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べ
き
で
あ
る。

ま
た^

不
正
を
な
す
が

こ
こ
で
わ
た
く
し
が
取
り
あ
げ
る
の
は、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
さ
ま
ざ
ま
な。ハ
ラ
ド
ソ
ク
ス
の
な
か
で
特
に
人
口
に
胴
炎
し
て
い
る
「
徳
は
知
識
で
あ
る。
従
っ
て
悪
し
き

行
為
は
無
知
に
よ
る
の
で
あ
っ
て、

何
人
も
み
ず
か
ら
す
す
ん
で
悪
を
な
さ
な
い」
と
い
う一
連
の
命
題
が
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
こ
と、

す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
こ
の
命
題
が
当
時
す
で
に。ハ
ラ
ド
ノ
ク
ス
と
し
て
人
び
と
の
耳
目
を
ひ
い
て
い
た
こ
と
は、
プ
ラ
ト
ン
の
諸
対

話
篇、

ク
セ
ノ
峠
ン
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
思
い
出』
（
三.
9.
 4
,___,5,
 IV.
 6.
 6)
 ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学』
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f

.
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等
か
ら
明
ら
か
で
あ
る。
そ

し
て
当
時
の
人
び
と
に
と
っ
て
そ
れ
が。ハ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
っ
た
よ
う
に、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
こ
の
命
題
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
理
解
の
最
大
の
難
問
で
あ
る。
こ
の
命
題

は
絶
え
ず
お
の
が
行
為
が
お
の
れ
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
ぬ
弱
さ
に
苦
し
め
ら
れ
る
わ
れ
わ
れ
の
日
日
の
経
験
に
真
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
し、

盾
を
避
け
て
何
ら
か
の
形
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
命
題
を
忍
め
よ
う
と
す
れ
ば、

何
人
も
悪
と
知
っ
て
悪
を
行
な
わ
な
い
と
い
う
場
合
の
知
識
と
は、

知
れ
ば
必
ず
行
わ
ざ
る
を

得
な
い
よ
う
な
知
識
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て、

知
り
な
が
ら
行
為
し
な
い
よ
う
な
知
識
を
知
識
と
は
呼
ば
な
い
と
す
る
以
外
に
な
い。

だ
け
で
の
矛
盾
の
回
避
が
何
の
解
決
に
も
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い。
と
こ
ろ
で、

四
七

よ
り
正
確
に
は
何
を
意
味

ま
た
も
し
こ
の
矛

し
か
し
こ
の
よ
う
な
言
葉
の
上

わ
た
く
し
が
こ
の
命
題
の
意
味
を
真
剣
に
考
え
る
機
縁
と
な
っ
た
の
は、

矯
正
可
能
な
不
正
を
な
す
人
び
と
の
場
合、

す
べ
て
不
正
な
人
は
み
ず
か
ら
す
す
ん
で
不
正
な
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
第

最
大
の
悪
の
ど
れ―
つ
も
何
人
も
み
ず
か
ら
す
す
ん
で
獲
得
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
で
あ
ろ
う。
ま
し
て、

自
分
が
所
有
す

る
も
の
の
な
か
で
も
っ
と
も
貴
重
な
も
の
の
な
か
に
お
い
て
そ
う
す
る
こ
と
は
な
い。
そ
し
て
魂
こ
そ、

じ
つ
は
『
法
律』
の
中
の
次
の
箇
所
で
あ
っ
た。

|
—
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
批
判
を
め
ぐ
っ
て
|
|i

ヽヽ

ソ

ク

ラ

テ

ス

の

パ

ラ

ー

ッ

ク

ス

ま
こ
と
に
万
人
に
と
っ
て
も
っ
と
も
貴
重
な
も
の
な
の
で
あ

池

田

美

恵



を
否
定
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
ー
ー
絶
対
的
蒋
遍
的
な
真
理
と
し
て

る。

従
っ
て、

こ
の
も
っ
と
も
貴
重
な
も
の
の
な
か
に、

何
人
も
最
大
の
悪
を
み
ず
か
ら
す
す
ん
で
取
り
い
れ、

『
法
律』

の
こ
の
章
句
こ
そ、

ソ
ク
ラ
テ
ス
命
題
が
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
道
徳
の
中
心
問
題
を
な
す
こ
と、

単
に
初
期
の
い
わ
ゆ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
対
話
篇
の
中
心
間
屈
で

あ
る
だ
け
で
な
く、

生
罪
を
通
じ
て
中
心
間
題
で
あ
り
つ
づ
け
た
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る。

と
い
っ
て
も、

と
っ
て
不
変
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

む
し
ろ、

こ
の
命
題
へ
の
理
解
の
深
ま
り
を
通
し
て、

わ
れ
わ
れ
が。
フ
ラ
ト
ン
の
道
徳
思
想
の
発
展
を
見
る
こ
と
が
で

ガ
ス
リ
ー
は
こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
命
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る。

。ハ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
彼
の
「
あ
る
も
の
は
あ
る
」

と
い
う
主
張
に
よ
っ
て
存
在
論
に
対
し
て
な
し
た
こ
と
を、

に
よ
っ
て
倫
理
学
に
対
し
て
な
し
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う。

両
者
は
哲
学
を
全
く
新
し
い
方
向
へ
と
向
け
か
え
た
の
で
あ
り、

に
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
の
背
後
に
あ
る
概
念
を
吟
味
し
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、

た。

こ
れ
ら
の
言
葉
は
そ
れ
ま
で
単
独
な
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
あ
い
だ
は、

多
く
の
意
味
を
わ
れ
わ
れ
の

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
何
か
を
ー
|ー
哲
学
の
進
歩
は
こ
の
何
か
に、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
バ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
解
釈
に
つ
い
て、

ラ
テ
ス
が
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
あ
る
な
ら、

ど
う
し
て
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
や
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
の
よ
う
な
野
心
的
な
俊
秀
た
ち
が、

い
っ
た
と
し
て
も、

そ
の
若
ぎ
一

時
期
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
魅
力
に
ひ
か
れ
た
か
は
全
く
理
解
で
き
な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
は
正
に
そ
の
通
り
で
あ
る。

セ
ノ
ポ
ソ
自
身
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
理
解
と
は
別
に、

彼
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
外
面
的
言
動
と
し
て
伝
え
て
い
る
と
こ
ろ
は
事
実
と
し
て
受
け
と
る
べ
き
て
あ
る
し、

ラ
ト
ン
の
記
述
と
は
矛
盾
し
て
も
い
な
い
。

む
し
ろ
両
者
の
一

致
は
プ
ラ
ト
ソ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
條
の
客
観
性
を
保
証
す
る
役
に
も
立
つ
わ
け
で
あ
る。

こ
の
点
一

見
頗
る

客
観
的
に
み
え
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
直
接
の
弟
子
で
は
な
い
か
ら、

彼
ら
の
よ
う
に
師
に
対
す
る
深
い
感
情
か
ら
主
観
的
に
な
る
お
そ
れ
が
な
く、

他
方
ソ
ク
ラ
テ
ス
に

き
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
そ
う
な
の
で
あ
る。

し
て
な
い
で
あ
ろ
う
(
V.

