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と
同
時
に
、
そ
れ
自
身
論
理
を
摂
取
し
学
的
形
態
に
組
織
せ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
本
来
の
学
的

な
る
哲
学
に
代
り
、
後
者
の
不
満
足
を
除
か
ん
と
す
る
哲
学
体
系
と
な
る
。斯
か
る
神
秘
主
義

の
哲
学
体
系
と
し
て
西
洋
哲
学
史
上
に
代
表
的
な
る
位
置
を
占
め
る
の
は
希
蝋
哲
学
の
末
期

に
現
れ
た
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
（Plo

tin
o
s
 2

0
4

-
2

6
9

）
の
哲
学
で
あ
る
。西
洋
の
神
秘
主
義
は
凡

て
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
新
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
影
響
の
下
に
立
つ
と
い
う
も
過
言
で
な
い
程
大
な
る

影
響
を
及
ぼ
し
た
。 

 

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
哲
学
は
そ
れ
が
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
呼
ば
れ
る
通
り
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
復
興

た
る
意
味
を
有
す
る
。
プ
ラ
ト
ン
哲
学
に
拠
れ
ば
、
感
覚
的
認
識
に
現
れ
る
所
の
生
滅
変
化
す

る
個
物
は
真
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
仮
象
に
止
ま
る
、
真
に
存
在
す
る
も
の
は

唯
理
性
に
由
っ
て
把
握
せ
ら
れ
る
普
遍
恒
常
の
イ
デ
ヤ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
個
物
は
イ
デ
ヤ

を
分
有
す
る
限
り
に
於
て
存
在
す
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
イ
デ
ヤ
も
そ
れ
の
普
遍

の
度
に
従
っ
て
種
々
の
段
階
を
形
造
る
。
其
最
高
の
イ
デ
ヤ
が
所
謂
善
の
イ
デ
ヤ
と
呼
ば
れ
る

イ
デ
ヤ
性
自
体
で
あ
る
。
イ
デ
ヤ
を
し
て
其
含
む
特
殊
の
部
分
の
調
和
的
な
る
統
一
た
ら
し

め
る
イ
デ
ヤ
性
の
原
理
が
善
の
イ
デ
ヤ
に
外
な
ら
な
い
。
斯
く
て
プ
ラ
ト
ン
に
於
て
は
調
和
的

統
一
の
理
性
的
原
理
た
る
、
真
と
美
と
合
一
せ
る
善
の
イ
デ
ヤ
を
根
拠
と
し
て
、
そ
れ
に
由
り

普
遍
恒
常
の
美
し
き
形
姿
に
統
一
せ
ら
る
る
イ
デ
ヤ
が
真
の
実
在
を
形
造
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
感
覚
的
認
識
に
於
て
捉
え
ら
れ
ず
、
比
量
的
思
惟
に
よ
っ
て
概
念
化
せ
ら
れ
ず
、
た
だ
美

し
き
個
物
を
機
縁
と
し
て
理
性
の
直
観
に
由
り
直
観
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
田
辺
氏
の
通
論

は
プ
ラ
ト
ン
に
つ
い
て
以
上
の
如
き
で
あ
る
の
で
今
少
し
附
加
し
て
お
く
。 

 

プ
ラ
ト
ンP

la
to

n
 4

2
7

-
3

4
7

B
.C

.

は
古
代
最
大
の
観
念
論
哲
学
者
で
ア
カ
デ
メ
イ
ア
の

創
設
者
で
あ
る
。
ア
テ
ナ
イ
の
貴
族
、
若
き
頃
か
ら
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
門
に
入
り
、
そ
の
教
と
そ
の

死
か
ら
深
い
感
銘
を
受
け
、
ま
た
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
数
学
や
そ
の
霊
魂
観
に
強
い
関
心
を
も

ち
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
の
相
対
主
義
や
デ
モ
ク
リ
ト
ス
そ
の
他
の
唯
物
論
と
対
決
し
つ
つ
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
教
え
た
「
霊
魂
の
気
づ
か
い
」
の
哲
学
と
そ
の
た
め
の
諸
徳
の
「
何
で
あ

る
か
」（
本
質
概
念
）
を
問
い
求
め
た
「
問
答
法
（
概
念
問
答
）
」
を
継
承
し
発
展
さ
せ
た
。

そ
れ
は
形
而
上
学
的
に
固
定
し
完
結
し
た
体
系
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
弁
証
法
的
に
晩

年
ま
で
絶
え
ず
真
実
を
求
め
て
動
揺
し
て
い
る
点
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
批
判
的
精
神
を
継

い
だ
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
大
体
に
於
て
は
超
感
覚
的
、
理
性
的
な
一
般
者
（
普
遍
概
念
）

の
実
在
性
と
超
越
性
を
主
張
す
る
イ
デ
ヤ
の
説
を
基
調
と
す
る
霊
肉
二
元
論
的
な
観
念
論

哲
学
で
あ
る
。
こ
の
哲
学
は
、
彼
の
書
い
た
自
然
学
か
ら
認
識
論
、
国
家
論
、
神
学
に
わ

た
る
多
数
の
傑
作
が
完
全
に
後
世
に
伝
わ
っ
た
こ
と
や
、
そ
の
後
継
者
に
有
力
な
哲
学
者

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
を
得
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
の
殆
ど
の
学

問
や
思
想
に
、
功
罪
相
半
ば
す
る
深
い
影
響
を
与
え
て
き
た
。
こ
こ
で
「
イ
デ
ヤ
」
に
つ

い
て
今
少
し
詳
し
く
見
る
こ
と
と
す
る
。
イ
デ
ヤ
は
プ
ラ
ト
ン
的
哲
学
の
最
た
る
も
の
と

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
実
は
、
そ
の
壮
年
期
の
「
フ
ァ
ィ
ド
ン
」
で
も
ま
た

晩
年
の
「
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
」
で
も
、
話
者
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
っ
て
持
ち
出
さ
れ
、
し
か
も

そ
れ
が
話
者
自
ら
の
説
で
は
な
く
て
、
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語

ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
直
ち
に
プ
ラ
ト
ン
の
説
と
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
プ
ラ

ト
ン
の
諸
対
話
編
で
は
イ
デ
ヤid

e
a

は
ま
た
エ
イ
ド
スe

id
o
s

と
も
い
わ
れ
、
両
語
は
ほ

と
ん
ど
同
義
的
に
用
い
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
も
「
見
る
」「
知
る
」
の
意
の
動
詞
と
同
根
の

名
詞
で
、
一
般
に
は
見
ら
れ
表
象
（
知
覚
）
さ
れ
て
い
る
物
の
形
・
姿
・
型
の
意
に
用
い

ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
が
と
く
に
肉
の
目
（
感
官
知
覚
）
と
区
別
さ
れ
た
霊
の
目

（
理
性
の
直
感
、
思
考
）
で
直
観
さ
れ
思
考
さ
れ
る
普
遍
的
な
も
の
（
そ
の
意
味
で
の
形

相
、
種
類
、
普
遍
概
念
）
を
さ
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
だ
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
ピ
ュ
タ

ゴ
ラ
ス
派
の
数
学
者
や
諸
徳
の
「
そ
も
そ
も
何
で
あ
る
か
」
を
問
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
の

