
び
同
趣
旨
の
発
一
一
一
戸
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
も
っ
と
も

思
慮
に
満
ち
た
（
プ
ロ
ニ
モ
ー
タ
ト
ス
）
人
間
と
な
る
よ
う
に
自
分
そ
の
も
の
の
あ
り
方
を
気
遣
う
よ
う
」
説
得
す
る
よ
う
努
め
て
き
た
と
ソ

人は
間へ
と何

(４）
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し
か
し
な
が
ら
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
〈
徳
が
何
で
あ
る
か
〉
の
一
義
的
な
答
え
を
求
め
る
か
に
見
え
る
論
理
的
追
求
が
徳
が
何
で
あ
る
か
を
理

解
す
る
と
い
う
目
的
に
と
っ
て
本
当
に
必
要
で
あ
っ
た
の
か
は
、
問
い
な
お
さ
れ
て
い
い
。
境
界
事
例
を
除
け
ば
、
我
々
は
、
少
な
く
と
も
ど

の
よ
う
な
行
為
が
或
る
徳
の
事
例
で
あ
る
の
か
を
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
徳
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
問
い
に
答
え
よ
う
と
し
な
く
て
も
、
わ
か
っ
て

い
る
。
実
際
、
あ
る
行
為
を
見
て
感
動
す
る
の
は
、
そ
れ
が
勇
気
あ
る
行
い
で
あ
る
と
わ
か
っ
て
い
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。
我
々
が
勇
気
の
何
た

る
か
が
わ
か
る
の
は
、
そ
う
し
た
行
為
に
直
面
し
た
時
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
ラ
ケ
ス
」
一
九
四
ａ
ｌ
ｂ
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
多
く
の
人

は
「
勇
気
と
は
何
か
」
と
改
ま
っ
て
問
わ
れ
る
と
、
そ
れ
を
言
葉
で
一
一
一
一
口
い
表
す
の
に
苦
労
す
る
。
そ
し
て
何
か
答
え
ら
し
き
も
の
を
一
一
言
っ
た
と

し
て
も
、
相
手
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
な
ら
ば
必
ず
そ
の
答
え
で
は
不
十
分
だ
と
し
て
反
駁
す
る
。
だ
が
、
夕
日
の
美
し
さ
を
味
わ
う
（
ラ
テ
ン
語

の
ｇ
】
の
ロ
言
（
知
）
は
の
四
口
。
（
味
わ
う
）
に
由
来
す
る
）
の
に
、
光
の
反
射
の
理
論
を
知
る
必
要
は
全
く
な
い
の
に
似
て
、
あ
る
行
為
の
勇
敢

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
特
徴
的
な
、
「
Ｘ
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
と
対
話
相
手
の
答
え
の
吟
味
反
駁
か
ら
な
る
対
話
活
動
は
す
べ
て
、
こ
の
使
命

を
遂
行
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
目
的
は
人
々
の
う
ち
ひ
と
り
で
も
多
く
の
人
が
よ
り
思
慮
を
も
っ
て
Ｔ
よ
り
善
く
）

生
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
弁
明
」
（
浸
の
、
‐
②
）
で
は
、
「
知
を
愛
す
る
こ
と
（
ピ
ロ
ソ
ペ
イ
ン
）
、
す
な
わ
ち
、
自
他
を
吟
味
す
る

こ
と
」
と
い
う
よ
う
に
、
哲
学
が
吟
味
活
動
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
が
、
ピ
ロ
ソ
ピ
ア
と
い
う
活
動
の
目
的
は
こ
の
よ
う
に
自
他
と
も
に
可
能
な

限
り
善
く
生
き
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
の
初
期
対
話
篇
群
は
総
じ
て
、
そ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
吟
味
活
動
を
、
個
々
の
ア
レ
テ
ー
（
徳
）
な
い
し
ア
レ
テ
ー
そ
の

も
の
に
つ
い
て
「
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
」
と
の
問
い
を
め
ぐ
る
対
話
問
答
と
し
て
描
い
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
こ
の
活
動
は
、
社
会
的
に
は
、

〈
何
が
ア
レ
テ
ー
な
の
か
〉
ま
た
〈
あ
る
ア
レ
テ
ー
の
規
準
は
何
な
の
か
〉
に
対
す
る
一
義
的
で
明
確
な
答
え
が
な
く
な
っ
て
い
っ
た
、
当
時

の
価
値
規
範
の
混
乱
状
況
，
中
で
、
お
そ
ら
く
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
が
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
や
ほ
か
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
と
の
交
際
を
経
て
、
彼

ら
を
反
面
教
師
と
し
て
、
ア
レ
テ
ー
そ
の
も
の
の
絶
対
的
規
準
を
求
め
て
し
た
活
動
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

(５）
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〈
善
と
悪
の
知
〉
と
し
て
徳
の
全
体
を
探
り
当
て
る

個
々
の
徳
に
つ
い
て
「
と
は
何
か
」
を
求
め
る
探
求
の
目
的
は
、
当
の
徳
を
定
義
と
な
る
命
題
で
説
明
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
は
な
い
。

そ
の
目
的
は
対
話
相
手
が
そ
の
徳
に
関
し
て
「
よ
り
優
れ
た
者
に
な
る
」
こ
と
を
容
易
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
仮
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
承
認
す
る

命
題
が
答
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
っ
て
対
話
相
手
自
身
が
そ
の
徳
を
身
に
つ
け
た
と
言
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
ゾ
ク
ラ

テ
ス
は
「
徳
が
何
で
あ
る
か
を
知
っ
て
い
る
な
ら
ば
」
あ
る
い
は
「
徳
を
有
し
て
い
る
の
な
ら
、
そ
れ
を
こ
と
ば
で
説
明
で
き
る
は
ず
だ
」
と

（
８
）

一
一
一
口
っ
て
、
対
話
相
手
に
徳
の
「
何
で
あ
る
か
」
を
こ
と
ば
で
述
べ
る
よ
う
に
要
求
す
る
。

こ
う
し
て
開
始
さ
れ
る
対
話
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
徳
を
〈
善
と
悪
の
知
〉
と
い
う
表
現
で
表
さ
れ
る
〈
知
る
〉
と
い
う
は
た
ら
き
と
し
て
囲

い
込
ん
で
い
く
。
『
ラ
ケ
ス
」
で
は
〈
善
と
悪
〉
が
複
数
形
で
、
「
カ
ル
ミ
デ
ス
」
で
は
単
数
形
で
述
べ
ら
れ
る
。
今
こ
う
し
て
言
及
さ
れ
る

〈
知
〉
に
関
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
明
確
に
「
諸
徳
の
名
前
は
ち
が
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
実
質
は
同
一
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
の
〈
徳
の
一
性

ざ
に
感
動
す
る
の
に
「
勇
気
と
は
何
か
」
を
知
っ
て
い
る
必
要
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
言
う
と
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
Ｘ
と
は
何
か
」
の
問
い
は
、
い
か
な
る
行
為
で
あ
っ
て
も
そ
れ
が
Ｘ
の
事
例
で
あ
る
か
ど
う
か
を
、

そ
れ
に
照
ら
し
て
判
別
で
き
る
規
準
を
求
め
る
問
い
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
「
境
界
事
例
を
除
け
ば
」
と
言
う
の
で
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
問
い
へ

の
批
判
に
な
ら
な
い
、
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
う
論
者
は
、
例
え
ば
「
エ
ウ
チ
ュ
プ
ロ
ン
」
六
ｅ
の
「
そ
れ
な
ら
ば
、
そ
の
形

そ
れ
自
体
が
い
っ
た
い
何
で
あ
る
か
を
ぼ
く
に
教
え
て
く
れ
た
ま
え
。
ぼ
く
が
そ
れ
に
注
目
し
、
そ
れ
を
規
準
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

君
な
り
他
の
誰
か
な
り
が
行
な
う
行
為
の
う
ち
で
、
そ
れ
と
同
様
の
も
の
は
敬
虞
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
と
同
様
で
な
い
も
の
は
敬
虐
で
な
い
と

明
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
ね
」
な
ど
を
挙
げ
る
で
あ
ろ
う
が
、
ブ
リ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
と
ス
ミ
ス
は
こ
の
異
論
が
前
提
に
し
て
い
る
（
Ｐ
）

「
人
は
あ
る
性
質
可
‐
ロ
①
の
ｍ
を
知
っ
て
い
る
場
合
に
の
み
、
可
‐
ロ
①
の
⑩
の
事
例
と
思
わ
れ
る
も
の
が
本
当
に
事
例
な
の
か
否
か
を
知
る
こ
と
が
で
き

（
７
）

る
」
と
い
う
想
定
が
誤
り
で
あ
る
》
」
と
を
説
得
力
を
も
っ
て
論
じ
て
い
る
。

(６）
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（
岳
の
巨
己
弓
・
津
豈
の
ぐ
】
『
言
の
の
）
〉
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
「
異
な
る
名
を
も
つ
諸
徳
の
実
質
は
同
一
で
あ
る
」
と
ど
？
考
え
を
初
期
対
話
篇
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
も
っ
て
い
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、

私
は
ペ
ナ
ー
の
論
に
賛
同
し
て
叺
駅
・
最
近
の
プ
リ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
と
ス
ミ
ス
も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
か
い
つ
ま
ん
で
言
え
ば
ペ
ナ
ー

の
論
点
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
彼
は
〈
徳
の
一
性
〉
を
「
諸
徳
の
名
前
の
意
味
は
異
な
る
け
れ
ど
、
そ
れ
ら
の
名
前
は
同
一
の
指
示
対
象
を
も

つ
」
と
い
う
よ
う
に
解
釈
す
る
。
．
そ
し
て
、
そ
の
同
一
の
指
示
対
象
を
単
一
の
存
在
者
（
弓
の
の
曰
、
］
の
①
ロ
三
『
）
と
し
て
、
そ
の
正
体
を

〈
善
と
悪
の
知
（
夢
の
百
・
コ
］
の
后
の
（
の
。
】
の
ロ
◎
の
）
・
ｍ
ｍ
ｏ
ｏ
ｐ
Ｐ
己
の
ぐ
】
］
）
〉
と
し
て
同
定
す
る
。
ペ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
解
釈
が
『
プ

ロ
タ
ゴ
ラ
ス
」
、
『
ラ
ケ
ス
」
、
「
カ
ル
ミ
デ
ス
」
を
整
合
的
に
読
む
唯
一
の
読
み
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
単
一
の
存
在
者
が
「
動
因
力

（
、
）

（
日
・
は
く
①
‐
命
・
『
・
の
）
」
な
の
か
「
魂
の
状
態
（
の
菌
庁
の
○
ｍ
の
○
口
］
）
」
な
の
か
は
未
決
の
課
題
だ
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
プ
リ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
と
ス
ミ
ス
は
〈
諸
徳
の
一
性
〉
を
理
解
す
る
の
に
、
す
べ
て
の
徳
に
共
通
な
核
心
部
分
を
賢
明
さ
（
三
の
ｇ
ｏ
目
）

と
し
て
、
諸
徳
の
ち
が
い
は
そ
の
賢
明
さ
が
は
た
ら
く
範
囲
に
あ
る
と
す
る
。
そ
の
こ
と
を
理
解
す
る
脅
え
と
し
て
、
同
じ
三
角
測
量
法
が
，
土