731
C)
 

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

ま
ず
ク
セ
ノ
玉
ソ
の

か
ら
始
め
よ
う。

ク
セ
ノ。
ポ
ソ
の

の
価
値
に
つ
い
て、

も
し
ク
セ
ノ。
ホ
ソ
の
ソ
ク

か
ら
隠
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た。

両
者
と
も
諮

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
彼
の
「
徳
は
知
識
で
あ
る
」

と
い
う
命
隠

そ
れ
は
こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
命
題
の
内
容
が。
フ
ラ
ト
ン
に

と
も
に
―

つ
の
単
純
な
命
題
を、

そ
こ

よ
り
す
ぐ
れ
た
も
の
に
仕
上
げ
る
仕
事
を
後
継
者
た
ち
に
残
し
た
の
で

あ
っ

よ
り
大
き
な
全
体
の
な
か
で
の
そ
れ
の
あ
る
べ
ぎ
位
置
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
が、

決
し
て
そ
れ

(
l)
 
こ
。t
つ

た
と
え
最
終
的
に
は
彼
か
ら
離
れ
て

し
か
し
ク

そ
れ
と
プ

、

し
ば
し
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
立
場
か
ら
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
誤
解
で
あ
る
の
と
好
対
照
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
思
う。

一

生
を
通
じ
て
そ
れ
を
所
有
し
て
生
き
る
こ
と
は
決

四

八



れ
ら
を
知
ら
な
い
人
び
と

さ
て、

ま
ず
ク
セ
ノ
ポ
ン
の
証
言
で
あ
る
が、

て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

つ
い
て
直
接
に
で
は
な
い
に
し
て
も、

多
く
の
知
識
を
得
る
こ
と
の
で
き
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら、

彼
の
証
言
の
客
観
性
は
非
常
に
高
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
多

い。
し
か
し、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
本
当
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
思
想
の
迎
解
者
て
あ
り
伝
達
者
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か。

も
ち
ろ
ん
先
に
ク
セ
ノ
ボ
ン
に
つ
い
て
述
べ
た
よ
う

に、

事
実
に
つ
い
て
の
証
言
と
思
想
の
理
解
な
い
し
批
判
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
は
な
ら
ず、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
批
判
か
誤
解
の
上
に
立
っ
て
い
る
と
し

て
も、

彼
の
事
実
に
つ
い
て
の
証
言
は
そ
の
客
観
性
を
尊
重
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
蔽
論
は、

解
釈
を
離
れ
て
は
存
在
し
得
な
い。

か
と
い
う
こ
と
を
離
れ
て
は、

た
と
え
ば、

ほ
と
ん
ど
意
味
を
持
た
な
い。
こ
の
点
単
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
言
動
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
ク
セ
ノ
ボ
ン
の
場
合
と
は、

恨
本
的
に
異
っ

彼
は
知
恵
と
分
別
と
を
区
別
せ
ず、

美
し
く
て
善
い
も
の
を
知
っ
て
こ
れ
を
行
な
い、

醜
い
も
の
を
知
っ
て
こ
れ
を
避
け
る
人
を、

知
者
で
あ
り
分
別
の
あ
る
人
で
あ

る
と
判
断
し
た。

そ
し
て
何
を
な
す
き
べ
か
を
知
り
な
が
ら
そ
の
反
対
の
こ
と
を
行
な
う
人
を、

知
者
で
あ
り
自
制
心
の
あ
る
人
だ
と
考
え
る
か、

と
重
ね
て
尋
ね
ら

れ
る
と、
「
否、

む
し
ろ
愚
か
で
自
制
心
の
な
い
人
だ」
と
答
え
た、
「
と
い
う
の
は、

彼
ら
が
有
益
な
も
の

哲
学・
思
想
論
集

第
七
号

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
「
徳
は
知
識
で
あ
る」
と
言
っ
た
と
い
う
こ
と
は、

う
こ
と
が
で
き
ず、

そ
れ
ら
を
学
ぶ
こ
と
を
妨
げ、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
こ
れ
を
ど
う
理
解
し
て
い
る

わ
た
し
の
思
う
に、

す
べ
て
の
人
は
可
能
な
も
の
の
な
か
か
ら
自
分
た
ち
に

も
っ
と
も
役
に
立
つ
と
考
え
る
も
の
を
選
び
だ
し
て、

そ
れ
を
行
な
う
の
で
あ
る
か
ら。

従
っ
て、

正
し
い
行
な
い
を
し
な
い
人
び
と
は、

知
者
で
も
分
別
の
あ
る
人

で
も
な
い
と
わ
た
し
は
考
え
る」
と。

彼
は
正
義
お
よ
び
他
の
す
べ
て
の
徳
は
知
恵
で
あ
る
と
言
っ
た。

な
ぜ
な
ら、

明
ら
か
で
あ
る。
（『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
思
い
出』
I
[

l.
 9.
 4
,___,5)
 

う
も
の
は
あ
り
得
な
い
筈
で
あ
る。
し
か
る
に
ク
セ
ノ
ポ
ソ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
言
う。

正
し
い
こ
と
や、

す
べ
て
徳
に
よ
っ
て
な
さ
れ

る
限
り
の
こ
と
は
美
に
し
て
善
で
あ
る
か
ら。

そ
し
て
美
に
し
て
善
で
あ
る
も
の
を
知
る
人
び
と
は、

そ
れ
ら
の
代
り
に
他
の
も
の
を
選
ぶ
こ
と
は
な
い
し、

た
と
え
行
な
お
う
と
し
て
も
失
敗
す
る
の
で
あ
る。
こ
う
し
て
…
…
正
義
な
ら
び
に
他
の
す
べ
て

何か
善
で
あ
り
美
で
あ
る
か
を
知
る
人
は、

決
し
て
そ
れ
以
外
の
も
の
を
選
ぶ
こ
と
は
な
い。

従
っ
て、

悪
い
と
知
り
な
が
ら
悪
に
ひ
ぎ
ず

ら
遠
去
け
て、

彼
ら
を
反
対
の
も
の
へ
と
陥
れ
る
と
君
に
は
思
わ
れ
な
い
か。
ま
た
無
抑
制
は
人
び
と
を
快
適
な

そ
し
て
し
ば
し
ば
彼
ら
に
善
ぎ
も
の
と
悪
し
き
も
の
と
の
識
別
を
で
ぎ
な
く
さ
せ

の
上
て
は
成
り
立
つ。

四
九

ま
た
そ

し
か
し
哲
学
思
想
の
場
合、

事
実
は



て
、

よ
り
善
き
も
の
の

代
り
に
よ
り
悪
し
ぎ
も
の
を
選
ば
せ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
か
(i
bi
d.
I
V.
 5.
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そ
し
て
さ
ら
に、