こ
と
で
あ
る
。
数
学
者
は
、
そ
の
肉
の
目
で
は
砂
上
に
描
か
れ
た
不
完
全
な
種
々
特
殊
の

三
角
形
を
見
な
が
ら
、
霊
魂
の
目
で
は
別
の
全
く
正
確
な
三
角
形
そ
れ
自
体
（
三
角
の
イ

デ
ヤ
）
を
思
考
し
研
究
し
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
の
よ
う
な
思
惟
に
た
っ
て
、
正
し

く
あ
る
と
か
、
美
し
く
あ
る
と
か
言
わ
れ
述
語
さ
れ
る
あ
れ
こ
れ
の
経
験
的
事
例
に
つ
い

て
、
そ
れ
ら
が
そ
う
い
わ
れ
述
語
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
そ
の
正
義
、
そ
の
美
と
は
何
で
あ
る

か
を
問
い
求
め
ら
れ
て
い
る
正
義
自
体
、
美
自
体
を
、
正
義
の
イ
デ
ヤ
、
美
の
イ
デ
ヤ
と

呼
ん
だ
。
こ
れ
だ
け
で
見
る
と
、
こ
こ
に
個
々
の
諸
事
物
と
区
別
さ
れ
て
そ
れ
自
体
と
か

イ
デ
ヤ
と
か
呼
ば
れ
た
も
の
は
、
今
日
の
論
理
学
用
語
で
は
個
物
に
対
す
る
「
種
」
「
類
」

あ
る
い
は
特
殊
に
対
す
る
「
普
遍
」
あ
る
い
は
多
く
の
主
語
に
共
通
の
「
述
語
」
の
こ
と
、

即
ち
一
般
に
「
概
念
」
と
も
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
普
遍
的
な
も
の
を
表
わ

す
概
念
が
今
し
も
彼
等
に
よ
っ
て
思
想
史
上
初
め
て
自
覚
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 
 

 

こ
の
要
求
が
、
矛
盾
律
を
最
後
の
原
則
と
す
る
分
析
論
理
の
満
た
し
得
る
所
で
は
な
い
。
其

の
対
立
が
却
て
統
一
を
成
す
も
の
と
し
て
絶
対
統
一
的
に
把
握
す
る
為
に
は
、
何
等
か
分
析

論
理
を
超
ゆ
る
高
次
の
論
理
が
無
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
弁
証
法
」
は
端
的
に
対
立
す
る
も
の

の
統
一
を
思
惟
す
る
論
理
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
「
弁
証
法
」
を
十
分
に
認
め
な
い
限
り
は
、
分

析
論
理
の
、
哲
学
的
方
法
に
対
し
不
十
全
な
る
こ
と
か
ら
、
一
般
に
思
惟
を
斥
け
、
論
理
的
思

惟
は
対
立
か
ら
対
立
へ
と
動
き
、
常
に
相
対
の
圏
内
を
彷
徨
す
る
も
の
と
考
え
、
斯
る
比
量
的

思
惟

d
is

k
u
rs

iv
e
s
 D

e
n
k
e
n
 (d

is
c
u
rs

u
s
 

彷
徨
、dis

c
u
re

re

彷
徨
す
る)

を
斥
け
て
、

直
感
的
に
相
対
（
自
己
）
の
絶
対
と
合
一
す
る
こ
と
を
以
て
哲
学
の
正
常
な
る
方
法
と
な
す
の

は
自
然
の
事
で
あ
る
。こ
れ
が
「
神
秘
的
方
法
」
で
あ
る
。
哲
学
上
に
於
て
は
、
「
反
省
」
の
間
接

な
る
に
対
し
、
生
の
直
接
の
意
識
を
「
体
験
」
と
称
す
る
が
、
体
験
を
知
識
の
立
場
か
ら
観
て

「
直
観
」
と
い
う
。
神
秘
的
直
観
は
絶
対
と
相
対
と
の
合
一
の
体
験
に
由
る
直
観
で
あ
る
。
そ
れ

は
相
対
の
絶
対
に
対
す
る
対
立
的
独
立
性
を
認
め
な
い
こ
と
に
特
色
を
有
す
る
。
従
っ
て
相
対

な
る
も
の
の
相
対
と
し
て
独
立
の
意
義
を
有
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
歴
史
を
否
定
し
文
化
を

否
定
し
て
、
絶
対
に
の
み
真
実
の
存
在
性
を
認
め
、
一
切
相
対
を
此
絶
対
の
統
一
に
吸
収
す
る

傾
向
を
多
か
れ
少
か
れ
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
相
対
の
反
省
を
媒
介
す
る
こ
と
な
し

に
、
直
接
に
絶
対
の
統
一
に
於
て
生
き
る
こ
と
を
信
仰
の
内
容
と
す
る
宗
教
と
、
傾
向
上
、
相

一
致
す
る
所
多
き
は
明
で
あ
ろ
う
。 

    

帥  

 

「
三
軍
も
其
の
帥
を
奪
う
べ
し
。
匹
夫
も
其
の
志
を
奪
う
べ
か
ら
ず
。―

論
語
、
子
罕
篇―

」
と

孔
子
も
い
う
て
い
る
が
、
真
に
「
志
」
は
人
生
に
於
け
る
「
帥
」
で
あ
る
。一
体
軍
隊
程
統
制
が
よ

く
取
れ
て
い
る
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
其
の
軍
隊
の
組
織
を
見
る
と
、
統
大
将
（
帥
）
の
下

に
各
種
の
部
隊
長
が
居
り
、
其
の
下
に
多
数
の
兵
士
が
居
る
。
そ
し
て
其
等
の
各
部
分
が
統
帥

の
命
令
意
向
に
よ
っ
て
完
全
に
統
制
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
吾
々
人
生
に
於
て
も
丁
度
之
に
同

じ
関
係
を
「
志
」
と
欲
求
と
の
間
に
於
て
見
得
る
。
次
か
ら
次
と
、
限
り
無
く
生
じ
来
る
欲
求

に
就
い
て
、
之
を
判
断
し
、
取
捨
し
て
、
常
に
人
生
全
体
に
統
制
あ
ら
し
む
る
指
導
力
が
即
ち

「
志
」
な
の
で
あ
る
。だ
か
ら
三
軍
に
於
て
も
若
し
其
の
帥
が
弱
喪
し
た
り
、
正
を
失
し
た
り
し

て
、
そ
の
発
す
る
指
揮
命
令
に
当
を
得
な
い
よ
う
な
こ
と
に
な
る
と
、
忽
ち
に
し
て
全
体
の
統

制
を
紊
り
、
健
全
有
力
な
る
戦
闘
を
な
し
得
ざ
る
と
同
様
に
、
吾
々
人
生
に
於
て
も
、
「
志
」
が

一
度
弱
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
正
を
得
ざ
る
に
至
っ
た
り
す
れ
ば
、
忽
ち
に
し
て
其
の
人
格
に
破
綻