地
測
量
と
沿
岸
航
行
と
い
っ
た
異
な
る
営
み
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
拳
Ⅸ
駅
。
こ
こ
で
三
角
測
量
法
は
徳
の
核
心
で
あ
る
賢
明
さ
・
知
の

響
え
で
あ
り
、
》
土
地
測
量
と
沿
岸
航
行
は
勇
気
な
ど
の
諸
徳
の
臂
え
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
一
一
角
測
量
法
を
心
得
て
い
る
者
は
そ
れ
を
い
ろ
ん
な

場
面
で
使
え
る
が
、
そ
れ
と
同
様
に
〈
善
と
悪
の
知
〉
と
い
鱈
２
賢
明
さ
を
身
に
つ
け
て
い
る
者
は
様
々
な
状
況
で
適
切
な
行
為
が
で
き
る
の
で

雲
・い
ず
れ
に
し
て
も
、
い
ろ
ん
な
名
前
で
呼
ば
れ
る
徳
を
徳
た
ら
し
め
て
い
る
、
い
わ
ば
徳
の
正
体
は
〈
善
と
悪
の
知
〉
で
あ
る
と
い
う
見
方

を
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
帰
す
の
は
、
初
期
対
話
篇
の
読
み
と
し
て
確
実
だ
と
恩
わ
れ
駅
・
私
が
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
こ
の
．
〈
善
と
悪
の
知
〉

と
い
う
時
の
「
善
（
ア
ガ
ト
ン
）
」
と
「
悪
（
カ
コ
ン
）
」
の
属
格
用
法
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(７）
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「
ラ
ケ
ス
」
で
の
対
話
で
〈
善
と
悪
の
知
〉
と
い
う
規
定
が
提
出
さ
れ
る
き
っ
か
け
と
な
る
の
は
、
ニ
キ
ァ
ス
の
「
勇
気
と
は
恐
ろ
し
い
事

柄
と
平
気
な
事
柄
の
知
識
」
（
］
置
の
巨
占
四
］
）
と
い
う
回
答
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
「
個
々
の
領
域
で
の
恐
ろ
し
い
事
柄
と
平
気
な
事
柄
を

知
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
領
域
の
専
門
家
で
あ
っ
て
、
勇
気
あ
る
者
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
趣
旨
の
ラ
ヶ
ス
か
ら
の
異
論
に
応
え
て
、

ニ
キ
ア
ス
は
次
の
よ
う
に
言
う
Ｑ
医
者
が
知
っ
て
い
る
の
は
健
康
的
な
も
の
と
病
的
な
も
の
だ
け
で
あ
っ
て
、
「
あ
る
人
に
と
っ
て
健
康
で
あ

る
こ
と
の
ほ
う
が
病
ん
で
い
る
こ
と
よ
り
も
い
っ
そ
う
恐
ろ
し
い
か
ど
う
か
」
と
い
う
こ
と
を
医
者
は
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
。
続

け
て
、
ニ
キ
ア
ス
は
「
そ
れ
と
も
君
は
、
多
く
の
者
に
と
っ
て
は
病
か
ら
回
復
し
な
い
ほ
う
が
、
回
復
す
る
よ
り
も
よ
い
（
四
日
の
旨
・
ロ
）
と

は
思
わ
な
い
の
か
ね
」
と
ラ
ケ
ス
に
問
い
返
す
が
、
こ
こ
で
「
よ
り
よ
い
」
と
い
う
言
い
方
が
導
入
さ
れ
て
、
続
く
対
話
で
も
「
生
き
て
い
る

の
と
死
ん
で
し
ま
う
の
と
い
ず
れ
が
よ
り
よ
い
か
」
と
い
う
よ
う
に
「
よ
り
よ
い
」
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
ご
血
の
い
】
淫
＆

対
話
は
進
行
し
、
「
恐
ろ
し
い
の
は
こ
れ
か
ら
生
じ
る
悪
（
百
百
）
」
で
あ
り
、
「
平
気
な
の
は
こ
れ
か
ら
生
じ
る
悪
く
な
い
も
の
、
も
し
く

は
善
い
も
の
」
で
あ
り
（
ご
函
◎
量
）
、
同
一
の
事
柄
に
つ
い
て
は
過
去
、
現
在
、
未
来
の
こ
と
す
べ
て
を
同
一
の
知
識
が
対
象
と
す
る
こ
と
が

承
認
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
勇
気
と
は
将
来
の
悪
と
将
来
の
善
の
知
識
で
あ
る
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ニ
キ
ァ
ス
の
言
い
方
で
は
「
あ
ら
ゆ
る

あ
り
方
の
、
あ
ら
ゆ
る
善
い
こ
と
と
悪
い
こ
と
に
つ
い
て
の
知
識
が
勇
気
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
よ
う
で
す
」
（
］
毛
＆
’
＆
）
と
な
る
。
こ
れ

が
「
勇
気
と
は
〈
あ
ら
ゆ
る
善
い
こ
と
と
悪
い
こ
と
と
の
知
識
〉
で
あ
る
」
と
い
う
ニ
キ
ア
ス
説
に
な
る

と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
知
識
を
持
っ
て
い
る
人
は
勇
気
だ
け
で
な
く
節
度
、
正
義
、
敬
虞
を
も
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
上
の

説
明
は
徳
の
一
部
で
あ
る
勇
気
の
説
明
と
い
う
よ
り
、
徳
全
体
の
説
明
に
な
る
ｐ
し
た
が
っ
て
、
対
話
者
た
ち
は
勇
気
が
何
で
あ
る
か
を
見
い

だ
し
て
は
い
な
妃
Ｉ
こ
の
よ
う
に
し
て
、
対
話
は
少
な
く
と
も
形
式
上
は
ア
ポ
リ
ァ
に
終
わ
る
．

『
ラ
ケ
ス
』
で
の
〈
善
と
悪
の
知
〉

｜
で
の
対
話
で
〈
善
Ⅲ

‐
ト
ー
‐

(８）
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加
藤
氏
の
解
釈
へ
の
異
議
申
し
立
て

こ
の
最
後
の
ニ
キ
ア
ス
説
か
ら
〈
諸
徳
の
一
性
〉
を
読
み
取
る
（
私
も
こ
の
論
文
で
加
担
し
て
い
る
）
支
配
的
な
解
釈
に
対
し
、
加
藤
氏
は

次
の
よ
う
に
強
力
に
論
じ
て
い
る
。
「
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
定
義
の
含
意
す
る
「
勇
気
は
徳
の
全
体
で
あ
る
」
と
い
う
帰
結
が
「
勇
気
は
徳

の
一
部
で
あ
る
」
と
い
う
最
初
の
同
意
と
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
こ
ろ
に
、
こ
の
定
義
の
置
か
れ
て
い
る
文
脈
が
あ
る
（
］
毛
の
三
Ｐ
ご

函
＆
‐
亘
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
最
終
吟
味
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
ニ
キ
ア
ス
の
問
答
は
ア
ポ
リ
ア
を
構
成
し
、
勇
気
の
何
で
あ
る
か
の
発
見

の
試
み
は
こ
の
問
答
で
は
結
局
失
敗
に
帰
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
］
毛
の
旨
‐
届
）
。
す
な
わ
ち
、
勇
気
を
徳
の
全
体
と
同
豈
視
す
る
こ
と
に

な
る
こ
の
「
善
と
悪
の
知
」
と
い
う
定
義
が
こ
の
『
ラ
ケ
ス
』
篇
の
最
終
吟
味
で
は
ア
ポ
リ
ア
を
構
成
す
る
一
角
を
な
し
て
い
る
の
は
紛
れ
も

な
い
事
実
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
吟
味
の
な
か
で
ア
ポ
リ
ア
を
構
成
し
て
い
る
一
要
素
を
取
り
出
し
て
き
て
、
こ
れ
を
ソ
ク
ラ

テ
ス
の
肯
定
的
教
説
と
す
る
の
は
そ
も
そ
も
無
理
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
ｐ
少
な
く
と
も
「
ラ
ケ
ス
」
篇
自
体
は
そ
の
よ
う
な
推
論
を
す

る
こ
と
を
許
す
い
か
な
る
論
拠
を
も
与
え
て
い
な
い
」
（
加
藤
一
七
三
頁
）
。

こ
の
よ
う
に
深
刻
に
加
藤
氏
は
診
断
さ
れ
て
い
る
が
、
た
だ
ア
ポ
リ
ア
と
い
っ
て
も
、
こ
の
文
脈
の
ア
ポ
リ
ア
は
、
勇
気
と
い
う
あ
る
部
分

だ
け
を
見
た
い
の
に
、
そ
れ
を
見
た
と
思
っ
た
と
き
に
は
、
そ
の
部
分
だ
け
で
な
く
徳
全
体
が
視
野
に
入
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

な
の
で
、
余
計
な
も
の
ま
で
含
ま
れ
て
は
い
る
が
、
勇
気
を
あ
る
意
味
で
探
り
当
て
て
い
る
と
も
読
め
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
ニ
キ
ア
ス
説
は
的
を
外
し
て
い
る
（
ハ
マ
ル
タ
ネ
イ
ン
）
と
い
う
意
味
で
間
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
全
体
を
言
い
当
て
た
の

で
あ
れ
ば
そ
こ
に
諸
部
分
も
入
っ
て
い
る
わ
け
で
、
た
だ
外
延
が
広
す
ぎ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
大
事
な
点
は
、
勇
気
の
所
在
が
対
話
の
行
き

、
、
、
、
、
、

着
い
た
と
》
」
．
ろ
か
ら
外
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
相
当
な
程
度
ま
で
、
「
勇
気
と
は
何
か
」
に
対
す
る
答
え
は
絞
り
込
ま
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
い
く
ら
で
も
そ
こ
に
「
プ
ラ
ト
ン
に
よ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
の
真
相
究
明
の
道
」
加
藤
一
七
七
頁
）
に
お
け
る
肯
定
的
な

成
果
を
読
む
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
引
用
部
分
最
後
の
「
こ
れ
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
肯
定
的
教
説
と
す
る
の
は
そ
も
そ
も
無
理
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
い
う

(９）
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「
善
と
悪
の
」
と
い
う
属
格
表
現
を
、
専
門
技
術
が
取
り
扱
う
一
定
の
対
象
領
域
へ
の
指
示
表
現
で
あ
る
と
読
む
の
で
な
け
れ
ば
詞
こ
の
知

を
専
門
技
術
と
同
類
の
も
の
と
見
な
す
必
要
は
な
く
な
り
、
〈
善
と
悪
〉
の
内
容
も
功
利
論
的
に
読
む
必
要
は
な
く
な
っ
て
く
る
。
む
し
ろ
そ

う
読
む
べ
き
で
は
な
い
。
こ
こ
で
の
〈
善
と
悪
〉
は
、
功
利
論
で
い
う
〈
も
ろ
も
ろ
の
よ
き
モ
ノ
、
よ
き
経
験
〉
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、

加
藤
氏
の
言
う
通
り
（
一
七
五
頁
）
、
善
き
人
に
と
っ
て
は
す
べ
て
の
経
験
が
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
人
間
と
し
て
の
善
さ
の
程
度
如
何
を
離
れ