本
書
の
多
く
の
箇
所
(

I
•
 

2.
 5,
 6,
 
II.
 1
 et
c.
)

は
、

『
大
道
徳
学
』

は
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
を
驚
く
べ

き
自
制
心
の
持
主
と
し
て
賞
讃
し
て
い
る
。

表
面
的
に
み
れ
ば
、

こ

の
二
つ
の
言
明
は
矛
盾
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

何
人
も
何
が
善
で
あ
る
か
を
知
る
以
上、

必
ず
そ
れ
を
行
な
う
も
の
で
あ
る
な
ら、

当
然
の
帰
結
と
し
て
、

悪
と
知
り
な
が
ら
悪
を
行
な
う
と
い
う
こ
と
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
ま
た
日
常
経
験
の
立
場
か
ら
み
て
、

る
こ
と
も
認
め
ざ
る
を
得
な
い
以
上、

悪
と
知
っ
て
悪
を
な
さ
ず
と
い
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
教
説
の
意
味
は
、

改
め
て
問
い
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し、

こ
の

点
は
ク
セ
ノ
ポ
ン
に
お
い
て
、

些
か
も
問
題
と
は
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る。

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
ク
セ
ノ
ポ
ソ
を
離
れ
て
、

第
二
の

証
人
で
あ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
移
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

先
ず
『
大
道
徳
学
』

か
ら
始
め
る
と
し
よ
う。

そ
れ
が
従
来
一

般
に
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
に。ヘ

リ
バ

ト
ス

派
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
か、

あ
る
い
は
第
二
の
ア
テ
ナ
イ
滞
在
期
に
お
け
る
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
講
義
を
弟
子
の
誰
か
が
メ
モ
し
た
も
の
で
あ
る
か、

あ
る
い
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
の
手
に
な
る
初
期
の
作
品
が、

晩
年
に
書
き
直
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
か、

こ
れ
ら
の
点
に
関
し
て
、

現
在
わ
た
く
し
は
ま
だ
何
の
解
答
も
持
っ
て
い
な
い
。

そ
れ
に
答
え
る
た
め
に
は
、

少
な
く
と
も
彼
の
倫
理
学
関
係
の
諸
作
品
の
内
容

(
2)
 

一

切
の
先
入
見
を
排
除
し
て
厳
密
に
照
合
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

し
か
し
と
も
か
く
も、

『
大
道
徳
学
』

が
そ
の
内
容
か
ら
言
っ
て
『
エ

ウ
デ
モ
ス
』
『
ニ
コ

マ
コ
ス
』

両
倫
理
学
か
ら
の
抜
粋
で
あ
り、

し
か
も
そ
の
ハ
ソ
ド
ブ
ッ
ク
的
体
裁
が、

哲
学
的
思
考
の
点
か
ら
言
え
ば
不
充
分
で
あ
っ
て
も、

と
す
る
論
点
の
骨
組
み
を
あ
ら
か
じ
め
知
る
上
で
好
都
合
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
、

先
ず
『
大
道
徳
学
』

か
ら
始
め
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

彼
〔。
ヒ
ュ

タ
ゴ

ラ
ス
〕

の
後
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
出
て
、

こ
れ
ら
の
事
柄
〔
も
ろ
も
ろ
の
徳
が
何
て
あ
る
か
と
い
う
こ
と
〕

そ
の
わ
け
は
知
識
の
場
合
に
は
、

あ

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
稀
に
み
る
自
制
の
人
で
あ

に
つ
い
て
よ
り
見
事
に、

そ
し
て
よ
り
充
分

に
述
べ

た
が、

彼
も
ま
た
正
し
く
は
述
べ

な
か
っ

た。

と
い
う
の
は
、

彼
は
も
ろ
も
ろ
の
徳
は
知
識
で
あ
る
と
し
た
が、

こ
の
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら。

な
ぜ
な

ロ
ゴ
ス
は
魂
の
思
付
的
部
分
の
う
ち
に
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
彼
に
よ
れ
ば、

す
べ
て
の
徳
は

魂
の
推
論
的
部
分
に
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

従
っ
て
、

徳
を
知
識
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

彼
は
魂
の
非
理
性
的
部
分
を
否
定
す
る
結
果
に
な
り、

そ
う
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、

情
念
も
倫
迎
的
性
状
も
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

(

I

ま
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
も
ろ
も
ろ
の
徊
を
知
識
で
あ
る
と
し
た
の
も
正
し
く
な
い
。

な
ぜ
な
ら、

何
も
の
も
熊
用
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
は
彼
な
の
に、

徳

が
知
識
で
あ
る
と
す
る
こ
と
か
ら、

彼
に
と
っ
て
徳
は
無
用
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
結
果
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

何
故
か
？

ら、

す
べ
て
の
知
識
は
ロ
ゴ
ス

〔
理
性
的
原
理
〕

を
伴
う
が、

を、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

1.
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8
2
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五
〇

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
問
題
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第
七
号

る
知
識
が
何
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
が 、

も
不
正
を
選
び
は
し
な
い
で
あ
ろ
う 、

同
時
に
知
識
の
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
で
あ
る

。

で
あ
る
か
を
知
っ
て
も 、

直
ち
に
正
義
の
人
で
は
な
い
し 、

そ
の
他
の
徳
の
場
合
に
も
同
様
で
あ
る
か
ら
。

従
っ
て

、

も
ろ
も
ろ
の
徳
は
〔
た
だ
そ
れ
ら
を
知
識
し
て

い
る
だ
け
で
は
〕

無
用
な
も
の
で
あ
り 、

こ
の
故
に
徳
は
知
識
で
は
な
い
こ
と
に
な
る

。
(

l

•
…••

そ
れ
と
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
言
っ

た
よ
う
に 、

よ
き
人
で
あ
る
こ
と
も
悲
し
き
人
で
あ
る
こ
と
も 、

ラ
テ
ス
は
言
う 、

も
し
誰
か
が
誰
に
で
も
よ
い
か
ら
「

若
は
正
し
く
あ
る
こ
と
を
欲
す
る
か 、

と
。

：·
：•

も
し

訓
か
が
悪
人
で
あ
る
な
ら 、

骰
ら
か
み
ず
か
ら
す
す
ん
て
悲
人
で
あ
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