を
生
じ
、
或
は
肉
体
的
生
理
の
健
康
を
害
し
、
或
は
精
神
的
性
理
の
道
徳
を
破
る
に
至
る
も
の

で
あ
る
。
而
も
三
軍
の
帥
は
之
を
他
の
力
に
よ
っ
て
奪
う
こ
と
も
改
む
る
こ
と
も
出
来
る
で
あ

ろ
う
が
、
其
人
の
志
に
至
っ
て
は
其
人
の
自
覚
に
俟
た
ざ
れ
ば
容
易
に
之
を
改
む
る
こ
と
が
出

来
ぬ
。
是
れ
「
匹
夫
も
志
を
奪
う
べ
か
ら
ざ
る
」
所
以
で
あ
っ
て
、
吾
々
が
如
何
な
る
志
を
持
つ

か
と
い
う
こ
と
は
実
に
吾
が
人
生
を
決
定
す
る
肝
要
要
の
事
な
の
で
あ
る
。
故
に
も
し
一
度
誤

っ
て
正
し
か
ら
ざ
る
志
を
立
つ
る
に
至
ら
ん
か
、
真
に
受
け
難
き
此
の
人
生
を
一
生
棒
に
振
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。
吾
々
は
常
に
聖
賢
の
学
を
修
め
、
よ
き
師
友
を
求
め
て
、
断
え
ず
自

己
の
明
徳
を
明
か
に
し
、以
て
立
つ
る
処
の
「
志
」
を
常
に
高
く
正
し
く
持
す
る
よ
う
に
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
。 

 

 

神
道
（
十
三
）
（
大
和
世
界
の
建󠄁
設
）        

竹
葉 

秀
雄 

古
事
記  

 
 

 
 
 
 
 

神
秘
的
方
法
⑴ 

前
に
述
べ
た
如
く
、
反
省
的
思
惟
の
比
量
知
、
分
別
知
が
絶
対
を
捉
え
得
る
も
の
で
な
く
相

対
の
圏
内
に
彷
徨
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
鑑
み
て
、反
省
の
分
別
対
立
を
否
定
し
、
自
己
に
対
す

る
相
対
と
し
て
の
外
界
に
向
う
肉
眼
を
閉
じ
、
そ
れ
を
思
惟
す
る
分
別
知
を
杜
絶
し
て
、
心
の
内

奥
に
自
己
を
顕
現
す
る
絶
対
と
の
冥
合
を
体
験
す
る
神
秘
的
直
感m

y
s
tis

c
h
e
S

c
h
a

u

を
哲

学
と
な
す
も
の
が
、
神
秘
主
義

M
y
s
tik

で
あ
り
、
其
方
法
が
神
秘
的
方
法

m
y
s
tis

c
h
e
 

M
e
th

o
d

e

で
あ
る
。神
秘
主
義
者
を
意
味
す
る
原
語
が
閉
じ
る
の
語
か
ら
出
た
の
も
、
其
意
を

示
す
で
あ
ろ
う
。
（
閉
じ
る
方
法
は
印
度
支
那
の
行
者
に
多
く
見
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
竹
葉
）
そ

れ
が
宗
教
的
要
求
を
満
た
す
哲
学
の
形
態
と
し
て
重
要
な
る
の
み
な
ら
ず
、
哲
学
が
反
省
の
立

場
に
偏
し
抽
象
的
思
惟
が
絶
対
の
把
握
か
ら
遠
ざ
か
る
場
合
に
、
之
を
哲
学
本
来
の
使
命
た
る

絶
対
の
立
場
に
覚
醒
せ
し
め
、
真
に
哲
学
と
し
て
の
生
命
を
呼
起
す
る
も
の
は
常
に
神
秘
主
義

な
の
で
あ
る
。如
何
な
る
時
代
に
も
学
的
、
論
理
的
な
る
哲
学
の
底
潮
と
し
て
神
秘
主
義
は
存
し

た
。
併
し
殊
に
、
論
理
的
、
学
的
な
る
哲
学
が
既
に
其
組
織
力
を
以
て
し
て
は
現
実
の
乖
離
分
裂

を
統
一
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
様
な
場
合
に
、
此
底
潮
は
表
面
に
ま
で
現
れ
、
人
は
神
秘

主
義
に
趨
く
こ
と
が
多
い
。
現
代
に
於
け
る
神
秘
主
義
的
傾
向
の
台
頭
も
其
実
例
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。 

 

そ
の
台
頭
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
無
の
西
田
哲
学
、実
存
哲
学
、
生
の
哲
学
、
意
志
の
田
辺
哲
学

な
ど
で
あ
る
。 

 

斯
く
て
神
秘
主
義
は
一
方
に
於
て
学
的
な
哲
学
に
生
命
を
吹
込
む
哲
学
精
神
の
源
泉
で
あ
る

と
同
時
に
、
そ
れ
自
身
論
理
を
摂
取
し
学
的
形
態
に
組
織
せ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
本
来
の
学

的
な
る
哲
学
に
代
り
、
後
者
の
不
満
足
を
除
か
ん
と
す
る
哲
学
体
系
と
な
る
。
斯
か
る
神
秘

主
義
の
哲
学
体
系
と
し
て
西
洋
哲
学
史
上
に
代
表
的
な
る
位
置
を
占
め
る
の
は
希
●
哲
学

の
末
期
に
現
れ
た
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
（P

lo
tin

o
s
 2

0
4
-2

6
9

）
の
哲
学
で
あ
る
。
西
洋
の
神
秘

主
義
は
凡
て
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
新
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
影
響
の
下
に
立
つ
と
い
う
も
過
言
で

な
い
程
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
。 

 

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
哲
学
は
そ
れ
が
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
呼
ば
れ
る
通
り
プ
ラ
ト
ン
哲
学

の
復
興
た
る
意
味
を
有
す
る
。
プ
ラ
ト
ン
哲
学
に
拠
れ
ば
、
感
覚
的
認
識
に
現
れ
る
所
の
生

滅
変
化
す
る
個
物
は
真
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
仮
象
に
止
ま
る
、
真
に
存
在

す
る
も
の
は
唯
理
性
に
由
っ
て
把
握
せ
ら
れ
る
普
遍
恒
常
の
イ
デ
ヤ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

個
物
は
イ
デ
ヤ
を
分
有
す
る
限
り
に
於
て
存
在
す
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
イ
デ

ヤ
も
そ
れ
の
普
遍
の
度
に
従
っ
て
種
々
の
段
階
を
形
造
る
。
其
最
高
の
イ
デ
ヤ
が
所
謂
善
の

イ
デ
ヤ
と
呼
ば
れ
る
イ
デ
ヤ
性
自
体
で
あ
る
。
イ
デ
ヤ
を
し
て
其
含
む
特
殊
の
部
分
の
調
和

的
な
る
統
一
た
ら
し
め
る
イ
デ
ヤ
性
の
原
理
が
善
の
イ
デ
ヤ
に
外
な
ら
な
い
。
斯
く
て
プ
ラ

ト
ン
に
於
て
は
調
和
的
統
一
の
理
性
的
原
理
た
る
、
真
と
美
と
合
一
せ
る
善
の
イ
デ
ヤ
を
根

拠
と
し
て
、
そ
れ
に
由
り
普
遍
恒
常
の
美
し
き
形
姿
に
統
一
せ
ら
る
る
イ
デ
ヤ
が
真
の
実
在

を
形
造
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
感
覚
的
認
識
に
於
て
捉
え
ら
れ
ず
、
比
量
的
思
惟
に
よ
っ
て

概
念
化
せ
ら
れ
ず
、
た
だ
美
し
き
個
物
を
機
縁
と
し
て
理
性
の
直
感
に
由
り
直
感
せ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
田
辺
氏
の
通
論
は
プ
ラ
ト
ン
に
つ
い
て
以
上
の
如
き
で
あ
る
の
で
今
少
し
附
加

し
て
お
く
。 

 

プ
ラ
ト
ン

P
la

to
n

 4
2
7
-3

4
7
B

.C
.