て
独
立
に
「
ａ
，
ｂ
，
ｃ
…
は
よ
い
経
験
で
あ
る
」
と
か
「
ａ
，
ｂ
，
ｃ
…
は
よ
い
モ
ノ
で
あ
る
」
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
弁
明
」

で
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
「
金
銭
、
名
誉
、
地
位
を
ア
レ
テ
ー
よ
り
優
先
し
て
気
遣
う
こ
と
を
す
る
な
」
と
い
う
訴
え
を
す
る
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
そ
れ
が
付
属
す
る
人
の
あ
り
方
と
は
独
立
に
、
そ
の
人
に
と
っ
て
無
条
件
に
〈
善
い
も
の
〉
と
は
絶
対
に
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、
、
こ
の
後
に
続
け
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
「
金
銭
か
ら
徳
が
生
じ
る
の
で
は
な
く
、
徳
に
も
と
づ
い
て
こ
そ
金
銭
お
よ
び
そ
れ
以
外
の
も

の
の
一
切
が
人
間
に
と
っ
て
、
私
的
な
意
味
で
も
公
的
な
意
味
で
も
善
い
も
の
と
な
る
の
だ
」
（
笘
冨
卜
）
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

氏
の
見
解
に
は
賛
同
で
き
な
い
。
こ
こ
に
肯
定
的
成
果
を
読
む
こ
と
は
、
今
か
ら
論
じ
て
い
く
よ
う
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
あ
る
種
の
主
知
主
義

者
に
す
る
こ
と
で
は
あ
ろ
う
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
功
利
論
者
と
す
る
こ
と
に
は
必
ず
し
も
な
ら
な
い
。
私
は
功
利
論
者
と
す
る
英
国
の
伝
統

的
解
釈
へ
の
加
藤
氏
の
反
論
に
は
同
意
し
て
い
る
。
実
際
、
徳
を
〈
善
と
悪
の
知
〉
で
あ
る
と
読
む
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
〈
専
門
技
術
知

と
の
類
比
（
○
国
津
津
ロ
巳
・
雪
）
〉
で
解
釈
す
る
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い
。
た
し
か
に
、
そ
の
〈
知
〉
を
一
定
領
域
の
対
象
を
も
つ
専
門
技

術
知
と
類
比
的
に
見
な
す
な
ら
ば
、
そ
の
知
か
ら
〈
無
知
の
自
覚
〉
は
欠
落
し
、
「
カ
ル
ミ
デ
ス
」
一
七
四
ｄ
ｌ
ｅ
で
の
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
流
の

社
会
工
学
的
な
管
理
知
識
と
い
う
幻
影
が
生
ま
れ
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
い
く
つ
も
の
対
話
篇
で
徳
の
説
明
と
し
て
〈
善
と
悪
の
知
〉
が

示
唆
・
言
及
さ
れ
る
と
い
う
事
実
は
、
や
は
り
そ
こ
か
ら
肯
定
的
な
意
味
を
く
み
と
る
べ
き
こ
と
と
し
て
プ
ラ
ト
ン
は
書
い
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

〈
善
と
悪
の
知
〉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

(10）



プラトンと徳論の罠（篠崎）124

で
は
、
〈
善
と
悪
の
知
と
は
、
功
利
論
的
で
な
い
読
み
で
は
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
、
「
人
生
に
お
け
る
よ
い
も
の
と
悪
い
も

の
と
は
何
で
あ
る
か
を
知
っ
て
い
て
、
い
か
に
前
者
を
後
者
よ
り
最
大
限
多
く
獲
得
す
る
か
、
そ
の
方
法
を
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
功
利
論
的

な
読
み
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
て
、
「
こ
の
状
況
で
は
…
す
る
こ
と
が
善
い
、
そ
し
て
そ
れ
を
し
な
い
こ
と
は
悪
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
」

と
い
う
意
味
で
の
知
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
「
善
い
」
と
「
悪
い
」
は
そ
れ
ぞ
れ
「
わ
た
し
と
わ
た
し
の
属
す
る
共

同
体
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
」
と
「
有
害
で
あ
る
」
と
言
い
換
え
て
上
腿
・

私
は
「
徳
は
〈
善
と
悪
の
知
〉
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
を
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
思
考
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
肯
定
的
に
受
け
と
る
こ
と
が
で
き

る
と
思
う
が
、
そ
の
場
合
、
こ
の
「
徳
は
プ
ロ
ネ
ー
シ
ス
で
あ
ふ
］
）
で
次
の
こ
と
が
意
味
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

こ
こ
で
徳
の
正
体
と
さ
れ
る
プ
ロ
ネ
ー
シ
ス
と
は
、
い
か
な
る
行
為
を
す
る
か
が
問
わ
れ
る
状
況
に
お
け
る
〈
正
確
な
現
実
認
識
↓
何
を
す

る
の
が
最
善
か
を
考
え
判
断
す
る
こ
と
↓
そ
の
判
断
に
従
う
行
動
〉
と
い
う
一
連
の
活
動
を
支
え
可
能
に
し
て
い
る
、
そ
の
人
自
身
が
は
た
ら

か
せ
て
い
る
（
あ
る
い
は
、
そ
の
人
自
身
が
そ
の
う
ち
で
は
た
ら
か
さ
れ
て
い
る
）
力
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
ｘ
を
す
る
の
が
善
い
」
と
い
う
判
断
に
い
た
る
認
識
は
、
わ
た
し
が
置
か
れ
て
い
る
具
体
的
な
状
況
が
わ
た
し
に
要
請
し
て

い
る
行
為
は
Ｘ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
力
だ
と
言
え
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
こ
の
状
況
に
対
し
て
わ
た
し
が
も
っ
と
も
適
切
に
応
え

る
に
は
、
ｘ
を
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
力
で
あ
る
。
こ
の
と
き
「
今
こ
こ
で
ｘ
を
す
る
こ
と
は
善
い
」
と
い
う
こ
と
を
理
解

（
胴
）

し
納
得
す
る
。
こ
の
「
善
い
」
が
「
徳
は
知
な
り
」
と
い
う
と
き
の
「
知
」
の
内
容
な
の
で
あ
る
。

以
上
に
対
し
て
、
こ
の
〈
善
と
悪
の
知
〉
の
「
善
」
を
専
門
知
識
の
対
象
と
考
え
て
し
ま
う
と
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
主
知
主
義
的
功
利
論
者
に

な
っ
て
し
ま
う
。
だ
が
、
第
二
部
で
の
私
の
論
点
の
一
つ
は
、
ま
さ
に
プ
ラ
ト
ン
自
身
が
「
国
家
」
篇
で
正
義
を
所
有
す
べ
き
最
大
の
善
と
見

な
す
論
法
を
採
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
正
義
を
善
の
中
に
取
り
込
む
と
い
う
仕
方
で
功
利
論
的
な
発
想
を
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

(11）
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第と
こ
ろ
で
プ
ラ
ト
ン
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
裁
判
か
ら
刑
死
ま
で
立
ち
会
う
こ
と
に
よ
り
、
期
待
さ
れ
て
い
た
国
家
公
共
の
世
界
で
の
生
か
ら

転
じ
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
作
品
化
す
る
こ
と
に
よ
る
哲
学
の
生
を
選
ん
だ
が
、
彼
は
エ
リ
ー
ト
と
し
て
の
出
自
と
環
境
、
そ
し
て
教
育
に
よ
り
へ

二
種
の
ア
レ
テ
ー
観

も
と
も
と
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
正
義
が
問
わ
れ
た
の
は
、
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
生
き
ざ
ま
か
ら
で
あ
っ
た
。
彼
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
同
時
代
人

た
ち
の
な
か
で
最
大
限
ま
つ
と
う
な
人
間
だ
と
評
価
し
た
。
こ
の
評
価
は
彼
の
ア
レ
テ
ー
探
求
の
原
点
と
し
て
終
生
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
か
っ
た

と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
の
評
価
の
源
は
、
ゾ
ク
ラ
テ
ス
の
生
涯
に
わ
た
る
〈
不
正
回
避
原
則
の
一
貫
し
た
遵
守
〉
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ

の
遵
守
の
た
め
に
は
勇
気
の
徳
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
こ
の
徳
の
具
現
化
で
あ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
プ
ラ
ト
ン
が
確
信
し
た
こ
と
は
「
正
義
は

人
間
と
し
て
の
ま
つ
と
う
さ
の
中
心
に
あ
る
」
と
い
う
真
実
で
あ
っ
た
。
人
が
ま
つ
と
う
に
、
善
く
生
き
る
た
め
に
は
不
正
を
し
な
い
こ
と
が

不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
プ
ラ
ト
ン
の
見
る
と
こ
ろ
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
あ
っ
て
な
ぜ
正
義
、
勇
気
そ
し
て
ソ
ー
プ
ロ
シ
ュ
ネ
ー
が
か
く
も
確
固
と
し
た
も
の

で
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
ら
の
徳
が
プ
ロ
ネ
ー
シ
ス
（
思
慮
）
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
わ
「
パ
イ
ド
ン
」
最
後
で
、

そ
の
生
を
完
結
さ
せ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
ヘ
の
語
り
手
パ
イ
ド
ン
の
評
価
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
ま
ず
「
友
人
」
と
し
て
「
同
時
代
の
人
々
の
中
で
知

り
え
た
か
ぎ
り
で
も
っ
と
も
優
れ
た
（
善
い
）
人
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
善
さ
を
「
も
っ
と
も
思
慮
あ
り
、
か
つ
も
っ
と
も
正

し
い
人
」
（
四
三
円
・
の
昌
呉
・
巨
百
】
ロ
］
］
・
の
ご
耳
○
日
目
○
画
（
・
巨
富
》
＆
宮
】
・
芹
呉
・
ロ
）
と
特
徴
づ
け
た
。
「
思
慮
あ
る
」
と
「
正
し
い
」
と
い

う
形
容
詞
の
最
上
級
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
形
容
詞
が
表
現
し
て
い
る
人
間
の
あ
り
方
が
〈
人
間
と
し
て
の
善
さ
（
卓

越
性
）
〉
を
構
成
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

一
部
プ
ラ
ト
ン
の
正
義
論
が
は
ま
っ
た
罠

(12）
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『
メ
ノ
ン
」
を
分
水
嶺
と
し
て
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
活
動
は
そ
の
中
期
に
は
い
る
が
、
私
の
読
み
で
は
、
そ
れ
ら
二
つ
の
ア
レ
テ
ー
観
の
統
合

の
た
め
に
次
に
プ
ラ
ト
ン
が
と
っ
た
手
だ
て
と
は
、
強
引
な
手
法
だ
が
、
正
義
そ
の
も
の
を
身
に
つ
け
る
べ
き
〈
よ
い
も
の
〉
の
一
つ
、
そ
れ

も
最
大
の
善
に
見
立
て
る
と
い
う
手
だ
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
文
の
一
つ
の
論
点
は
、
そ
の
方
策
に
よ
る
正
義
概
念
は
「
弁
明
」
、
ブ
リ
ト
ン
」