。

従
っ
て
ま
た 、

彼
ら
が
み
ず
か
ら
す
す
ん
で
善
人
で
あ
る
の
て
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る

。
(
]

以
上
『
大
道
徳
学
』

に
お
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
バ

ラ
ド
ッ
ク
ス
に
対
し
て
三
つ
の
反
論
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る

。

曰
徳
は
知
識
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は

、

魂
に
お
け
る
非
理
性
的
要
素
を
無
視
す
る
結
果
に
な
る
と
い
う
こ
と
。

口
徳
に
関
し
て
は

、

そ
れ
ぞ
れ
の
徳
が
何
で
あ
る
か
を
知
る
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
っ
て

、

徳
は
つ
ね
に
行
為
か
伴
わ
な
け
れ
ば
熊
価
伯
で
あ
る 。

従
っ
て
徳
を
知
識

で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
徳
を
無
用
な
も
の
と
す
る
結
果
に
な
る
こ
と
。

国
人
が
つ
ね
に
善
を
欲
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら 、

彼
が
悪
し
き
行
為
を
な
す
場
合
に
は

、

作
に
お
け
る 、

意
図
的
行
為
と
非
意
図
的
行
為
に
つ
い
て

、

五

し
か
し
徳
の
場
合
に
は
そ
う
で
は
な
い

。

と
い
う
の
は 、

誰
か
が

1 ,
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8
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わ
れ
わ
れ
に
よ
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か

。

そ
れ
と
も
不
正
で
あ
る
こ
と
を
欲
す
る
か
」

と
尋
ね
る
な
ら
ば 、

何
人
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そ
れ
は
彼
自
身
の

意
志
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る 。

人
が
自
ら
の
意
志
に
お
い
て
悪
を
欲
し
得
な
い
と
す
れ
ば 、

人
は
ま
た
自
ら
の
意
志
に
お
い
て
善
を
も
欲
し
得
な
い
筈
で
あ
り 、

従
っ
て
い
か
な
る
行
為
も
行
為
者
自

身
に
よ
る
も
の
で
は
な
い

。

す
な
わ
ち
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
立
場
は
倫
理
学
に
お
け
る
決
定
論
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
。

『
大
道
徳
学
』

に
お
け
る
こ
れ
ら
の
議
論
は

、

右
の
引
用
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に 、

頗
る
粗
放
な
も
の
に
過
き
な
い
が 、

そ
し
て
も
し

そ
こ
に
提
起
さ
れ
て
い
る
問
題
点
を
他
の

著

よ
り

詳
細
な
記
述
に
よ
っ
て
考
察
す
る
こ
と
は

、

あ
な
が
ち
無
意
味
で
は
あ
る
ま
い

。

第
一

の
、

道
徳
に
お
け
る
魂
の
非
合
理
的
要
素
の
問
題
と 、

第
二

の
、

道
徳
に
お
け
る
知
識
と
行
為
と
の
関
係
の
問
題
は

、

後
の

『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』

第
七
巻
の
考
察
の
際
に
誤
る
と
し
て

、

先
ず
第
三
の

、

決
定
論
で
あ
る
か
否
か

ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
は

『
ニ
コ
マ
コ
ス

倫
理
学
』

第
三
巻
第
五
章
で

、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
バ

ラ
ド
ッ
ク
ス
の
批

判
と
い

う

形

よ
う
に
述
べ
て
い
る

。

目
的
と
は
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
願
望
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

。

だ
が
目
的
に
到
逹
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
行
為
を
生
ぜ
し
め
る

の
問
題
か
ら
始
め
よ
う 。

つ
ま
り

ソ
ク 何



刑
法
の
存
在
に
よ
っ
て、

由
な
選
択
に
属
す
る
と
い
う
應
味
で
は
、

ゆ
く
も
の
な
の
で
あ
る
。

し
い
人
に
な
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

リ

ス

ト

テ

レ

ス

X
、

,
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わ
れ
わ
れ
自
身
の
責
任
で
あ
る
と

こ
と
が
非
意
図
的
で
あ
る
だ
け
て
な
く、

善
を
な
す
こ
と
も
ま
た
非
應
図
的
臣
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

以
上
要
す
る
に、

す
べ
て
の
行
為
は
そ
れ
が
弧
制
も
し
く

ソ

ク

ラ

テ
ス

の
パ

ラ

ド
ッ

ク
ス

ま
た
仮
に
反
対
論
者
の
言
う
よ
う
に

原
因
は
選
択
で
あ
り、

選
択
は
わ
れ
わ
れ
の
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら、

に
到
達
す
る
た
め
の
手
段
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
ら、

徳
は
わ
れ
わ
れ
自
身
に
依
存
し、

も
み
ず
か
ら
す
す
ん
で
悪
を
な
さ
ず」

と
い
う
命
趙
は
誤
り
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。

善
悪
と
も
に
行
為
の
貞
任
が
行
為
者
自
身
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

ま
た
行
為
に
対
す
る
賞
讃
と
非
難
の
事
実
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
。

に
よ
る
湯
合
以
外
は
、

法
律
に
よ
っ
て
処
罰
す
る
。

こ
の
こ
と
は
、

行
為
に
意
図
的
と
非
意
図
的
の
区
別
が
存
す
る
こ
と、

う
べ

き
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

な
お
こ
の
場
合
熊
知
に
よ
る
行
為
で
あ
っ
て
も、

熊
知
の
原
囚
が
わ
れ
わ
れ
自
身
に
あ
る
場
合
は
、

駈
づ
く
行
為
は
、

意
図
的
と
し
て
刑
判
の
対
象
に
な
る
。

わ
れ
わ
れ
の
行
為
は
す
べ
て
意
図
的
で
あ
る。

そ
し
て
も
ろ
も
ろ
の
徳
の
働
ぎ
は
、

わ
れ
わ
れ
の
自
由
に
属
す
る
。

立
法
者
は
悪
し
き
行
為
を、

た
と
え
は、

邸
酎
に
起
囚
す
る
行
為
や、

法
律
に
関
す
る
熊
知
か
ら
法
律
に
違
反
す
る
行
為
の
如
き
は
こ
れ
て

あ
る
。

さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
か
い
か
な
る
性
格
を
持
つ
か
と
い
う
こ
と
も、