は
古
代
最
大
の
観
念
論
哲
学
者
で
ア
カ
デ
メ
イ
ア
の

創
設
者
で
あ
る
。
ア
テ
ナ
イ
の
貴
族
、
若
き
頃
か
ら
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
門
に
入
り
、
そ
の
教
と

そ
の
死
か
ら
深
い
感
銘
を
受
け
、
ま
た
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
数
学
や
そ
の
霊
魂
観
に
強
い
関

心
を
も
ち
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
の
相
対
主
義
や
デ
モ
ク
リ
ト
ス
そ
の
他
の
唯
物
論
と
対
決
し

つ
つ
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
教
え
た
「
霊
魂
の
気
づ
か
い
」
の
哲
学
と
そ
の
た
め
の
諸
徳
の
「
何

で
あ
る
か
」（
本
質
概
念
）
を
問
い
求
め
た
「
問
答
法
（
概
念
問
答
）」
を
継
承
し
発
展
さ
せ

た
。
そ
れ
は
形
而
上
学
的
に
固
定
し
完
結
し
た
体
系
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
弁
証
法
的
に

晩
年
ま
で
絶
え
ず
真
実
を
求
め
て
動
揺
し
て
い
る
点
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
批
判
的
精
神
を
継

い
だ
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
大
体
に
於
て
は
超
感
覚
的
、
理
性
的
な
一
般
者
（
普
遍
概
念
）

の
実
在
性
と
超
越
性
を
主
張
す
る
イ
デ
ヤ
の
説
を
基
調
と
す
る
霊
肉
二
元
論
的
な
観
念
論

哲
学
で
あ
る
。
こ
の
哲
学
は
、
彼
の
書
い
た
自
然
学
か
ら
認
識
論
、
国
家
論
、
神
学
に
わ
た

る
多
数
の
傑
作
が
完
全
に
後
世
に
伝
わ
っ
た
こ
と
や
、
そ
の
後
継
者
に
有
力
な
哲
学
者
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
や
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
を
得
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
の
殆
ど
の
学
問
や
思

想
に
、
功
罪
相
半
ば
す
る
深
い
影
響
を
与
え
て
き
た
。
こ
こ
で
「
イ
デ
ヤ
」
に
つ
い
て
今
少

し
詳
し
く
見
る
こ
と
と
す
る
。
イ
デ
ヤ
は
プ
ラ
ト
ン
的
哲
学
の
最
た
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
実
は
、
そ
の
壮
年
期
の
「
フ
ァ
ィ
ド
ン
」
で
も
ま
た
晩
年
の
「
テ
ィ

マ
イ
オ
ス
」
で
も
、
話
者
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
っ
て
持
ち
出
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
話
者
自
ら

の
説
で
は
な
く
て
、
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
、

そ
れ
を
直
ち
に
プ
ラ
ト
ン
の
説
と
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
の
諸
対
話
編
で
は

イ
デ
ヤ

id
e
a

は
ま
た
エ
イ
ド
ス

e
id

o
s

と
も
い
わ
れ
、
両
語
は
ほ
と
ん
ど
同
義
的
に
用
い

て
い
る
が
、
ど
ち
ら
も
「
見
る
」「
知
る
」
の
意
の
動
詞
と
同
根
の
名
詞
で
、
一
般
に
は
見
ら

れ
表
象
（
知
覚
）
さ
れ
て
い
る
物
の
形
・
姿
・
型
の
意
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
れ

ら
が
と
く
に
肉
の
目
（
感
官
知
覚
）
と
区
別
さ
れ
た
霊
の
目
（
理
性
の
直
感
、
思
考
）
で
直

観
さ
れ
思
考
さ
れ
る
普
遍
的
な
も
の
（
そ
の
意
味
で
の
形
相
、
種
類
、
普
遍
概
念
）
を
さ
す

語
と
し
て
用
い
ら
れ
だ
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
数
学
者
や
諸
徳
の
「
そ

も
そ
も
何
で
あ
る
か
」
を
問
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
数
学
者
は
、
そ
の
肉
の

目
で
は
砂
上
に
描
か
れ
た
不
完
全
な
種
々
特
殊
の
三
角
形
を
見
な
が
ら
、
霊
魂
の
目
で
は
別

の
全
く
正
確
な
三
角
形
そ
れ
自
体
（
三
角
の
イ
デ
ヤ
）
を
思
考
し
研
究
し
て
い
る
。
ソ
ク
ラ

テ
ス
は
こ
の
よ
う
な
思
惟
に
た
っ
て
、
正
し
く
あ
る
と
か
、
美
し
く
あ
る
と
か
言
わ
れ
述
語

さ
れ
る
あ
れ
こ
れ
の
経
験
的
事
例
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
そ
う
い
わ
れ
述
語
さ
れ
る
と
こ
ろ

の
そ
の
正
義
、
そ
の
美
と
は
何
で
あ
る
か
を
問
い
求
め
ら
れ
て
い
る
正
義
自
体
、
美
自
体
を
、

正
義
の
イ
デ
ヤ
、
美
の
イ
デ
ヤ
と
呼
ん
だ
。
こ
れ
だ
け
で
見
る
と
、
こ
こ
に
個
々
の
諸
事
物

と
区
別
さ
れ
て
そ
れ
自
体
と
か
イ
デ
ヤ
と
か
呼
ば
れ
た
も
の
は
、
今
日
の
論
理
学
用
語
で
は

個
物
に
対
す
る
「
種
」「
類
」
あ
る
い
は
特
殊
に
対
す
る
「
普
遍
」
あ
る
い
は
多
く
の
主
語
に

共
通
の
「
述
語
」
の
こ
と
、
即
ち
一
般
に
「
概
念
」
と
も
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
様

な
普
遍
的
な
も
の
を
表
わ
す
概
念
が
今
し
も
彼
等
に
よ
っ
て
思
想
史
上
初
め
て
自
覚
さ
れ

た
の
で
あ
る
。 

                  

も
の
の
統
一
を
思
惟
す
る
論
理
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
「
弁
証
法
」
を
十
分
に
認
め
な
い
限

り
は
、
分
析
論
理
の
、
哲
学
的
方
法
に
対
し
不
十
全
な
る
こ
と
か
ら
、
一
般
に
思
惟
を
斥
け
、

論
理
的
思
惟
は
対
立
か
ら
対
立
へ
と
動
き
、
常
に
相
対
の
圏
内
を
彷
徨
す
る
も
の
と
考
え
、

斯
る
比
量
的
思
惟d

is
k

u
rs

iv
e
s
 D

e
n

k
e
n

 (d
iscu

rs
u

s 

彷
徨
、d

iscu
re

re

彷
徨
す
る)