〈
優
れ
た
人
〉
に
つ
い
て
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
で
は
な
い
異
種
の
観
念
を
抜
き
が
た
く
抱
い
て
い
た
Ｑ
そ
の
ア
レ
テ
ー
観
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
見

れ
ば
余
計
な
も
の
を
抱
え
込
ん
だ
も
の
だ
が
へ
そ
れ
は
、
要
約
す
れ
ば
、
名
誉
や
金
銭
、
地
位
な
ど
の
社
会
的
財
（
ぬ
。
＆
の
）
も
含
み
つ
つ
、

知
的
、
身
体
的
に
卓
越
し
た
資
質
を
発
揮
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
自
分
と
身
内
に
と
っ
て
〈
よ
き
も
の
〉
を
獲
得
し
享
受
す
る
資

質
、
能
力
で
あ
る
。
こ
の
ア
レ
テ
ー
観
は
当
時
の
社
会
に
あ
っ
て
権
力
志
向
と
結
び
つ
く
。
そ
れ
は
「
メ
ノ
ン
」
篇
で
青
年
メ
ノ
ン
が
先
入
観

と
し
て
も
っ
て
い
た
ア
レ
テ
ー
観
と
同
種
の
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
（
メ
ノ
ン
は
同
じ
時
期
の
プ
ラ
ト
ン
の
分
身
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

実
際
戸
登
場
人
物
メ
ノ
ン
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
年
齢
差
は
プ
ラ
ト
ン
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
そ
れ
に
近
い
。
）

『
メ
ノ
ン
』
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
青
年
メ
ノ
ン
の
抱
い
て
い
た
く
よ
い
も
の
の
獲
得
能
力
〉
と
い
う
ア
レ
テ
ー
観
に
基
づ
い
て
問
答
を
す
す
め
、

そ
の
獲
得
が
「
正
し
く
敬
虞
に
」
と
い
う
仕
方
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
正
義
の
必
要
性
に
同
意
さ
せ
て
い
る
（
蜀
○
‐
『
舌
）
。
し
か
し
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
〈
よ
い
も
の
の
獲
得
と
享
受
〉
と
い
う
文
脈
の
中
で
要
請
さ
れ
て
い
る
正
義
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
最
近
で

（
焔
》

は
例
え
ば
ゲ
イ
ル
・
フ
ァ
イ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
倫
理
的
利
己
主
義
の
立
場
か
ら
の
ア
レ
テ
ー
論
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
利
己
」

と
い
う
時
の
利
と
は
〈
よ
い
も
の
の
獲
得
と
享
受
〉
で
あ
る
ｐ
た
だ
、
そ
れ
に
「
正
し
く
敬
虐
に
」
と
い
う
条
件
を
付
け
た
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
は
〈
よ
い
も
の
〉
へ
の
言
及
ぬ
き
で
ｊ
正
義
に
従
う
こ
と
白
体
が
価
値
が
あ
る
と
さ
れ
た
「
弁
明
」
、
『
ク
リ
ト
ン
」
で
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
は

微
妙
な
ち
が
い
を
見
せ
て
い
る
。
言
わ
ば
そ
れ
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
〈
よ
き
も
の
の
獲
得
、
享
受
〉
と
い
う
自
ら
の
生
き
方
の
一
部
と
な
っ
て
い

た
ア
レ
テ
ー
観
と
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
〈
正
義
の
遵
守
〉
と
い
う
ア
レ
テ
ー
観
と
を
何
と
か
統
合
し
よ
う
と
し
て
い
る
試
み
で
あ
る
と
読
め
る
。

「
最
大
の
菫
巳
と
し
て
の
正
義
概
念

(13）
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で
の
正
義
概
念
と
は
相
当
の
隔
た
り
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

第
一
部
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
「
徳
は
〈
善
と
悪
の
知
〉
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
「
善
い
」
は
対
象
化
さ
れ
る
よ
う
な
モ
ノ
や
性

質
で
は
な
か
っ
た
が
、
「
わ
た
し
（
と
わ
た
し
の
属
す
る
共
同
体
）
に
と
っ
て
善
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
善
い
」
を
「
有
益
な
」
と
言

い
換
え
る
な
ら
ば
、
諸
徳
の
有
益
さ
は
ま
ず
は
徳
あ
る
人
自
身
に
と
っ
て
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
正
義
と
い
う
徳
は
、
ほ
か
の
諸
徳
と
ち
が
っ
て
、
徳
を
実
践
す
る
本
人
の
益
に
は
な
ら
ず
に
、
そ
の
行
い
は
他
者
を
益
す

る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
念
が
生
じ
る
。
そ
こ
で
、
正
義
に
つ
い
て
は
、
「
そ
れ
は
は
た
し
て
ア
レ
テ
ー
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
か

ら
根
本
的
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
『
国
家
」
一
巻
で
ト
ラ
シ
ュ
マ
コ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
〈
正
義
〉
だ
と
か
く
正
し
い
こ
と
〉
だ
と

か
い
う
の
は
、
自
分
よ
り
も
強
い
者
・
支
配
す
る
者
の
利
益
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
本
当
は
、
他
者
に
と
っ
て
の
善
い
こ
と
（
巴
］
○
三
・
口

猪
口
岳
・
ロ
）
な
の
で
あ
り
、
服
従
し
奉
仕
す
る
者
に
と
っ
て
は
自
分
自
身
の
損
害
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
」
（
詮
函
＆
‐
⑳
）
と
。

こ
れ
に
対
し
て
、
「
正
義
も
ま
た
ほ
か
の
諸
徳
と
同
様
に
行
為
者
本
人
に
と
っ
て
の
益
に
な
る
」
と
論
じ
よ
う
と
し
た
プ
ラ
ト
ン
の
採
っ
た

戦
略
は
、
す
で
に
「
ゴ
ル
ギ
ァ
ス
」
で
提
示
し
て
い
た
ソ
ー
プ
ロ
シ
ュ
ネ
ー
と
正
義
（
デ
イ
カ
イ
オ
シ
ュ
ネ
ー
）
の
実
質
的
な
同
一

（
切
三
烏
ご
函
呂
・
臼
舌
画
）
を
理
論
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
カ
ー
ン
が
「
プ
ロ
レ
ー
プ
シ
ス
（
先
取
り
手
法
）
」
と
呼
ぶ
や
り

方
で
、
プ
ラ
ト
ン
は
実
際
、
「
カ
ル
ミ
デ
ス
」
の
ソ
ー
プ
ロ
シ
ュ
ネ
ー
の
第
三
定
義
案
と
し
て
「
自
分
の
こ
と
を
す
る
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
た
。

そ
の
定
義
案
は
「
す
る
」
「
作
る
」
「
な
す
」
と
い
っ
た
類
義
語
の
異
同
を
利
用
し
た
議
論
に
よ
っ
て
一
応
退
け
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
こ
の

「
自
分
の
こ
と
だ
け
を
し
て
、
他
者
の
こ
と
に
介
入
し
な
い
」
は
『
国
家
」
篇
四
三
三
ａ
ｌ
ｅ
で
デ
イ
カ
イ
オ
シ
ュ
ネ
ー
の
形
式
的
規
準
と
し

て
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
自
分
の
こ
と
を
す
る
」
と
い
う
規
定
は
ソ
ー
プ
ロ
シ
ュ
ネ
ー
と
デ
イ
カ
イ
オ
シ
ュ
ネ
ー
を
結
ぶ
中
項
な
の

つ
ぎ
に
『
国
家
」
二
巻
の
冒
頭
を
読
ん
で
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
〈
よ
い
も
の
〉
を
「
そ
れ
自
体
に
お
い
て
愛
さ
れ
る
」
と
「
そ
の
結
果
ゆ
え

に
選
ば
れ
る
」
と
の
一
一
つ
の
観
点
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
三
つ
に
分
類
す
る
が
、
両
方
の
観
点
か
ら
み
て
〈
よ
い
も
の
〉
の
例
と
し
て
「
恩

で
あ
る
。

(14）
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慮
を
は
た
ら
か
す
こ
と
（
プ
ロ
ネ
イ
ン
）
」
が
「
見
る
こ
と
」
と
「
健
康
で
あ
る
こ
と
と
並
ん
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
以
後
四
巻

ま
で
の
議
論
は
全
体
と
し
て
「
正
義
」
も
ま
た
こ
の
最
上
の
部
類
の
〈
よ
い
も
の
〉
に
は
い
る
こ
と
の
論
証
で
あ
る
。

「
国
家
」
で
「
正
義
は
身
に
つ
け
る
べ
き
最
大
の
善
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
が
、
「
身
に
つ
け
る
」
と
は
魂
の
或
る
あ
り
方
ｌ
理
性
的
部
分

が
他
の
諸
部
分
を
支
配
し
て
い
る
と
い
う
あ
り
方
ｌ
で
あ
り
、
そ
の
あ
り
方
は
身
体
の
健
康
状
態
と
類
比
的
に
〈
魂
の
健
康
〉
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
魂
の
健
康
で
あ
る
〈
正
義
〉
を
最
大
の
善
と
し
た
こ
と
で
、
ほ
か
の
〈
よ
い
も
の
〉
は
善
さ
の
点
で
相
対
的
な
地
位
が
低
下
す

る
。
「
弁
明
」
で
は
、
金
銭
、
評
判
、
地
位
（
こ
れ
ら
を
「
Ⅱ
群
の
善
」
と
呼
ぶ
）
を
気
遣
う
こ
と
（
Ⅱ
〈
よ
い
も
の
〉
と
し
て
求
め
る
こ
と
）

自
体
が
端
的
に
否
定
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
の
気
遣
い
を
、
思
慮
、
真
実
、
魂
の
善
さ
（
「
β
群
の
善
」
と
呼
ぶ
）
へ
の
気

遣
い
よ
り
優
先
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
β
群
の
善
を
十
分
に
気
遣
わ
な
く
な
る
生
き
方
が
恥
ず
べ
き
（
Ⅱ
何
と
し
て
も
避
け
る
べ
き
）
だ
と
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
『
国
家
」
で
は
、
ほ
か
の
諸
善
は
極
端
な
場
合
、
何
も
な
く
て
も
、
魂
に
〈
正
義
〉
と
い
う
最
大
の
善
さ

え
あ
れ
ば
？
人
は
〈
善
く
生
き
る
〉
こ
と
が
可
能
な
の
だ
と
い
う
論
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
無
謀
で
強
引
な
（
Ⅱ
日
常
の
こ
と
ば
遣
い
に

乱
暴
に
変
更
を
迫
る
）
論
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

Ａ
・
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ァ
は
、
α
群
と
β
群
の
善
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
「
外
的
な
善
」
と
「
内
的
な
善
」
と
い
う
概
念
を
使
っ
て
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
￥
「
し
た
が
っ
て
諸
徳
は
、
外
的
な
善
と
内
的
な
善
に
対
し
て
は
異
な
る
関
係
に
立
っ
て
い
る
・
諸
徳
の
所
有
ｌ
そ
の
見
せ
か
け

や
幻
影
だ
け
と
い
う
の
で
な
く
ｌ
は
、
後
者
を
達
成
す
る
の
に
必
要
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
諸
徳
を
所
有
す
る
こ
と
で
外
的
な
善
の
達
成
を