あ
る
意
味
で
は
わ
れ
わ
れ
自
身
の
責
任
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
性
格
は
わ
れ
わ
れ
白
身
の
自
由
に
は
屈
さ
な
い
。

そ
の
出
発
点
に
お
い
て
は
自
由
な
選
択
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
も
の
で
あ
り、

め
に
病
気
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。

同
様
に、

何
を
も
っ
て
善
し
と
す
る
か
は
生
ま
れ
つ

き
の
も
の
で
あ
っ
て
、

よ
う
に、

何
を
も
っ
て
善
し
と
す
る
か
の
判
断
に
関
し
て
も、

目
的

従
っ
て
、
「
何
人

そ
れ
が
強
制
に
よ
る
場
合、

も
し
く
は
無
知

そ
し
て
前
者
に
対
し
て
人
は
そ
の

責
任
を
負

み
ず
か
ら
が
犀
因
で
あ
る
無
知
に

た
し
か
に、

個
々
の
行
為
が
わ
れ
わ
れ
の
自

し
か
し、

意
図
的
と
い
う
こ
と
に
は
二
つ
の
意
味
か
あ
る
。

ま
り、

完
全
に
わ
れ
わ
れ
の
自
由
に
な
る
も
の
と、

そ
の
出
発
点
に
お
い
て
の
み
わ
れ
わ
れ
の
自
由
に
選
択
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
性
格
も

わ
れ
わ
れ
か
ど
の
よ
う
な
行
為
を
繰
返
す
か
に
よ
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
の
性
格
は
形
成
さ
れ
て

ち
ょ
う
ど
病
気
の
人
が
た
だ
望
み
さ
え
す
れ
は
直
ち
に
健
康
に
な
れ
る
わ
け
て
は
な
い
よ
う
に、

し
か
し
多
く
の
場
合、

病
気
の
人
は
か
つ
て
病
気
に
な
ら
な
い
こ
と
も
可
能
で
あ
っ

た
の
に、

不
正
な
人
も
最
初
は
そ
の
よ
う
に
な
ら
な
い
こ
と
か
可
能
で
あ
っ

た
の
だ
か
ら、

そ
の
應
味
で
不
正
は
意
図
的
に

し
か
し、

現
に
あ
る
性
格
を
一

旦
形
成
し
て
し
ま
え
は
、

そ
れ
を
意
志
の
み
に
よ
っ
て
変
え
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。

さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
が

ち
ょ
う
ど
肉
体
の
限
に
閃
し
て
、

正
し
い
判
断
力
を
持
つ
か
持
た
な
い
か
は

不
正
な
人
も
謡
図
し
さ
え
す
れ
は
直
ち
に
正

み
ず
か
ら
不
健
康
な
生
活
を
し
た
た

よ
い
祝
力
を
持
つ
か
悲
し
き
祝
力
を
持
つ
か
が
生
ま
れ
つ

き
で
あ
る

れ
つ

ぎ
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
反
対
論
に
対
し
て
、

わ
れ
わ
れ
は
生
ま
れ
つ

き
判
断
力
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
て
は
な
く、

単
に
可
能
的
状
懇
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
力
を
現
実
化
し
て
ゆ
く
の
は

の
判
断
力
が
生
ま
れ
つ

き
の
も
の
て
あ
る
と
し
て
も、

悪
徳
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。

五

ア

そ
の
場
合
は
、

悪
を
な
す つ



ね
に
善
を
選
ぶ
と
こ
ろ
に
は 、

っ
た
め
に
は 、
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と と
に
よ
っ
て 、

ら`
rr
て 、

JA
ー，と

こ
ろ
で 、

第
七
号

悲
を
な
す
自
由
は
存
し
得
な
い 。

従
っ
て

位
を
な
す
自
由
も
存
し
得
な
く
な
る
の
て
は．
な
い
か 。

悲
を
選
ふ
可
能
性
か
存
し
な
け
れ
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か 。

へ

1
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ぅ，っ
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こ
ろ
こ
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t

、
、

つ
ね
に
蒋
を
選
ふ
自
由
し
か
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か

3

フ
ィ

ス
ト

的
詭
弁
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か 。

そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
と
正
に
同
じ
趣
旨
の＿―
け
梨
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
中
に
見
出
す
の
て
あ
る 。

そ
れ
ら
を
な
す
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
自
由
に
な
る
こ
と
は 、

に
な
る
こ
と
は 、

ま
だ
解
袂
さ
れ
た
わ
け
て
は
な
い 。

あ
ろ
う
か 。

悟
学・
思
想
論
集

1
 

］
こ
ヽ
・
l-―

ト
テ
レ
ス
ょ

＝
竺
cl

ー
リ`

ヽ
ヽ
1
こ
4
1
p.』

は
無
知
に
よ
る
も
の
で
な
い
限
り 、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
命
む
は 、

そ
れ
ら
を
な
さ
ぬ
こ
と
も
わ
れ
わ
れ
の
自
山
に
な
り 、

主
た
そ
れ
ら
を
な
さ
ぬ
こ
と
か
わ
れ
わ
れ
の
自
由

そ
れ
ら
を
な
す
こ
と
も
わ
れ
わ
れ
の
自
由
に
な
る 。

も
し
も
美
し
い
こ
と
や
醍
い
こ
と
を
な
す
こ
と
か
わ
れ
わ
れ
の
自
由
に
な
り 、

に
そ
れ
ら
を
な
さ
ぬ
こ
と
も
わ
れ
わ
れ
の
自
由
に
な
る
な
ら 、

善
き
人
で
あ
る
こ
と
も 、

悲
し
き
人
て
あ
る
こ
と
も
わ
れ
わ
れ
の
自
由
で
あ
る 。

あ
る
こ
と
を
欲
し
な
い
者
は
い
な
い
が 、

邪
悲
も
ま
た
み
す
か
ら
の
．慈
店
か
ら
生
じ
る
も
の
な
の
て
あ
る 。
(
=I

こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
薬
は
単
な
る
詭
弁
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か 。

そ
れ
と
も
そ
れ
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
つ
ね
に
善
を
選
ふ
必
然
性
と 、

人
間
の
自
由
と
の
問
趙

、
つ
『）
、
、

9
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J

の
よ
う
に

罰
を
な
す
自
由
も
あ
る
の
て
あ
る 。

:-

9-·'‘
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ー
！ヽ`
、
1
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[
）
ヽ
e