を

斥
け
て
、
直
感
的
に
相
対
（
自
己
）
の
絶
対
と
合
一
す
る
こ
と
を
以
て
哲
学
の
正
常
な
る
方

法
と
な
す
の
は
自
然
の
事
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
神
秘
的
方
法
」
で
あ
る
。
哲
学
上
に
於
て
は
、

「
反
省
」
の
間
接
な
る
に
対
し
、
生
の
直
接
の
意
識
を
「
体
験
」
と
称
す
る
が
、
体
験
を
知

識
の
立
場
か
ら
観
て
「
直
感
」
と
い
う
。
神
秘
的
直
感
は
絶
対
と
相
対
と
の
合
一
の
体
験
に

由
る
直
観
で
あ
る
。
そ
れ
は
相
対
の
絶
対
に
対
す
る
対
立
的
独
立
性
を
認
め
な
い
こ
と
に
特

色
を
有
す
る
。
従
っ
て
相
対
な
る
も
の
の
相
対
と
し
て
独
立
の
意
義
を
有
す
る
こ
と
を
要
求

す
る
歴
史
を
否
定
し
文
化
を
否
定
し
て
、
絶
対
に
の
み
真
実
の
存
在
性
を
認
め
、
一
切
相
対

を
此
絶
対
の
統
一
に
吸
収
す
る
傾
向
を
多
か
れ
少
か
れ
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
相

対
の
反
省
を
媒
介
す
る
こ
と
な
し
に
、
直
接
に
絶
対
の
統
一
に
於
て
生
き
る
こ
と
を
信
仰
の

内
容
と
す
る
宗
教
と
、
傾
向
上
、
相
一
致
す
る
所
多
き
は
明
で
あ
ろ
う
。 

―

実
在―

（
二
） 

反
省
の
学 

即
ち
、
一
、
神
秘
的
方
法
、
二
、
反
省
的
方
法
、
三
、
弁
証
（
的
方
）
法
、
の
三
つ
。
そ
し
て
、
二
の

反
省
的
方
法
を
、
イ
、
客
観
主
義
即
ち
存
在
論
的
方
法
、
ロ
、
主
観
主
義
即
ち
認
識
批
判
的
方

法
、
、
ハ
、
客
観
即
主
観
主
義
的
即
ち
解
釈
学
的
方
法
の
三
つ
に
分
つ
。
そ
の
中
ロ
の
認
識
批
判
的

方
法
に
カ
ン
ト
の
先
験
論
方
法
と
ハ
イ
デ
ッ
カ
ー
の
自
覚
存
在
論
的
方
法
と
を
包
括
す
る
。
更
に

三
の
弁
証
法
を
、
イ
、
観
念
弁
証
法
、
ロ
、
唯
物
弁
証
法
、
ハ
、
絶
対
弁
証
法
の
三
つ
に
分
け
る
の
で

あ
る
。 

神
道
も
暫
く
の
間
、
こ
の
哲
学
的
方
法
に
よ
り
、
哲
学
の
歴
史
の
あ
と
を
調
べ
、
近
代
哲
学
が

そ
の
究
極
と
せ
る
と
こ
ろ
を
探
ね
て
い
く
こ
と
と
す
る
。 

 
 

私
が
神
道
を
書
く
所
以
の
も
の
は
、
真
理
は
別
々
に
存
在
す
る
も
の
で
な
く
、
宇
宙
の
根
元
か

ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
且
つ
、
本
来
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
の
宇
宙
人
生
に
於
て
、
そ
の
宗
教
哲

学
思
想
が
異
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
も
、
そ
の
根
源
は
一
つ
で
あ
り
、し
か
も
そ
れ
は
生
命
的

統
一
が
な
さ
れ
て
い
る
筈
で
あ
り
、
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
で
統
一
さ
れ
、
な
お
、
そ
こ
に
根
や
幹
や

枝
や
葉
が
あ
っ
て
統
一
さ
れ
て
い
る
一
本
の
樹
の
よ
う
に
生
命
的
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
る
か
ら
で

あ
り
、
そ
れ
が
明
か
に
さ
れ
て
こ
そ
真
の
宇
宙
と
人
生
の
明
徳
が
明
か
に
さ
れ
、
真
の
大
和
世
界

が
建󠄁
設
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

愚
か
な
れ
ど
も
息
長
く
書
き
つ
づ
け
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。 

一
般
に
認
識
論
上
の
用
語
と
し
て
第
一
次
の
客
観
の
優
先
を
最
後
ま
で
全
面
的
に
固
執
す

る
立
場
を
「
実
在
論
」
と
云
い
、
第
二
次
の
主
観
の
優
先
を
認
め
る
立
場
を
「
観
念
論
」
と
言
う

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
哲
学
上
か
ら
す
れ
ば
、
「
実
在
論
」
は
哲
学
の
否
定
（
神
を
客
観
的
絶
対
的

に
み
る
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
）
で
あ
り
、
哲
学
は
必
然
的
に
「
観
念
論
」
で
あ
る
。
併
し
、
ま
た
、
「
実

在
論
」
を
排
斥
し
て
し
ま
う
「
観
念
論
」
も
前
述
し
た
如
く
、
そ
の
抽
象
性
に
よ
り
却
て
自
己
を

否
定
し
、
哲
学
を
不
可
能
に
す
る
。
こ
こ
に
於
て
第
三
次
の
反
省
、
即
ち
主
観
客
観
の
統
一
の
立

場
が
要
求
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
於
て
は
単
な
る
主
観
も
単
な
る
客
観
も
否
定
さ
れ
、
超
越
的
全

体
が
実
現
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
実
在
観
念
論
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
主
観
と
客
観
と
の
対

立
を
絶
対
否
定
的
に
統
一
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
「
絶
対
反
省
」
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
こ
れ

が
哲
学
上
の
「
絶
対
自
覚
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
れ
を
「
絶
対
知
」
と
称
し

た
。 フ

ィ
ヒ
テ
や
ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
え
る
が
如
く
哲
学
は
「
哲
学
に
は
他
の
学
に
於
け
る
が
如
き
意
味

に
於
て
の
始
め
は
無
い
。
そ
れ
は
一
つ
の
円
環
を
形
造
る
」
も
の
で
、
哲
学
は
、
哲
学
の
方
法
に
関

す
る
論
議
は
哲
学
的
思
索
に
先
だ
っ
て
そ
の
思
索
の
方
法
を
学
ぼ
う
と
す
る
の
で
も
な
く
、一
つ

の
も
の
が
他
の
も
の
の
予
備
的
序
論
を
な
す
如
き
も
の
で
な
く
、
思
索
に
於
て
思
索
の
方
法
を 
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死
か
ら
深
い
感
銘
を
受
け
、
ま
た
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
数
学
や
そ
の
霊
魂
観
に
強
い
関
心
を
も

ち
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
の
相
対
主
義
や
デ
モ
ク
リ
ト
ス
そ
の
他
の
唯
物
論
と
対
決
し
つ
つ
、
ソ
ク

ラ
テ
ス
の
教
え
た
「
霊
魂
の
気
づ
か
い
」
の
哲
学
と
そ
の
た
め
の
諸
徳
の
「
何
で
あ
る
か
」
（
本
質

概
念
）
を
問
い
求
め
た
「
問
答
法
（
概
念
問
答
）
」
を
継
承
し
発
展
さ
せ
た
。
そ
れ
は
形
而
上
学

的
に
固
定
し
完
結
し
た
体
系
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
弁
証
法
的
に
晩
年
ま
で
絶
え
ず
真
実