完
全
に
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
も
十
分
あ
り
う
る
。
こ
こ
で
強
調
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
外
的
な
善
は
本
物
の
善
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ

ら
が
人
間
の
欲
望
に
特
徴
的
な
対
象
で
あ
り
、
そ
の
配
当
こ
そ
が
正
義
と
寛
大
さ
の
徳
に
意
味
を
与
え
て
い
る
か
ら
だ
け
で
な
く
、
誰
一
人
と

し
て
外
的
善
を
偽
善
の
か
け
ら
も
な
く
完
全
に
軽
蔑
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
か
ら
で
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
周
知
の
こ
と
だ
が
、
誠
実
、

正
義
、
勇
気
を
酒
養
す
る
こ
と
は
ｍ
た
ま
た
ま
世
界
が
現
状
の
ま
ま
で
あ
る
限
り
、
私
た
ち
が
富
や
名
声
や
権
力
を
持
つ
こ
と
を
し
ば
し
ば
妨

げ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
ァ
私
た
ち
と
し
て
は
、
諸
徳
を
所
有
す
る
こ
と
で
、
い
く
つ
か
の
諸
実
践
の
卓
越
性
の
基
準
と
内
的
な
善
と
を
達

(15）
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引
用
の
終
り
二
行
通
り
の
希
望
と
そ
れ
が
挫
折
す
る
現
実
認
識
を
も
っ
た
で
あ
ろ
う
プ
ラ
ト
ン
が
選
ん
だ
戦
略
は
、
諸
徳
が
外
的
な
諸
善
の

獲
得
の
邪
魔
に
な
る
な
ら
ば
、
第
一
に
諸
徳
を
獲
得
す
る
ほ
う
が
外
的
な
諸
善
の
獲
得
よ
り
よ
い
と
納
得
で
き
る
よ
う
に
ｙ
諸
徳
と
り
わ
け
正

義
の
徳
の
概
念
を
改
鋳
す
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
そ
の
よ
う
な
諸
徳
を
も
っ
て
生
き
る
こ
と
は
、
ま
つ
と
う
な
社
会
生
活
の
た
め
に
必
要
な

外
的
諸
善
が
奪
わ
れ
た
と
し
て
も
、
諸
徳
な
し
の
生
よ
り
も
望
ま
し
い
と
説
得
す
る
こ
と
で
あ
っ

第
一
は
、
正
義
を
〈
魂
の
健
康
状
態
〉
と
類
比
的
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
ｎ
要
す
る
に
、
身
体
が
病
気
に
冒
さ
れ
て
い
て
金
や
名
誉
は
ふ

ん
だ
ん
に
あ
る
人
の
生
と
、
身
体
が
健
康
で
生
活
に
必
要
な
だ
け
の
金
銭
や
社
会
的
役
割
は
も
っ
て
い
る
人
の
生
と
で
は
、
ど
ち
ら
が
よ
い
か
、

と
問
い
か
け
る
戦
略
で
あ
る
。
こ
の
発
想
法
は
「
ク
リ
ト
ン
」
か
ら
コ
ル
ギ
ア
ス
」
を
経
て
『
国
家
』
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
い
る
。

注
目
す
べ
き
は
第
一
一
の
戦
略
で
あ
る
。
「
国
家
」
二
巻
四
章
、
五
章
は
「
グ
ラ
ウ
コ
ン
の
挑
戦
」
の
第
一
一
一
段
階
で
、
．
「
正
し
い
生
と
不
正
な
生

の
判
定
」
が
主
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
グ
ラ
ウ
コ
ン
は
「
ギ
ュ
ゲ
ス
の
指
輪
の
物
語
」
に
よ
っ
て
、
．
「
し
た
い
放
題
の
自
由
が
与
え
ら
れ
た

な
ら
ば
、
正
し
い
人
も
不
正
な
人
も
同
じ
く
む
さ
ぼ
り
（
プ
レ
オ
ネ
ク
シ
ア
）
〉
に
動
か
さ
れ
て
、
同
じ
よ
う
に
欲
望
を
追
い
求
め
る
に
ち
が

い
な
い
。
だ
か
ら
、
正
義
を
守
っ
て
い
る
人
も
、
正
義
を
自
分
に
と
っ
て
善
い
も
の
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
し
ぶ
し
ぶ
守
っ
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
」
と
論
じ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
承
け
て
「
正
義
こ
そ
最
大
の
善
」
と
い
う
考
え
へ
の
も
っ
と
も
強
力
な
反
論
と
し
て
語
る
の
が
、

正
し
い
人
と
不
正
な
人
の
ど
ち
ら
が
「
よ
り
幸
福
で
あ
る
の
か
」
（
窓
】
＆
）
ま
た
ど
ち
ら
が
「

り
善
い
生
活
」
（
山
呂
・
『
）
を
送
れ
る
の
か

と
い
う
主
題
な
の
で
あ
る
ｐ

こ
の
挑
戦
部
分
で
プ
ラ
ト
ン
は

登
場
人
物
グ
ラ
ウ
コ
ン
に

正
し
い
人
で
あ
る
〉
と
〈
正
し
い
人
と
思
わ
れ
る
〉
の
区
別
を
柱
に
し
て
、

一
方
に
正
し
い
人
で
あ
り
な
が
ら
不
正
な
人
と
徹
底
し
て
思
わ
れ
て
い
る
人
を
想
定
さ
せ
、
他
方
に
逆
の
不
正
な
人
で
あ
り
な
が
ら
正
し
い
人

、
、
、

成
す
ろ
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
富
と
名
声
と
権
力
を
持
て
れ
ば
と
希
望
す
る
だ
ろ
う
が
、
諸
徳
は
常
に
、
》
」
の
快
適
な
野
心
に
と
っ
て
は
邪
魔

物
と
な
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の
だ
」
。

(16）
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こ
こ
に
は
、
ほ
か
の
善
は
な
く
て
も
正
義
さ
え
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
生
は
善
い
も
の
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
の
考
え
方

が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
挑
戦
を
解
釈
し
て
岩
田
靖
夫
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
乢
馴
。
「
こ
の
場
合
、
そ
の
「
魂
の
正
し
さ
」
が
こ
の
世
で
本
人

に
利
益
を
も
た
ら
す
と
か
、
他
人
に
認
め
ら
れ
て
賞
賛
を
受
け
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
問
題
に
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
は
『
魂

の
善
さ
』
に
と
っ
て
は
偶
然
的
付
帯
的
な
こ
と
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
他
人
に
誤
解
さ
れ
て
死
に
い
た
る
ま
で
最
悪
の
不
正
行
為
者
だ
と
思
わ
れ

続
け
て
も
、
そ
の
「
魂
の
正
し
さ
」
自
体
が
本
人
に
幸
福
を
も
た
ら
す
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
「
魂
の
正
し
さ
」
は
本
物
で
は
な
い
、
と
さ
え

言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
「
国
家
」
第
二
巻
三
六
一
ｂ
ｌ
ｄ
）
」
と
。

た
し
か
に
こ
の
三
六
一
ｂ
で
挑
戦
者
グ
ラ
ウ
コ
ン
は
「
そ
の
と
き
こ
そ
我
々
は
、
は
た
し
て
一
一
人
の
う
ち
、
ど
ち
ら
が
よ
り
エ
ウ
ダ
イ
モ
ー

ン
で
あ
る
か
を
判
定
で
き
る
で
し
ょ
う
」
と
語
る
が
、
こ
の
一
文
は
必
ず
し
も
岩
田
氏
が
述
べ
る
。
魂
の
正
し
さ
」
自
体
が
本
人
に
幸
福
を

（
四
）

も
た
ら
す
」
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ア
ー
ウ
ィ
ン
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
共
に
原
級
で
は
（
端
的
に
は
）
「
幸
福
だ
」
と
は

言
え
な
い
Ａ
、
Ｂ
の
二
人
に
つ
い
て
「
Ａ
よ
り
は
Ｂ
の
ほ
う
が
ま
だ
幸
福
だ
」
と
述
べ
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
岩
田
氏
が
言

及
し
て
い
な
い
続
く
五
章
で
の
グ
ラ
ウ
コ
ン
の
叙
述
に
は
、
迫
害
ざ
れ
苦
痛
を
受
け
る
正
義
の
人
が
幸
福
で
あ
る
と
示
唆
す
る
言
辞
は
な
に
も

な
い
し
、
ま
た
、
そ
う
し
た
正
義
の
人
が
幸
福
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
よ
う
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
挑
戦
し
て
い
る
言
辞
も
な
い
の
で
あ
る
ｐ

岩
田
氏
の
解
釈
は
テ
キ
ス
ト
か
ら
外
れ
て
は
い
な
い
が
、
引
用
中
の
「
他
人
に
誤
解
さ
れ
て
」
の
中
身
が
問
題
で
あ
る
。
私
の
見
る
と
こ
ろ
、

と
徹
底
し
て
思
わ
れ
て
い
る
人
を
想
定
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
前
者
か
ら
は
〈
正
し
い
人
と
思
わ
れ
る
〉
こ
と
か
ら
結
果
と
し
て
通
常
得
ら
れ
る

善
い
も
の
を
す
べ
て
剥
奪
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
不
正
な
人
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
く
る
あ
ら
ゆ
る
苦
痛
を
加
え
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
後
者
は

正
し
い
人
と
思
わ
れ
て
い
る
の
で
、
通
常
そ
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
る
善
い
も
の
を
す
べ
て
手
に
入
れ
る
。
こ
う
い
う
純
粋
に
正
し
い
人
と
不

正
な
人
を
想
定
し
た
と
き
に
、
な
お
も
正
し
い
人
の
生
の
ほ
う
が
望
ま
し
い
と
ど
う
し
て
言
え
る
の
か
、
と
い
う
の
が
グ
ラ
ウ
コ
ン
の
挑
戦
な

の
で
あ
る
。

(17）
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プ
ラ
ト
ン
の
正
義
論
が
逸
し
た

プ
ラ
ト
ン
は
そ
の
よ
う
な
正
義
の
語
り
方
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
か
を
逸
し
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
が
、
こ
の
論
文
で
の
私

の
最
大
の
論
点
に
な
る
。
そ
の
逸
し
た
も
の
は
、
『
ク
リ
ト
ン
」
で
明
確
に
さ
れ
て
い
た
「
人
に
害
悪
を
加
え
る
こ
と
は
、
不
正
を
な
す
こ
と

ポ
イ
ン
ト
は
、
そ
の
正
義
の
人
が
単
に
富
、
名
声

権
力
な
ど
の
善
を
得
ら
れ
な
い
だ
け
で
な
く
、
他
者
の
目
に
徹
底
し
て
不
正
と
思
わ
れ
る

こ
と
が
原
因
戸
不
条
理
な
（
Ⅱ
本
人
に
責
任
の
な
い
）
苦
痛
を
さ
ん
ざ
ん
受
け
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
肝
要
な
点
な
の
だ
が
、

〈
善
き
も
の
を
獲
得
で
き
な
い
〉
と
〈
不
条
理
な
苦
痛
を
受
け
る
〉
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
ち
が
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
前