つ
ね
に
闘
を
追
ぷ
じ
甘
力、
t
11
f
o
カ

人
閻
は
つ
ね
に
泣口
を
選
ふ
白
山
を
打
っ
と
い
う
こ
と
を
凸
味
す
る
の
か 。

の
こ
の
箇
所
に
注
目
し
て
い
な
い
の
て
あ
ろ
A

)．
か
C

,C
し
C
炉vcrー）

、／

一
！
j，i

与
え
る
行
為
と
を
区
別
し 、

後
者
に
つ
い
て
は．
鯰
図
的
と
札
心
図
的
と
の
似
別
か
行
す
る
び

泊
名
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
呂
う
よ』
）

に
す
へ
て
孔
心
図
的
て
あ
る
と
す
る

し
か
し
刑
法
の
存
立
根
拠
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
命
也
か
矛
肛
し
な
い
か
と
い
う
間
加
は

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
指
摘
を
ま
つ
ま
て
も
な
く 、

根
拠
を
危
う
く
す
る
も
の
で
あ
り 、

従
っ
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
命
む
は
成
り
た
ち
得
な
い ハ）

九
巻
(860
C
 ff .)
で
刑
法
の
晶
規
定
に
人
る
に
先
立
っ
て
捉
起
し
て
い
る
と
こ
ろ
て
あ
る ，＞

す
な
わ
お 、

わ
れ
わ
れ
か
フ
ラ
ト
ソ
の
上

ーJIL
の
区
別
を
う
け
い
れ
て 、

刑
払
と
の
矛
肋
か
一
応
日
避
さ
れ
た
と
し
て
も 、

善
悲
い
ず
れ
の
場
合
も
邸
図
的
て
あ
り

-
．
‘

ノト
L
\

..
、

ヽ

ー、
汎＞．刃

-
、]
）'‘

-
,h

ぃ

0”ー'

ゲ
え
ら
れ
て
い
る
矛
応
を 、

ト
ソ
ょ,．

 
,_`

 

ソ
ラ

っ
し
つ
し‘
4．
オ
のし ー
r
こ
お
い
て
も
る

,
1,
；“
'

ツ、
9
9
1

ー

9

9

 

,1
 

五

自
分
が
幸
せ
で

1

/
J1

ア）
ソ
ー

う
こ
と
十5
、
1

ヽ
L

,

9

 

1,9

,
;

 

人
か
つ

泌
を
選
ふ
自
由
を
抄

つ
ね
に
古
を
選
ふ
自
由
を
打
っ

の
近
択
そ
の
も
の
に
か
か
わ
る
間
加
は

一
方
に
お
い
て
刑
法
の
存
在
を
根
拠 ‘
つ
け 、

他
力
に
お
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
命
む
を
投
っ
た
の
て
あ
る

C

詞
し
畠
旨
を
展
間
し
な
か
ら 、

と
う
し
て
ア
リ
ス

そ
れ
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
命
む
を
否
定
す
ろ
根
偲
と
し
た
の
て
あ
ろ
う
か ，＞

位
は
フ
ラ
ト
ン
の
IiijJL
示
し
た
鮒
決
か
何
ら
の
陪
袂
に
も
な
っ
て
い
な
い
と
考
え
た
の
て

一
丁，ヵ
こ
月
し
て

ノ
イ
ー

ヅ
ノ‘
h\|

|

ま
た
同
様

仝
く
詞
し
屈
て
ふ
立
た
ひ
販
り

ー、
[
�
j, ＇"

と
也
人
こ
旦
占
を

A
了ー／
イ
j‘

ii

l‘
ー：

j闘
,.r ,． •'一

ラ
卜

ン
‘

. 、.

/)ヽ

以
1

か
こ
の
的
所
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
批
打
の
炭
点
て
あ
る し

こ
の
こ
と
を
否
応
す
る
こ
と
は 、

『
法
仲』

弟

刑
仏
の
仔
立



ご
二
J

本
論
の
主
題
で
あ
る
熊
抑
制
の
考
察
に
移
ろ
う。

第
七
巻
第

く、

世
間
一

般
の
通
念
か
ら
出
発
し、

の
核
心
に
触
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん、

こ
の
間
い
に
対
し
て
答
え
る
た
め
に
は、

と
い
う
経
験
的
事
実
が
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
形
で
展
開
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
れ
ば
、

彼
は
意
志
の
持
つ

根
源
的
悪
の
問
題
を、

彼
自
身
の
倫
理
学
の

問
題
と
し
て
は
追
求
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
う。

彼
が
倫
理
学
で
間
題
に
し
て
い
る
悪
と
は、

法
と
社
会
的
仕
来
た
り
に
反
す
る
こ
と
と
し
て
の

そ
れ
ら
の
悪
は
法
律
に
よ
る
規
制
と、

幼
時
か
ら
の
教
育
と
躾
と
に
よ
っ
て
矯
正
す
る
こ
と
の
で
ぎ
る
悪
に
過
き
な
い
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
迎
学

の
性
格
と
方
法
と
を
決
定
す
る。

考
察
す
べ

き
事
柄
に
つ
い
て
人
び
と
が
抱
い
て
い
る
諸
見
解
を
提
示
す
る
こ
と。

そ
し
て
先
ず
そ
れ
ら
の
諸
見
解
が
含
ん
で
い
る
さ
ま
ざ
ま
の
難
点
を
吟
味
す
る
こ
と。

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
れ
ら
の
心
の
状
懇
〔
抑
詞、

熊
抑
制、

我
慢
弧
さ、

軟
出
さ
〗

ば
、

で
ぎ
る
だ
け
多
く
の
、

そ
し
て
も
っ

と
も
重
要
な
諸
見
解
の
真
理
性
を
証
明
す
る
こ
と。
（
二L
1,
 

11
4
5
 b
 2
 ff.
)
 

こ
れ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
う
倫
理
学
の
研
究
方
法
で
あ
る。

け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る。

こ
の
限
り
に
お
い
て
、

テ

オ

ー

リ
ア

ー

る、

人
生
の
究
極
的
目
的
た
る
幸
福
を
観
想
に
お
く
立
場、

す
な
わ
ち、

幸
福
を
弧
の

的
な
も
の
と
す
る
立
場
と
の
関
係
を、

こ
れ
ら
の
通
念
の
あ
い
応
の
矛
盾
を
で
ぎ
る
だ
け
解
罰
し、

対
立
す
る
諸
見
解
を
調
和
さ
せ
て
、

全
体
を
―

つ
の
体
系
へ

と
近
づ

ど
の
よ
う
に
み
る
べ

ぎ
な
の
だ
ろ
う
か
。

両
者
を
仝
く
の
矛
店
と
み
る
べ

き
な
の
か
。

そ
し
て

ぎ
も
の
を
対
象
と
し、

他
方
知
性
の
生
は
人
間
の
う
ち
な
る
神
的
要
索
で
あ
り、

人
間
の

う
の
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
真
意
だ
と
み
る
べ

ぎ
な
の
か
。

そ
れ
と
も
第
十
巻
に
お
け
る
芹
，似
を、

純
粋
に
知
性
の
活
動
と
し
て
み
る
の
で
は
な
く、

知
性
の
生
と
道
徳

の
生
と
の
混
合
形
態
と
し
て
理
解
す
べ

ぎ
な
の
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
も、

彼
は
倫
理
学
の
方
法
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る。

察
が
必
要
で
あ
り、

こ
れ
は
将
来
へ
の
課
題
と
し
て、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

か
ら
第
十
章
ま
て
の
無
抑
制
の
考
察
は、

ソ
ク
ラ
テ
ス
批
判
が
そ
の
主
目
的

と

は

言

え

な

彼
の
倫
理
学
は
常
識
の
学
て
あ
る。

い
ま
は
残
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
自
由
意
志
の
問
題
全
般
に
わ
た
っ
て
の
考