を
求
め
て
動
揺
し
て
い
る
点
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
批
判
的
精
神
を
継
い
だ
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、

大
体
に
於
て
は
超
感
覚
的
、理
性
的
な
一
般
者
（
普
遍
概
念
）
の
実
在
性
と
超
越
性
を
主
張
す

る
イ
デ
ヤ
の
説
を
基
調
と
す
る
霊
肉
二
元
論
的
な
観
念
論
哲
学
で
あ
る
。
こ
の
哲
学
は
、
彼
の

書
い
た
自
然
学
か
ら
認
識
論
、
国
家
論
、
神
学
に
わ
た
る
多
数
の
傑
作
が
完
全
に
後
世
に
伝
わ

っ
た
こ
と
や
、
そ
の
後
継
者
に
有
力
な
哲
学
者
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
を
得
た
こ
と

な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
の
殆
ど
の
学
問
や
思
想
に
、功
罪
相
半
ば
す
る
深
い
影
響
を
与
え
て
き

た
。
こ
こ
で
「
イ
デ
ヤ
」
に
つ
い
て
今
少
し
詳
し
く
見
る
こ
と
と
す
る
。
イ
デ
ヤ
は
プ
ラ
ト
ン
的
哲

学
の
最
た
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
実
は
、
そ
の
壮
年
期
の
「
フ
ァ
ィ
ド
ン
」

で
も
ま
た
晩
年
の
「
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
」
で
も
、
話
者
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
っ
て
持
ち
出
さ
れ
、
し
か
も

そ
れ
が
話
者
自
ら
の
説
で
は
な
く
て
、ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
語
ら
れ

て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
直
ち
に
プ
ラ
ト
ン
の
説
と
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
の
諸
対
話

編
で
は
イ
デ
ヤid

e
a

は
ま
た
エ
イ
ド
スe

id
o
s

と
も
い
わ
れ
、
両
語
は
ほ
と
ん
ど
同
義
的
に
用

い
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
も
「
見
る
」
「
知
る
」
の
意
の
動
詞
と
同
根
の
名
詞
で
、
一
般
に
は
見
ら
れ

表
象
（
知
覚
）
さ
れ
て
い
る
物
の
形
・
姿
・
型
の
意
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
が
と
く

に
肉
の
目
（
感
官
知
覚
）
と
区
別
さ
れ
た
霊
の
目
（
理
性
の
直
観
、
思
考
）
で
直
観
さ
れ
思
考
さ

れ
る
普
遍
的
な
も
の
（
そ
の
意
味
で
の
形
相
、
種
類
、普
遍
概
念
）
を
さ
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ

だ
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
数
学
者
や
諸
徳
の
「
そ
も
そ
も
何
で
あ
る
か
」
を

問
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
数
学
者
は
、そ
の
肉
の
目
で
は
砂
上
に
描
か
れ
た
不
完

全
な
種
々
特
殊
の
三
角
形
を
見
な
が
ら
、
霊
魂
の
目
で
は
別
の
全
く
正
確
な
三
角
形
そ
れ
自

体
（
三
角
の
イ
デ
ヤ
）
を
思
考
し
研
究
し
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
の
よ
う
な
思
惟
に
た
っ
て
、

正
し
く
あ
る
と
か
、
美
し
く
あ
る
と
か
言
わ
れ
述
語
さ
れ
る
あ
れ
こ
れ
の
経
験
的
事
例
に
つ
い

て
、
そ
れ
ら
が
そ
う
い
わ
れ
述
語
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
そ
の
正
義
、
そ
の
美
と
は
何
で
あ
る
か
を
問

い
求
め
ら
れ
て
い
る
正
義
自
体
、美
自
体
を
、
正
義
の
イ
デ
ヤ
、
美
の
イ
デ
ヤ
と
呼
ん
だ
。こ
れ
だ

け
で
見
る
と
、
こ
こ
に
個
々
の
諸
事
物
と
区
別
さ
れ
て
そ
れ
自
体
と
か
イ
デ
ヤ
と
か
呼
ば
れ
た

も
の
は
、
今
日
の
論
理
学
用
語
で
は
個
物
に
対
す
る
「
種
」
「
類
」
あ
る
い
は
特
殊
に
対
す
る

「
普
遍
」
あ
る
い
は
多
く
の
主
語
に
共
通
の
「
述
語
」
の
こ
と
、
即
ち
一
般
に
「
概
念
」
と
も
い
わ

れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
普
遍
的
な
も
の
を
表
わ
す
概
念
が
今
し
も
彼
等
に
よ
っ
て
思
想

史
上
初
め
て
自
覚
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 
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精
一
、抱
一 

 

私
共
が
真
剣
に
人
生
を
生
き
抜
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
確
く
こ
の
「
一
」
を
執
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

志
操
を
堅
く
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
「
惟
れ
精
、
惟
れ
一
」
し
て
允
に
厥
の
中
を
執
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

老
子
に
も
「
聖
人
一
を
抱
い
て
天
下
の
式
と
な
る
」
と
言
う
て
あ
る
が
、私
共
は
真
剣
に
「
執
一
」

し
、
「
抱
一
」
す
る
の
生
活
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
近
代
の
倫
理
説
の
多
く
は
、
人
格
の
実
現
に
は

真
善
美
聖
健
富
寿
名
位
貨…

…

す
べ
て
無
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
い
う
が
、
然
し
浮
世

は
ま
ま
な
ら
ぬ
も
の
、
か
か
る
考
え
よ
り
す
れ
ば
寧
ろ
人
生
は
「
永
遠
に
満
た
さ
れ
ざ
る
欲
望

の
連
続―

シ
ョ
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル―

」
で
あ
る
。
私
共
は
「
多
」
な
る
欲
求
を
次
々
と
求
め
廻
っ
て
多

岐
亡
羊
の
生
活
に
喘
ぎ
、
結
局
は
何
も
の
を
も
得
ず
し
て
酔
生
夢
死
す
る
よ
り
は
、
希
く
ば

「
予
万
死
す
と
雖
も
、
豈
汝
と
離
る
る
に
忍
び
ん
や
」
と
い
う―
「
一
」
を
確
く
抱
い
て
、
其
の

「
志
」
に
一
切
を
捧
げ
尽
し
て
行
こ
う
と
い
う
生
活
こ
そ
感
激
あ
る
人
生
で
は
な
い
か
。
私
共
が

「
志
」
の
為
に
一
切
を
捧
げ
尽
し
て
殉
ず
る―

其
処
に
始
め
て
不
壊
の
金
剛
力
は
生
じ
て
来
る
。

百
尺
竿
頭
一
歩
を
進
め
て
、
双
手
空
拳
奮
然
大
虚
空
に
跳
下
り
る
時
、
其
処
に
始
め
て
今
ま
で

は
知
り
得
ざ
り
し
新
天
地
が
開
け
る
の
で
あ
る
。
我
が
「
志
」
の
た
め
に
は
、
我
が
「
命
」
の
一
切

を
挺
し
て
驀
直
去
す
る
処
に
こ
そ
、
始
め
て
随
処
作
主
の
安
立
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
真
個