者
に
は
当
て
は
ま
る
が
、
そ
の
裁
判
か
ら
処
刑
に
い
た
る
過
程
に
お
い
て
も
、
五
章
の
一
一
一
六
一
ｅ
か
ら
一
一
一
六
二
ａ
で
グ
ラ
ウ
コ
ン
の
叙
述
す
る

よ
う
な
苦
痛
に
満
ち
た
過
酷
な
仕
打
ち
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
後
者
の
〈
不
条
理
な
苦
痛
を
受
け
る
〉

に
は
当
て
は
ま
っ
て
い
な
い
。

こ
の
区
別
は
一
般
的
に
も
極
め
て
重
要
な
区
別
な
の
で
、
も
う
少
し
展
開
す
る
と
、
金
銭
、
地
位
、
名
誉
、
権
力
あ
る
い
は
身
体
的
、
知
性

的
な
美
点
な
ど
を
わ
ず
か
し
か
持
っ
て
い
な
い
、
す
な
わ
ち
〈
よ
き
も
の
に
恵
ま
れ
な
い
〉
と
い
う
事
態
と
、
身
体
的
、
精
神
的
に
〈
不
条
理

な
苦
痛
や
害
悪
を
こ
う
む
る
〉
と
い
う
事
態
は
ま
っ
た
く
別
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
が
描
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
多
く
の
よ
き
も
の

に
恵
ま
れ
て
い
な
く
て
も
、
い
か
に
魂
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
人
は
幸
福
で
あ
り
続
け
ら
れ
る
か
の
モ
デ
ル
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
。
そ
の
意

味
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
「
人
間
ボ
幸
福
で
あ
る
（
善
く
生
き
る
）
の
は
、
諸
々
の
よ
き
も
の
の
獲
得
③
所
有
・
享
受
に
よ
っ
て
で
あ
る
」
と
い
う

ギ
リ
シ
ア
的
公
騨
へ
０
反
例
と
言
え
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
先
述
し
た
よ
う
に
こ
の
公
理
を
受
け
入
れ
て
い
た
プ
ラ
ト
ン
は
、
『
弁
明
」
で
の

魂
が
で
き
る
だ
け
善
く
な
る
よ
う
に

気
遣
え
」
と
い
う
書
き
方
か
ら
、
『
国
家
」
に
至
る
と
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
〈
善
き
生
〉
が
そ
こ
に
拠
っ
て
い
た
く
正
義
〉
を
「
魂
の
う
ち
に
あ

（
、
）

ろ
魂
が
所
有
す
る
最
大
の
善
」
と
し
て
語
る
雪
叩
り
方
へ
と
移
行
す
る
の
で
あ
る
。

(18）
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も
し
人
間
の
本
性
が
「
善
き
も
の
の
獲
得
・
享
受
に
よ
っ
て
人
間
は
幸
福
に
な
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
し
て
正
義
を
最
大
の
善
き

も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
グ
ラ
ウ
コ
ン
の
提
示
す
る
「
二
つ
の
生
の
判
定
問
題
」
の
よ
う
な
仮
想
状
況
に
お
い
て
も
、
正
義
の
人
は
幸
福
で
あ
る

と
い
う
判
定
を
く
だ
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
少
な
く
と
も
、
最
大
の
善
を
欠
い
た
不
正
の
人
よ
り
も
〈
善
き
生
〉
を
送
っ
て
い
る
と
判
定
す
る
こ

と
に
な
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
適
切
な
判
定
な
の
か
。

こ
こ
で
、
私
が
そ
の
判
定
の
適
切
性
を
疑
う
の
は
、
ギ
ュ
ゲ
ス
の
指
輪
を
用
い
よ
う
と
し
な
い
正
義
の
人
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
純
粋
に
正
し

と
少
し
も
違
わ
な
い
」
疸
臺
）
と
い
う
、
他
者
へ
の
加
害
行
為
ｌ
元
来
デ
ィ
ヶ
ー
は
そ
れ
を
正
す
た
め
に
機
能
し
て
い
た
ｌ
を
控
え

る
と
い
う
原
点
で
正
義
を
考
え
る
発
想
で
あ
る
。
つ
ま
り
対
他
関
係
に
お
け
る
不
正
行
為
（
「
他
者
に
苦
痛
を
与
え
る
、
他
者
の
自
由
を
奪
う
、

他
者
の
能
力
を
段
損
す
る
」
な
ど
の
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
の
行
為
）
を
禁
止
す
る
と
い
う
正
義
概
念
か
ら
、
〈
正
義
〉
を
魂
の
う
ち
で
所
持
さ

れ
る
善
と
し
て
、
他
者
関
係
ぬ
き
で
自
己
言
及
的
に
説
明
す
る
語
り
（
煽
り
）
へ
と
移
行
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
正
義
は
「
理
性
的
部
分

が
支
配
す
る
こ
と
に
よ
る
魂
全
体
の
統
合
・
調
和
」
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。

こ
の
結
果
、
ど
う
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
た
か
。
第
一
に
、
正
義
を
〈
所
有
さ
れ
る
べ
き
そ
れ
自
体
で
の
善
〉
と
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
所
持

し
て
い
さ
え
す
れ
ば
人
は
善
く
生
き
て
い
る
と
い
う
考
え
方
ｌ
Ｉ
こ
れ
を
「
正
義
至
上
主
義
」
と
呼
ん
で
お
く
１
１
が
で
て
く
る
。

》
だ
が
、
正
義
は
持
つ
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
善
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
所
有
の
対
象
で
は
な
し

に
遵
守
の
蹴
雛
な
の
で
あ
る
。
「
正
義
は
人
間
に
と
っ
て
極
め
て
大
き
な
善
（
Ⅱ
価
値
）
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
「
善
」
と

は
所
有
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
プ
ラ
ト
ン
は
、
（
善
き
生
〉
は
善
き
所
有
財
が
そ
の
人
に
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
と

い
う
伝
統
的
な
ギ
リ
シ
ア
的
公
理
の
圏
内
で
思
考
し
て
い
た
。
そ
の
プ
ラ
ト
ン
が
善
き
人
の
体
現
で
あ
っ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
理
解
し
よ
う
と
し

た
と
き
、
〈
正
義
〉
が
あ
た
か
も
所
有
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
た
の
は
あ
る
意
味
で
当
然
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
考
え
な
い

と
、
彼
に
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
〈
善
き
生
〉
の
拠
り
所
を
説
明
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(19）
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と
し
て
は
〈
残
酷
さ
〉
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

先
の
「
ギ
ュ
ゲ
ス
の
指
輪
の
物
語
」
と
「
二
つ
の
生
の
判
定
」
の
最
大
の
ち
が
い
は
、
こ
の
〈
残
酷
さ
〉
が
前
者
に
は
含
意
さ
れ
て
い
な
い

の
に
対
し
て
、
後
者
に
は
、
そ
の
挑
戦
の
本
質
的
要
素
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ギ
ュ
ゲ
ス
の
指
輪
を
使
お
う

と
し
な
い
同
じ
人
が
、
仮
に
二
つ
の
生
の
い
ず
れ
か
一
方
だ
け
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
場
合
に
は
、
不
正
な
生
を
選
ん
だ
と
し
て

も
何
ら
不
思
議
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
選
択
を
導
い
て
い
る
の
は
、
善
き
も
の
の
無
際
限
な
獲
得
欲
で
は
な
く
、
不
条
理
な
苦
痛
の
回
避
欲
求
、
言
い
換
え
れ
ば
他
者
に
よ
る

残
酷
な
仕
打
ち
を
回
避
し
た
い
と
い
う
欲
求
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
グ
ラ
ウ
コ
ン
の
挑
戦
に
あ
る
よ
う
に
、
よ
き
も
の
を
む
さ
ぼ
り
に
よ
っ

て
無
際
限
に
追
求
す
る
の
が
人
間
の
本
性
で
あ
る
（
四
＄
ｇ
‐
、
）
、
と
い
う
の
は
間
違
い
で
あ
っ
て
、
残
酷
さ
の
回
避
こ
そ
が
人
間
の
本
性
の
一

い
生
と
純
粋
に
不
正
な
生
の
二
者
択
一
を
迫
ら
れ
る
な
ら
ば
、
（
も
ち
ろ
ん
い
ず
れ
も
選
び
た
く
は
な
い
だ
ろ
う
が
）
仕
方
な
く
後
者
の
不
正

な
生
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
が
十
分
に
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
選
択
の
理
由
は
、
後
者
の
生
が
仮
定
か
ら
い
っ
て
正
義
以
外
の
本
物
の

善
を
ふ
ん
だ
ん
に
入
手
さ
せ
て
く
れ
る
か
ら
で
は
な
く
（
と
い
う
の
も
、
も
し
そ
れ
が
理
由
で
あ
れ
ば
、
す
で
に
ギ
ュ
ゲ
ス
の
指
輪
を
用
い
て

い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
）
、
そ
の
不
正
な
生
に
は
不
条
理
な
苦
痛
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
物
の
善
き
も
の
に
も
二
種
類
あ
っ
て
、
一
つ
は
、
そ
れ
が
限
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
真
に
善
い
も
の
で
あ
る
も
の
と
、

も
う
一
つ
は
、
多
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
の
な
い
善
い
も
の
で
あ
る
。
前
者
の
善
い
も
の
の
例
は
、
快
楽
、
利
便
、
富
、
自
由
、
平
等
な
ど
で
あ

（
鋼
》

ろ
う
。
後
者
の
例
は
、
健
康
、
知
、
思
慮
、
公
正
さ
、
友
愛
、
慈
愛
、
平
和
な
ど
で
あ
ろ
う
。
そ
の
所
有
や
経
験
に
過
度
と
い
う
こ
と
が
あ
り

う
る
前
者
の
善
き
も
の
を
、
ど
の
程
度
ま
で
な
ら
獲
得
す
る
こ
と
が
よ
い
の
か
、
そ
の
限
度
を
教
え
て
く
れ
る
の
が
思
慮
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
思
慮
深
い
人
に
と
っ
て
、
前
者
の
善
き
も
の
は
無
際
限
な
追
求
の
対
象
で
は
な
い
。

逆
に
悪
に
つ
い
て
は
、
我
々
は
意
味
の
な
い
不
条
理
な
苦
痛
を
受
け
る
こ
と
を
絶
対
的
な
悪
と
し
て
受
け
と
る
は
ず
で
あ
る
。
「
絶
対
的
な

悪
」
と
い
う
意
味
は
、
何
と
し
て
も
避
け
る
こ
と
を
欲
求
す
る
悪
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
苦
痛
は
、
与
え
手
の
側
の
能
動
的
な
行
為

(20）
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『
国
家
』
二
巻
の
「
グ
ラ
ウ
コ
ン
の
挑
戦
」
を
読
ん
で
い
る
と
、
プ
ラ
ト
ン
は
こ
の
区
別
に
無
頓
着
か
気
づ
い
て
い
な
い
か
、
そ
の
い
ず
れ

か
と
思
わ
れ
る
。
プ
ラ
ト
ン
が
こ
の
区
別
を
逸
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
、
正
義
の
本
性
を
、
具
体
的
な
身
体
存
在
と
し
て
の
人
間
に
と
っ