し
か
し
少
な
く
と
も、

に
つ
い
て
、

は
専
ら
人
間
に
と
っ

て
の

善

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
ヘ
の
批
判
を、

無
抑
制

で
き
れ
は
す
べ

て
の
常
識
的
見
解
を、

も
し
で
ぎ
な
け
れ

つ
ま
り、

倫
迎
学
は
第
一

原
理
か
ら
出
発
し、

厳
密
な
論
証
に
基
づ
く
と
こ
ろ
の

節
鍔
的
学
間
で
は
な

こ
の
よ
う
な
常
識
の
立
場
と、

『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』

第

十

巻
に

お

け

の
徳
た
る
知
性
に
基
づ
く
と
こ
ろ
の
活
動
で
あ
る
と
し、

道
徳
を
単
に
二
義

の
目
的
は
人
間
の
も
の
な
ら
ぬ
神
の
浄
福
に
あ
ず
か
る
こ
と
に
あ
る、

と
い

い
ま
の
と
こ
ろ
解
答
を
保
留
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

五

四

に
止
ま
っ
て
い
る。



第
七
号

と
は
明
ら
か
な
の
だ
か
ら 。
(
VIL
2 ,
 
1145
 b
 21
,--..,31 ,
 Vil.
 3 ,
 
1146
 b
 8
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l'v
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g
na
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a
 ll

で
は
と
の
よ
う
な
滋
味
で 、

無
抑
制
の
人
が
自
己
の
判
断
に
反
す
る
行
為
を
な
す
こ
と
か
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か o

こ
こ
で
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
は 、

彼
の
力
法
論
に

一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
見
解
を
吟
味
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る 。

あ
る
人
ひ
と
は
知
識
以
上
に
怖
力
な
も
の
は
な
い
と
い
う
点
で
は
ソ
ク
ラ
テ
ス

持
っ
て
い
て 、

な
お
か
つ
快
楽
に
打
ち
ま
か
さ
れ
て 、

心
な
ら
ず
も
悪
を
な
す
の
で
は
な
く 、

説
を
認
め
る
が 、

何
人
も
悪
い
と
知
り
な
か
ら
悲
い
こ
と
を
行
な
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
点
で
は
こ
れ
を
担
否
す
る
C

そ
こ
で
彼
ら
は 、

無
抑
制
の
人
は
知
識
を

ド

ク

サ

そ
の
よ
う
な
人
は
た
だ
臆
見
を
持
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
と
言
う 。

こ
れ
に
対
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は 、

知
識
に
か
え
る
に
真
な
る
ド
ク
サ
を
も
っ
て
す
る
こ
と
は
何
ら
の
解
決
に
も
な
ら
な
い
と
言
う 。

何
故
な
ら 、

欲
叫手
に
対
抗
す
る
も

の
が
ド
ク
サ
の
よ
う
に
弱
い
も
の
で
あ
る
な
ら 、

そ
れ
が
負
け
る
こ
と
は
む
し
ろ
同
情
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
の
に 、

無
抑
詞
は
非
難
さ
れ
る 。

ク
サ
と
の
相
進
を
確
信
の
強
さ
の
違
い
に
お
く
こ
と
自
体
誤
っ
て
い
る 。

と
い
う
の
は 、

単
な
る
ド
ク
サ
を
持
つ
人
び
と
の
う
ち
に
は 、

自
分
が
明
確
な
知
識
を
持
っ
て

い
る
の
だ
と
信
じ
て
い
る
人
び
と
が
あ
る
の
で
あ
っ
て 、

確
信
の
強
さ
に
お
い
て 、

4 ,
 V―I.
 3 ,
 1146
 b
 24
,--...,31. ,
 
Mag
na
 Mora
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 II .
 6)
 

ド
ク
サ
は
知
識
に
劣
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る 。
(
VII .
2 ,
 
1145
b
31
,.___,
1146
a
 

で
は
判
断
の
第
三
の
種
類
で
あ
る
思
慮
を
も
っ
て
知
識
に
お
き
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て 、

問
題
は
解
決
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か 。

従
っ
て

ら
な
い 。

哲
学
・

思
想
論
集

と
い
う
の
は 、

れ
て
い
る
の
で
あ
る 。

い 。

善
と
は
何
か 、

C, 

1
1

 

．
．

 

．
 1

1

 

さ
ら
に 、

知
識
と
ド

ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
は
霊
魂
論
の
中
で
判

無
抑
制
に
お
ち
い
る
人
も 、

そ
の
よ
う
な
状
態
に
お
ち
い
る
以
附
に
は 、

白
分
の
行
為
か
よ
く
な
い
と
い
う
何
ら
か
の
知
識
を
枯
っ
て
い
る

と
え
無
抑
制
が
無
知
に
よ
っ
て
起
る
と
い
う
こ
と
を
一

応
認
め
る
と
し
て
も 、

そ
こ
で
い
う
無
知
と
は
と
の
よ
う
な
師
知
の
無
知
な
の
で
あ
る
か
を
探
究
し
な
け
れ
ば
な

）

兄
ャ{
．．

 
.
1

,
h
t
 

こ

ソ
ク
ラ
テ
ス
：·•• 

。

る 。
(
VII .
2 ,
 
1145
 b
 21
,___,22)

そ
し
て
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
し
て 、

。

ソ
ク
ラ
テ
ス
こ
よ
t
寸{‘

V

1
1
(

 

る

知
識
か
内
在
し
て
い
る
限
り
何
か
ほ
か
の
も
の
か
文
配
し
て 、

だ
と
い
う
の
で
あ
る 。

彼
に
よ
れ
は 、

何
人
も
よ
く
な
い
と
充
分
に
知
り
な
か
ら 、

う
な
こ
と
を
す
る
の
は
無
知
に
よ
る
の
で
あ
る
と
さ
れ
る 。

と
こ
ろ
で 、

先
ず、

ぬ 、

避
く
べ
ぎ
も
の
と
し
て 、
j.![,: 
、ビ4 ヽ
た，．．

イll/1、 L.、
•..