永
遠
の
生
命
に
生
き
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
斯
く
て
「
武
士
道
と
い
う
こ
と
は
、
即
ち
死
ぬ
こ
と
と

見
つ
け
た
り
」
と
い
う
葉
隠
（
佐
賀
藩
に
伝
わ
れ
る
武
士
道
の
書
）
の
教
に
、
い
つ
も
な
が
ら
私

共
は
粛
然
と
し
て
襟
を
正
さ
し
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
「
志
」
の
為
に
は
何
時
に
て
も
死
を
辞

せ
ぬ―

其
の
志
操
の
下
に
、
其
の
没
我
の
下
に
、
其
の
不
惜
身
命
の
精
進
の
下
に
、
始
め
て
弘
毅

に
し
て
自
由
な
る
「
士
」
の
溌
剌
た
る
生
活
が
生
じ
て
来
る
の
で
あ
る
。 

  
 

   
   

 

過
去
と
未
来                        

三
浦 

夏
南 

 

日
記
を
つ
け
る
と
良
い
と
い
う
話
は
よ
く
聞
く
こ
と
だ
が
、こ
れ
に
は
一
体
ど
う
い
う
意
味
が

あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
に
、過
去
と
現
在
を
比
べ
て
、
「
足
る
を
知
る
」
こ
と
が
出

来
る
と
い
う
こ
と
が
一
番
の
効
用
で
は
な
い
か
と
思
う
。
過
去
の
自
分
と
今
の
自
分
を
比
べ
る

と
、
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
、
進
歩
し
て
き
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
昨
日
よ
り
も

今
日
が
よ
り
よ
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
実
感
は
、
今
日
よ
り
も
明
日
が
よ
く
な
る
と
い
う
希
望
へ

と
つ
な
が
る
。
こ
の
希
望
を
持
つ
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
人
生
は
楽
し
く
な
る
。
し
か
し
人
間
は
、
こ

れ
ま
で
の
過
去
を
振
り
返
る
よ
り
も
、
未
来
ば
か
り
を
追
っ
て
し
ま
う
。
未
来
は
常
に
高
く
美

し
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
見
良
い
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
が
、美
し
い
未
来
の
自
分
、
な
る
べ

き
理
想
の
自
分
に
比
し
て
、
現
実
が
あ
ま
り
に
も
ち
っ
ぽ
け
に
見
え
て
し
ま
う
こ
と
も
少
な
く

な
い
。
こ
れ
は
未
来
の
自
分
に
対
す
る
現
実
の
自
分
の
不
足
を
感
ず
る
こ
と
に
繋
が
り
、
焦
り

を
生
ん
で
し
ま
う
。
考
え
て
見
れ
ば
、
現
代
の
世
の
中
と
い
う
の
は
未
来
の
為
に
現
実
を
浪
費

す
る
こ
と
が
あ
ま
り
に
も
当
然
の
世
の
中
に
な
っ
て
い
る
。こ
れ
は
表
面
的
に
は
進
歩
的
に
見
え

る
け
れ
ど
も
、
実
際
に
は
現
実
へ
の
集
中
を
失
い
、
理
想
の
未
来
へ
の
歩
み
は
却
っ
て
遅
い
も
の

と
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。人
が
現
実
に
集
中
し
、
質
の
高
い
今
を
生
き
る
為
に
は
過
去
を
省
み

て
感
謝
す
る
と
い
う
こ
と
が
必
須
で
あ
る
。
現
在
の
自
分
に
至
れ
た
こ
と
の
有
り
難
さ
、
不
可

思
議
さ
を
こ
れ
ま
で
歩
ん
で
来
た
自
ら
の
道
の
り
に
対
し
て
忘
れ
て
し
ま
う
の
は
、
忘
恩
で
あ

り
、
不
遜
で
あ
る
。こ
の
心
が
あ
る
限
り
大
切
な
現
在
に
没
頭
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
し
、理
想

の
未
来
に
近
づ
く
こ
と
も
で
き
な
い
。
志
、
目
標
を
立
て
る
こ
と
は
出
来
る
が
、
未
来
が
如
何
に

展
開
す
る
か
は
神
の
み
ぞ
知
る
、
人
間
に
は
不
可
知
な
領
域
で
あ
る
。
そ
の
不
可
知
な
領
域
に

対
し
て
、心
配
す
る
こ
と
は
思
っ
て
い
る
以
上
に
害
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
、
シ
ナ
に
「
法
を
行
い
て

以
て
命
を
待
つ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
法
と
は
天
理
で
あ
り
、
人
の
守
る
べ
き
道
で
あ
る
。
そ

れ
を
行
っ
て
後
は
天
命
を
待
つ
ば
か
り
で
、
そ
れ
が
成
功
す
る
の
か
失
敗
す
る
の
か
は
我
々
人
が

考
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
心
静
か
に
待
つ
と
い
う
態
度
は
敬
虔
な
人
間
で

な
け
れ
ば
な
か
な
か
出
来
な
い
こ
と
で
あ
る
。
凡
夫
は
過
去
の
恩
を
忘
れ
て
、
未
来
の
利
ば
か
り

を
妄
想
す
る
も
の
で
あ
る
。
過
去
に
向
か
わ
な
い
心
は
必
ず
未
来
に
向
か
っ
て
し
ま
う
も
の
で

あ
る
。
我
々
は
意
識
し
て
過
去
の
事
を
思
い
出
し
、大
切
な
日
々
に
感
謝
を
捧
げ
る
べ
き
で
あ
る
。
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ミ
ク
ロ
な
話
で
言
え
ば
、
草
取
り
の
時
に
こ
の
こ
と
を
実
感
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
草
を
引
い
て

来
た
こ
れ
ま
で
を
振
り
返
る
と
美
し
く
な
っ
た
畑
に
心
は
喜
ぶ
が
、
ま
だ
草
の
取
れ
て
い
な
い
前

方
を
見
る
と
、
そ
の
前
途
の
険
し
さ
に
意
欲
が
そ
が
れ
て
し
ま
う
時
が
あ
る
。
自
然
農
を
習
っ
て

い
た
こ
ろ
に
決
し
て
時
間
や
先
の
作
業
の
行
程
を
頭
に
描
い
て
は
な
ら
な
い
と
教
わ
っ
た
が
、
ま

さ
に
真
理
で
あ
る
。
未
来
を
敢
え
て
見
ぬ
と
い
う
こ
と
は
逃
避
の
よ
う
に
一
見
す
る
と
見
え
る

け
れ
ど
も
、
現
在
に
集
中
す
る
た
め
の
大
切
な
心
得
で
あ
り
、
現
在
へ
の
集
中
の
積
み
重
ね
が

未
来
を
築
き
上
げ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
こ
れ
こ
そ
真
に
未
来
を
考
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

                      
 

と
よ
く
も
農
園
だ
よ
り                        

三
浦 

美
恵   

  