て
の
絶
対
的
な
悪
か
ら
考
察
す
る
の
で
は
な
く
、
〈
獲
得
す
べ
き
善
き
も
の
〉
と
い
う
範
囑
に
お
い
て
考
え
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
正
義
は
残
酷
さ
に
よ
る
身
体
的
苦
痛
や
生
命
の
抹
殺
と
の
関
連
な
し
に
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
第
一
に
〈
他
者
へ
の
加
害

行
為
の
禁
止
〉
、
第
二
に
〈
現
に
あ
る
不
条
理
な
苦
痛
の
除
去
・
減
殺
〉
、
第
三
に
〈
将
来
の
苦
痛
の
回
避
〉
と
い
う
正
義
原
則
が
見
え
な
く

な
っ
た
の
で
あ
る
。

部
な
の
で
あ
る
。
実
際
、
不
条
理
な
苦
痛
を
受
匹

あ
る
。
こ
れ
は
単
純
だ
が
枢
要
な
区
別
で
あ
る
。

註（
１
）
こ
の
論
文
は
、
二
○
○
○
年
三
月
一
一
一
一
日
に
行
わ
れ
た
科
学
研
究
費
研
究
会
（
研
究
題
目
「
対
話
と
論
争
に
お
け
る
合
理
性
の
起
源
と
構
造
に
関
す
る

研
究
」
、
研
究
代
表
者
は
天
野
正
幸
・
東
京
大
学
人
文
社
会
系
研
究
科
教
授
）
に
お
け
る
研
究
発
表
の
原
稿
を
、
若
干
の
増
補
と
削
除
は
あ
る
が
ほ
ぼ
そ
の

ま
ま
の
内
容
で
論
文
の
か
た
ち
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
の
際
に
参
加
者
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
質
問
や
異
論
の
い
く
つ
か
に
対
し
て
は
註
を
増
や
し
て
応

答
す
る
こ
と
に
し
た
。

（
２
）
以
後
こ
の
論
文
で
の
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
の
登
場
人
物
と
し
て
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、

時
に
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
指
し
て
い
る
が
、
文
脈
か
ら
明
白
で
あ
る
。
筆
者
が
検
討
す
る
の
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
対
話
者
と
し
て
作
品
を
書
い
た
プ
ラ
ト

ン
の
徳
論
で
あ
る
。
（
筆
者
は
あ
る
期
間
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』
と
「
ク
リ
ト
ン
』
に
描
か
れ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
「
原
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
と
呼
ん
で
、
そ
れ

を
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
重
な
ら
せ
、
ほ
か
の
初
期
対
話
篇
の
登
場
人
物
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
は
区
別
し
て
い
た
。
た
し
か
に
、
こ
の
二
つ
の
作
品
は
エ
レ
ン
コ

ス
（
議
論
で
の
反
駁
）
が
基
調
を
な
す
ほ
か
の
初
期
対
話
篇
と
区
別
さ
れ
る
積
極
的
な
主
張
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
区
別
を
否
定
す
る
必
要
は
な
い

が
、
加
藤
信
朗
（
「
初
期
プ
ラ
ト
ン
哲
学
』
東
京
大
学
出
版
会
一
九
八
八
）
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
カ
ー
ン
（
○
・
国
・
蚕
冒
垣
号
。
買
誉
の
・
・
自
詩
ロ
国
富
富
Ｐ

ｏ
ｐ
目
宮
］
□
ぬ
の
＄
①
①
）
、
プ
リ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
と
ス
ミ
ス
ら
の
仕
事
に
影
響
を
受
け
て
、
こ
の
論
文
で
は
初
期
対
話
篇
す
べ
て
を
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
と
し
、
ど

の
程
度
ま
で
そ
れ
が
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
と
重
な
っ
て
い
た
か
は
問
う
て
い
な
い
。
）

不
条
理
な
苦
痛
を
受
け
て
い
る
人
が
も
っ
と
も
希
求
す
る
こ
と
は
、
〈
善
の
追
求
〉
で
は
な
く
〈
苦
痛
の
回
避
〉
で

(21）
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（
⑫
）
長
る
べ
き
加
藤
信
朗
氏
の
「
初
期
プ
ラ
ト
ン
哲
学
』
を
読
む
と
、
こ
の
「
確
実
」
も
揺
ら
い
で
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
論
文
で
は
こ
の
読
み

を
作
業
仮
説
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
で
見
え
て
く
る
プ
ラ
ト
ン
の
探
求
の
道
筋
を
追
っ
て
い
き
た
い
。

（
蛆
）
、
の
巴
］
甸
旨
の
（
の
Ｑ
・
）
ご
』
Ｃ
Ｐ
・

（
、
）
□
ユ
○
丙
ロ
○
口
の
①
伜
の
曰
淳
戸
ご
ロ
・
『
○
，
「
』
．

（
３
）
ロ
・
三
］
冨
曰
の
》
固
言
冨
冒
＆
言
い
書
房
＆
雲
筥
・
い
ｇ
蔓
出
口
。
“
ａ
弓
ご
呂
己
・
ト
．
（
邦
訳
「
生
き
方
に
つ
い
て
哲
学
は
何
が
言
え
る
か
」
産

業
図
書
一
九
九
三
、
六
’
七
頁
）

（
４
）
目
・
○
・
国
１
．
害
・
口
の
①
陣
ｚ
・
口
の
目
昔
垣
Ｑ
ご
け
の
。
ｏ
日
忌
め
○
黙
・
ａ
ｇ
①
心
・
ロ
ロ
・
の
］
’
四
・
天
野
正
幸
「
イ
デ
ア
と
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
』
東
京
大
学
出
版
会

一
九
九
八
…
七
五
、
七
九
、
八
四
頁
な
ど
。

（
５
）
「
弁
明
」
の
は
じ
め
の
二
頁
で
、
被
告
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
れ
か
ら
自
分
に
つ
い
て
の
真
実
を
語
る
の
だ
と
数
回
繰
り
返
し
て
い
る
。

（
６
）
発
表
の
際
に
「
優
先
す
る
」
「
優
先
順
」
と
い
う
言
葉
遣
い
に
つ
い
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
も
っ
ぱ
ら
魂
の
気
遣
い
を
行
為
選
択
の

原
理
と
せ
よ
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
「
優
先
す
る
」
が
含
意
す
る
第
二
の
原
理
な
ど
は
考
え
て
い
な
い
、
と
い
う
反
論
が
あ
っ
た
。

私
が
「
優
先
す
る
」
と
か
「
優
先
的
に
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
考
え
を
説
明
し
て
い
る
直
接
の
典
拠
は
、
「
弁
明
』
三
二
ｂ
一
に
あ
る

「
よ
り
前
に
（
頁
・
｛
の
『
・
ロ
）
」
と
か
「
同
様
の
熱
心
さ
で
も
っ
て
」
と
い
う
比
較
の
言
葉
で
一
一
種
の
対
象
へ
の
気
遣
い
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

人
間
が
生
き
て
社
会
生
活
を
し
て
い
る
以
上
は
、
身
体
や
金
銭
を
何
ら
か
気
遣
う
こ
と
は
事
実
と
し
て
当
然
だ
し
、
ま
た
多
く
の
人
び
と
は
そ
の
う
え
評

判
や
名
誉
も
な
に
が
し
か
気
遣
っ
て
生
き
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
こ
で
そ
の
よ
う
な
事
実
を
認
め
た
う
え
で
、
そ
れ
よ
り
も
人
間
と
し
て
根
本
的
に

大
事
な
気
遣
い
は
、
魂
の
善
さ
へ
の
そ
れ
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
明
確
な
生
き
方
を
あ
る
論
者
は
「
魂
最
優
先
主
義
」

と
述
べ
て
い
る
が
、
適
切
な
表
現
だ
と
思
う
（
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
・
ク
リ
ト
ン
』
講
談
社
学
術
文
庫
一
九
九
八
、
九
五
頁
の
三
嶋
輝
夫
氏
の
訳
註
）
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
私
が
「
優
先
す
る
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
て
も
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
こ
う
の
原
理
で
も
っ
て
行
為
選
択
を
考
え
て
い
る
こ
と
を

含
意
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
は
「
優
先
す
る
」
と
い
う
用
語
が
反
論
者
に
誤
解
を
与
え
た
よ
う
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
説
い
て
い
る
の

は
、
事
実
と
し
て
人
々
が
し
て
い
る
気
遣
い
以
上
に
は
る
か
に
大
切
な
の
は
〈
魂
の
善
さ
へ
の
気
遣
い
〉
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
７
）
国
号
二
・
口
の
①
陣
の
三
号
目
・
念
‐
、
、
・
彼
ら
は
、
こ
の
想
定
Ｐ
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
帰
す
の
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
と
不
整
合
に
な
る
の
で
、
Ｐ
を
ソ

ク
ラ
テ
ス
の
想
定
と
解
釈
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
あ
る
性
質
（
句
‐
目
の
の
）
に
つ
い
て
定
義
を
求
め
た
の
は
、
〈
句
‐
ロ
①
の
⑩

と
は
何
か
〉
の
知
を
も
た
な
け
れ
ば
、
そ
の
性
質
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
事
例
に
つ
い
て
権
威
を
も
っ
た
判
断
が
で
き
な
い
と
考
え
た
か
ら
だ
と
す
る
。

（
８
）
例
え
ば
『
エ
ウ
テ
ュ
プ
ロ
ン
』
五
ｃ
、
「
ラ
ケ
ス
』
一
九
○
ｃ
、
『
カ
ル
ミ
デ
ス
』
一
五
九
ａ
。

（
９
）
目
・
勺
の
旨
の
封
自
彦
の
ご
ロ
弓
・
命
『
言
巨
の
》
悪
（
言
＆
萱
＆
』
記
の
暑
＆
の
。
（
＄
ご
）
．
こ
の
論
文
は
、
三
・
勺
回
・
円
（
の
□
・
）
》
②
○
・
日
量
》
Ｑ
量
＆
｛

』
の
の
①
の
②
冒
圏
冴
己
・
紅
（
こ
の
①
）
に
ほ
か
の
〈
徳
の
一
性
〉
を
扱
っ
た
論
文
５
編
と
い
っ
し
ょ
に
収
録
さ
れ
、
つ
ぎ
に
、
○
日
」
国
口
の
（
の
Ｐ
）
一
四
ｓ
さ
い

国
萱
Ｂ
岑
霊
８
容
持
昏
鼠
§
＆
誉
め
・
員
（
○
嵐
・
ａ
用
の
＆
旨
、
の
旨
甸
三
・
ｍ
・
ロ
ヨ
．
』
の
①
①
）
に
再
録
さ
れ
て
い
る
が
、
フ
ァ
イ
ン
の
選
ん
だ
一

九
の
論
文
の
う
ち
〈
徳
の
一
性
〉
を
扱
っ
た
論
文
は
ペ
ナ
ー
の
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
選
定
に
は
、
ペ
ナ
ー
論
文
に
対
す
る
私
と
同
様
な
フ
ァ
イ
ン
の
評
価

が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
（
も
ち
ろ
ん
、
加
藤
信
朗
氏
は
評
価
し
な
い
だ
ろ
う
が
。
）
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（
田
）
ゲ
イ
ル
・
フ
ァ
イ
ン
も
「
ラ
ケ
ス
」
の
「
勇
気
と
は
諸
善
と
諸
悪
の
知
識
で
あ
る
」
を
解
釈
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
そ
れ
ゆ
え
、
当
の
知
識