畑
の
隅
っ
こ
で
真
っ
赤
に
咲
い
た
彼
岸
花
が
、
秋
の
訪

れ
を
教
え
て
く
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
例
年
よ
り
早
く

か
ら
過
ご
し
や
す
い
気
候
と
な
り
、
い
よ
い
よ
里
芋
の
収

穫
も
始
ま
り
ま
し
た
。
試
し
に
掘
っ
て
み
る
と
割
れ
や

腐
り
も
無
く
、
立
派
な
里
芋
が
出
て
き
ま
し
た
。
初
収

穫
し
た
里
芋
は
、
早
速
芋
炊
き
に
し
て
家
族
で
お
い
し

く
頂
き
ま
し
た
。
今
年
も
、秋
冬
の
我
が
家
の
定
番
メ
ニ

ュ
ー
に
な
り
そ
う
で
す
。 

ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
は
気
温
の
低
下
と
と
も
に
収
穫
量
も

落
ち
、
先
月
の
半
分
以
下
に
な
っ
て
い
ま
す
。
一
日
二
回

し
て
い
た
収
穫
も
朝
の
一
回
の
み
と
な
り
ま
し
た
。
春

か
ら
秋
に
か
け
て
長
期
間
収
穫
で
き
る
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス

で
す
が
、唯
一
冬
だ
け
は
土
の
中
で
お
休
み
し
、来
期
に

向
け
て
の
力
を
蓄
え
る
時
期
で
す
。
収
穫
か
ら
防
除
や

土
づ
く
り
に
比
重
を
移
し
、
来
年
以
降
の
ア
ス
パ
ラ
ガ

ス
を
育
て
る
こ
と
に
力
を
入
れ
て
い
き
た
い
で
す
。 

ネ
ギ
は
猛
暑
や
長
雨
と
い
っ
た
夏
の
急
激
な
気
候
の

変
化
に
耐
え
き
れ
ず
、
病
気
に
な
る
も
の
も
出
て
き
ま

し
た
。
雨
上
が
り
に
は
側
面
の
マ
ル
チ
を
カ
ッ
タ
ー
で
切

っ
て
湿
度
を
下
げ
た
り
、
石
灰
を
撒
い
て
土
壌
消
毒
を

行
っ
た
り
し
て
、
こ
れ
以
上
被
害
が
拡
大
し
な
い
よ
う

手
を
打
ち
ま
し
た
。
一
般
的
に
一
年
の
う
ち
で
最
も
ネ

ギ
の
栽
培
が
難
し
い
と
い
わ
れ
て
い
る
夏
で
す
が
、
来
年
に
は
ネ
ギ
が
暑
さ
に
や
ら
れ
に
く
い
よ

う
、
マ
ル
チ
の
色
・
種
類
、定
植
位
置
、定
植
時
間
、水
や
り
方
法
を
工
夫
し
て
、
今
年
以
上
に
良

い
ネ
ギ
が
収
穫
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
で
す
。 

ま
た
、
今
月
は
台
風
の
影
響
で
収
穫
間
近
の
ネ
ギ
四
十
キ
ャ
リ
ー
分
が
倒
さ
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
台
風
の
間
は
倉
庫
で
里
芋
の
根
を
ち
ぎ
る
作
業
を
し
よ
う
と
、
前
日
に
里
芋
六
十
キ
ャ
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リ
ー
分
を
持
ち
帰
っ
て
い
た
た
め
、
台
風
の

翌
日
は
里
芋
と
ネ
ギ
両
方
の
作
業
に
追
わ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
と
て
も

自
分
達
だ
け
で
は
手
に
負
え
な
い
と
思
い
、

出
勤
予
定
で
は
な
か
っ
た
ア
ル
バ
イ
ト
の
方

や
親
戚
に
連
絡
を
取
る
と
、
急
な
誘
い
に
も

関
わ
ら
ず
八
人
の
方
が
手
伝
い
に
来
て
く

だ
さ
り
ま
し
た
。
大
勢
で
作
業
を
す
る
と
、

倉
庫
に
山
積
み
に
な
っ
て
い
た
キ
ャ
リ
ー
が

み
る
み
る
う
ち
に
減
っ
て
い
き
、
あ
っ
と
い
う
間
に
出
荷

調
整
が
終
わ
り
ま
し
た
。
農
業
は
、
今
回
の
よ
う
に
大

勢
で
す
る
と
あ
っ
と
い
う
間
で
、
雑
談
を
し
な
が
ら
楽

し
く
で
き
ま
す
。
昔
か
ら
田
植
え
や
収
穫
時
期
に
は
、

親
戚
同
士
が
声
を
掛
け
合
い
、
お
互
い
の
手
伝
い
を
し

て
い
た
そ
う
で
す
。
私
達
も
、
農
業
を
始
め
た
当
初
は

二
人
で
し
た
が
、
今
で
は
主
人
、
長
男
、
義
弟
、
私
の
四

人
で
一
緒
に
し
て
い
ま
す
。
ま
だ
幼
い
た
め
普
段
農
作

業
は
で
き
な
い
甥
や
次
男
も
、
天
気
の
い
い
日
に
は
義

妹
が
畑
に
連
れ
て
い
き
、
で
き
る
だ
け
時
間
を
共
に
し

て
い
ま
す
。
今
ま
で
は
農
業
で
生
計
を
立
て
て
、
家
族

全
員
が
就
農
す
る
事
を
目
標
に
し
て
き
ま
し
た
が
、
就
農
し
た
三
年
前
と
比
較
す
る
と
大
き

く
前
進
し
ま
し
た
。
今
後
は
さ
ら
に
自
給
自
足
を
進
め
て
い
け
る
よ
う
、
来
年
か
ら
は
手
始
め

に
米
の
栽
培
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
調
味
料
を
自
ら
の
手
で
作
っ
た
り
、家

畜
を
飼
っ
た
り
、
蚕
を
育
て
た
り
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
理
想
は
遠
大
で
す
が
、
ま
ず
は
目

前
の
こ
と
を
着
実
に
行
い
、
一
歩
ず
つ
進
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
日
も
張
り
切
っ
て
、朝

か
ら
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
の
収
穫
に
向
か
い
ま
す
。 

   

 

★
今
後
の
予
定 

 
 

先
月
に
引
き
続
き
個
別
で
の
勉
強
会
の
対
応
を
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。ご
希
望
の
方 

は
事
務
局
ま
で
お
電
話
く
だ
さ
い
。 

 ★
一
燈
照
偶 

万
燈
照
国 

 
 

ひ
の
心
を
継
ぐ
会
は
竹
葉
秀
雄
・
近
藤
美
佐
子
両
先
生
の
精
神
を
継
承
し
、
発
展
さ

せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
生
ま
れ
た
会
で
す
。一
人
の
「
ひ
」
の
精
神
が
周
囲
の
人
々
の

心
に
「
ひ
」
を
燈
し
、
や
が
て
そ
れ
が
国
を
照
ら
す
「
ひ
」
に
な
る
こ
と
を
願
い
、
活
動
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。
皆
様
に
は
何
卒
ご
理
解
と
ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
宜
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

★
年
会
費 

一
般
会
員 

    
   

三
千
円 

賛
助
会
員 

    
   

一
万
円 

特
別
賛
助
会
員 

   

三
万
円 

支
援
会
員 

 
 
 

一
万
円 

 

★
振
込
先 

 

「
ひ
の
心
を
継
ぐ
会
」 

 

愛
媛
銀
行
・
本
町
支
店
・
普
通
預
金 

 

口
座
番
号 

６
１
４
２
７
３
５ 

  