は
単
に
抽
象
的
な
善
と
悪
の
知
識
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
所
与
の
状
況
で
今
わ
た
し
に
と
っ
て
何
が
善
く
何
が
悪
い
か
の
知
識
で
も
あ
る
」
（
国
口
の
も
．
、
）
。

な
お
、
本
文
で
の
「
私
と
私
の
属
す
る
共
同
体
に
と
っ
て
」
に
つ
い
て
、
プ
ラ
ト
ン
の
基
本
的
な
考
え
方
か
ら
い
え
ば
共
同
体
は
視
野
に
入
っ
て
い
な

い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
異
論
が
提
出
さ
れ
た
が
、
筆
者
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
少
な
く
と
も
プ
ラ
ト
ン
の
考
え
方
は
現
代
的
な
個
人
主
義
と
違
う
し
、

一
般
に
当
時
に
あ
っ
て
は
、
個
人
は
自
分
を
共
同
体
の
一
員
と
見
て
、
そ
の
よ
う
な
自
分
に
と
っ
て
何
が
有
益
か
を
考
え
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
「
国
家
』
篇
は
書
か
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

（
ｕ
）
「
徳
は
知
で
あ
る
」
を
導
出
す
る
「
メ
ノ
ン
一
八
七
ｂ
か
ら
八
八
ｄ
の
一
ま
と
ま
り
の
議
論
に
お
い
て
、
プ
ラ
ト
ン
が
八
八
ｂ
三
を
境
に
し
て
「
エ
ピ

ス
テ
ー
メ
ー
」
と
い
う
言
葉
か
ら
「
プ
ロ
ネ
ー
シ
ス
」
へ
と
明
瞭
に
移
行
す
る
の
は
、
〈
専
門
技
術
知
〉
の
意
味
も
負
荷
さ
れ
て
い
る
「
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
」

と
い
う
言
葉
を
避
け
て
、
「
弁
明
』
で
の
「
プ
ロ
ネ
ー
シ
ス
を
気
遣
う
こ
と
が
魂
が
で
き
る
だ
け
優
れ
た
も
の
（
徳
あ
る
も
の
）
に
な
る
こ
と
」
と
い
う
ソ

ク
ラ
テ
ス
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
の
連
続
性
を
強
調
す
る
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
妬
）
こ
こ
で
多
く
の
研
究
者
た
ち
に
見
ら
れ
る
一
つ
の
混
同
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
く
「
ア
レ
テ
ー
と
は
何
か
」
を
知
る
こ
と
〉
と
い
う
時
の

〈
知
〉
と
、
〈
ア
レ
テ
ー
は
知
で
あ
る
〉
と
い
う
時
の
〈
知
〉
の
混
同
で
あ
る
。
私
は
さ
し
あ
た
り
前
者
の
知
を
徳
に
つ
い
て
の
「
説
明
知
」
、
後
者
を
徳

の
「
正
体
知
」
と
呼
ん
で
区
別
し
て
い
る
。
「
徳
は
知
な
り
」
に
お
け
る
知
を
説
明
知
と
し
て
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
知
は
徳
の
た
め
の
十
分
条
件
で
も
必

要
条
件
で
も
な
い
の
で
、
「
徳
は
知
な
り
」
は
実
際
に
は
偽
の
命
題
に
な
る
。
こ
れ
を
「
逆
説
」
と
呼
ぶ
人
た
ち
が
い
る
。
逆
説
に
聞
こ
え
る
の
は
、
説
明

知
で
考
え
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
が
正
体
知
と
し
て
機
能
す
る
か
ど
う
か
と
考
え
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
仕
分
け
す
れ
ば
、
問
題
は
解
消
さ
れ
る
。

他
方
で
、
「
徳
は
知
な
り
」
に
お
け
る
知
を
正
体
知
と
し
て
解
す
る
な
ら
ば
、
・
こ
れ
は
一
つ
の
徳
の
観
念
ｌ
ｌ
ど
う
い
う
人
間
が
人
間
と
し
て
ま
つ
と
う

で
あ
る
か
を
、
自
分
と
身
内
に
と
っ
て
の
善
き
も
の
の
確
保
と
い
う
視
点
か
ら
述
べ
る
と
き
に
、
そ
の
確
保
の
た
め
に
は
プ
ロ
ネ
ー
シ
ス
が
不
可
欠
で
あ

る
、
と
い
う
徳
の
観
念
ｌ
を
表
す
も
の
で
へ
逆
説
で
も
何
で
も
な
い
．
例
え
ば
、
人
間
と
し
て
の
ま
つ
と
う
き
を
〈
心
情
の
純
粋
さ
〉
の
視
点
か
ら
見

る
文
化
で
は
「
徳
は
（
知
で
は
な
く
）
情
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
後
に
論
じ
て
い
く
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ア
の
文
化
で
は
ア
レ
テ
ー
を
考

え
る
基
本
的
な
視
点
は
〈
諸
善
の
確
保
と
享
受
〉
で
あ
っ
た
と
思
わ

二
つ
の
知
の
混
同
は
、
最
近
の
例
で
は
、
．
ゲ
イ
ル
・
フ
ァ
イ
ン
五
頁
下
か
ら
六
頁
に
か
け
て
見
ら
れ
る
。
ま
た
岩
田
靖
夫
氏
の
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
二

六
頁
二
’
四
行
目
「
し
か
し
、
他
方
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
考
え
で
は
「
徳
は
知
識
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
有
徳
な
人
は
徳
に
つ
い
て
な
ん
ら
か
の
知
識
を
も
っ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
」
に
お
け
る
前
者
の
「
知
識
」
は
正
体
知
、
後
者
の
「
知
識
」
は
説
明
知
の
意
味
で
あ
る
。

天
野
正
幸
氏
の
「
イ
デ
ア
と
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
」
七
四
頁
一
行
目
「
第
一
に
、
そ
れ
は
あ
る
種
の
知
す
な
わ
ち
「
善
美
」
に
つ
い
て
の
知
、
言
い
換
え

れ
ば
、
徳
に
つ
い
て
の
知
で
あ
る
〔
註
・
参
照
〕
。
」
に
お
け
る
二
番
目
の
「
知
」
は
正
体
知
、
最
後
の
「
知
」
は
説
明
知
で
あ
る
。

（
脳

の
巴
］
国
口
の
（
の
Ｐ
）
》
垣
□
ご
函
ｂ
罠
・
ａ
ど
の
Ｐ
ｂ
．
①
．

（
Ⅳ
Ａ
・
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ァ
「
美
徳
な
き
時
代
」
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
一
一
一
、
一
一
一
一
一
四
頁
、
二
四
○
’

（
肥
岩
田
靖
夫
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
勁
草
書
房
、
一
九
九
五
、
二
七
五
頁
。

（
岨
の
巴
］
国
口
の
（
の
□
・
）
ｂ
』
『
の
。
（
曰
・
国
・
岸
三
貝
滝
８
ｓ
胃
陣
Ｃ
巨
の
畳
・
ロ
の
号
・
呉
】
巨
昌
８
》
）
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研
究
会
の
発
表
で
は
、
数
名
の
方
か
ら
「
正
義
を
所
有
す
る
」
と
い
う
言
い
方
を
プ
ラ
ト
ン
に
帰
す
の
は
、
い
か
に
も
正
義
が
所
有
者
と
は
別
の
外
的

な
も
の
と
い
う
感
じ
を
与
え
る
の
で
、
不
適
切
で
あ
る
と
い
う
異
論
が
で
た
。
た
し
か
に
、
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
正
義
は
外
的
な
善
な
ど
で
は
な
く
、
魂

が
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
形
づ
く
ら
れ
る
魂
の
徳
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
魂
が
正
義
を
所
有
す
る
」
と
言
っ
て
も
、
所
有
者
と
所
有
さ
れ
る
も
の
は

「
私
が
金
銭
を
所
有
す
る
」
の
よ
う
に
外
的
な
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
「
国
家
』
二
巻
の
文
脈
は
、
正
義
が
は
た
し
て
徳
な
の
か
を
こ
れ
か
ら

論
じ
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、
あ
た
か
も
正
義
を
ほ
か
の
所
有
対
象
と
同
じ
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
、
そ
れ
が
所
有
者
に
と
っ
て
最
大
の
善
で
あ
る
こ
と
を

説
得
的
に
語
っ
て
い
く
と
い
う
文
脈
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
所
有
対
象
と
し
て
正
義
を
語
ら
せ
る
の
は
プ
ラ
ト
ン
の
戦
略
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

私
が
こ
の
論
文
で
批
判
す
る
の
は
そ
の
よ
う
な
プ
ラ
ト
ン
の
書
き
方
で
あ
る
。

（
皿
）
こ
こ
で
「
遵
守
の
対
象
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
論
文
の
は
じ
め
の
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
問
い
の
特
殊
性
」
で
、
「
常
識
的
で
社
会
経
験
を
積
ん
で

き
た
人
」
が
〈
善
く
生
き
る
〉
の
説
明
で
言
う
「
他
者
お
よ
び
自
然
と
の
共
生
の
法
則
」
の
こ
と
で
あ
る
。

（
羽
）
以
上
の
善
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
三
・
シ
巳
の
只
功
費
の
『
§
『
国
日
②
Ｚ
の
笥
目
・
『
丙
ど
の
」
も
．
届
『
に
負
っ
て
い
る
。

（
別
）
こ
の
公
理
が
よ
く
表
れ
て
い
る
対
話
と
し
て
は
、
例
え
ば
「
エ
ウ
テ
ュ
デ
ー
モ
ス
』
二
八
○
ｄ
ｏ

（
Ⅲ
）
こ
の
語
り
方
は
「
国
家
』
二
巻
の
い
く
つ
か
の
箇
所
で
の
表
現
を
ま
と
め
て
い
る
。
そ
の
う
ち
「
魂
の
う
ち
に
あ
る
（
囚
］
○
口
の
ロ
薩
已
の
》
＆
図
）
」
は

一
一
一
五
八
ｂ
五
に
、
「
所
有
す
る
」
は
「
所
有
者
」
と
い
う
言
い
方
で
三
六
六
ｅ
六
、
一
一
一
六
七
ｂ
四
、
ｄ
一
一
一
、
ｅ
一
一
一
に
、
「
最
大
の
善
」
は
一
一
一
六
六
ｃ
五
、
ｅ

九
に
あ
る
。
こ
れ
ら
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
で
な
く
登
場
人
物
グ
ラ
ウ
コ
ン
あ
る
い
は
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
の
言
葉
で
あ
る
の
で
、
他
の
読
み
方
も
可
能
で
は
あ

ろ
う
が
、
こ
の
論
文
で
は
、
登
場
人
物
に
〈
所
有
、
所
持
〉
の
イ
メ
ー
ジ
で
正
し
い
人
と
正
義
の
関
係
を
語
ら
せ
る
プ
ラ
ト
ン
の
書
き
方
を
批
判
し
て
い

る
◎

（
し
の
ざ
き
さ
か
え
倫
理
学
）
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