 
、
1
ー
、

ー、-
;,．

ー、
l
|

J‘_111
 
隈
性
の
i

二
つ
を
あ
け 、

善
ぎ
生
と
は
何
か
を
吋
ね
て
き＇
こ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は

知
識
を
奴
ば
の
よ
う
に
引
き
回
す
な
と
と
い
う
こ
と
は 、

恐
る
べ
ぎ
こ
と

似
紐
な
る
も
の
に
反
す
る
行
為
を
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
っ
て 、

i

般
に
忍
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
明
ら
か
に
矛
盾
す
る 。

主
た
た

）
れ
に
〈
！

皿
的
に
挑
戦
し
に
も
の
と
し
て 、

「
人
か
正
し
い
判
断
を
し
な
か
ら
佃
抑
制
に
お
ち
い
る
と
い
う
こ
と
は
と
の
よ
う
に
し
て
可
能
な
の
か」

側
抑
制
は
そ
の
う
ち
の
一
っ
と
し
て 、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
場
合
か
取
り
あ
げ
ら
れ

関
辿
す
る
軟
弱 、

そ
の
よ

と
い
う
形 ．
て
間
追
か
●略
定
さ
れ

抑
制

牧
慢
強
さ
と
と
も
に
倫
じ
ら

一

ー

1

[
｛

初
し
巻
の
冒
珀
に
お
い
て
新
た
な
出
発
点
を
と
っ
て 、

倫
罪
的
竹
状
に
と
っ
て
奸
ま
し
か



断
の
三
つ
の
種
類
と
し
て
知
識、

魂
の
分
別
を
具
え
た
部
分
は
、

他
の
仕
方
で

ド
ク
サ
、

思
慮
を
あ
げ
る
。
（
三.
3,
 4
2
7
 b
 24
"-'
6)

ド
ク
サ
に
つ
い
て
は
い
ま
述
べ

た
か
ら、

次
に
思
慮
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。

先
ず
思
慮
と
は
何
か
。

思
慮
は
知
識
と
ど
う
違
う
の
か
。

思
慮
が
何
で
あ
る
か
は
、

ど
の
よ
う
な
人
を
わ
れ
わ
れ
は
思
慮
あ
る
人
と
呼
ぶ
か
と
い
う
こ
と
か
ら
明
ら

か
と
な
ろ
う。

思
慮
あ
る
人
と
は
、

単
に
健
康
の
た
め
に
と
い
う
よ
う
に
部
分
的
に
で
は
な
く、

全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
自
分
に
と
っ
て
よ
く
生
き
る
た
め
に

役
立
つ
か
に
つ
い
て、

思
案
す
る
こ
と
の
で
ぎ
る
人
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

何
人
も
必
然
的
な
も
の
、

す
な
わ
ち、

他
の
仕
方
で
は
あ
り
得
な
い
も
の
や、

自
分
に
と
っ

て

不
可
能
な
こ
と
に
つ
い
て
思
案
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

思
慮
と
は
、

行
為
を
導
く
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り、

人
間
に
と
っ
て
の
も
ろ
も
ろ
の

善
ぎ
も
の
と
悪

5

・
コ

ス

し
き
も
の
と
を
対
象
と
す
る、

分
別
を
具
え
た、

真
理
を
認
識
す
る
魂
の
状
態
で
あ
る
(
V
I.
5,
 
11
4
0
 b
 5
,..___,
6,
 2
0
,..___,
2
1)
 

は
あ
り
得
な
い
も
の
を
対
象
と
す
る
部
分
と、

他
の
仕
方
で
も
あ
り
得
る
も
の
を
対
象
と
す
る
部
分
と
に
分
れ、

思
慮
は
そ
の
後
者
な
の
で
あ
る
。

濁
く
も
の
で
あ
り、

行
為
は
個
別
的
な
も
の
に
か
か
わ
る
か
ら、

思
慮
は
一

般
的
な
も
の
に
か
か
わ
る
だ
け
で
な
く、

個
別
的
な
も
の
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

あ
る
人
び
と
が
理
論
的
知
識
を
持
た
な
い
の
に
、

そ
れ
を
持
つ

人
び
と
よ
り
も
実
際
の
行
為
に
お
い
て
は
優
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
の
は
こ
の
故
で
あ
る
。

思
慮
か
以
上

述
べ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば、

知
識
を
思
慮
に
お
き
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

先
き
の
難
問
は
解
決
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
場
合
も
や
は
り
否
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら、

と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
言
う、

も
し
そ
う
だ
と
す
れ
は
、

思
慮
あ
る
人
は
無
抑
制
な
人
で
あ
る
と
い
う
奇
妙
な
結
果
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら。

慮
あ
る
人
が
み
ず
か
ら
す
す
ん
で
悪
を
な
す
な
ど
と
い
う
こ
と
を、

以
上、

知
識
の
優
位
を
認
め
な
が
ら、

悪
と
知
っ
て
悪
を
行
な
う
こ
と
の
可
能
性
を
説
明
す
る
た
め
に、

知
識
を
ド
ク
サ
も
し
く
は
思
慮
と
お
き
か
え
て
み
て
も、

何

の
解
決
も
得
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。

そ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は、

知
る
と
い
う
こ
と
自
体
の
分
析
に
解
決
の
道
を
探
ろ
う
と
す
る
。

そ
し
て
四
つ
の
解

決
が
提
示
さ
れ
る
が、

始
め
の
三
つ
は
論
理
的
解
決
と
も
い
う
べ

き
も
の
で
あ
っ
て
、

知
る
と
い
う
言
築
の
持
つ

應
味
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
間
題
を

解
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り、

第
四
は
彼
自
身
自
然
的
と
呼
ん
で
い
る
が、

他
抑
制
な
行
為
が
行
わ
れ
る
場
合
の
行
為
者
の
心
理
的
過
程
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

問
題
を
解
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
一

の
解
決。

ま
た
思
慮
は
行
為
を

い
っ

た
い

誰
が
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
と
。
(
VI.

3,
 5,
 7,
 
VII.
 2,
 1
0)
 

し
か
し、

思

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
知
る
と
い
う
言
葉
の
二
つ
の
意
味
を
区
別
す
る。

す
な
わ
ち
知
識
を
持
っ
て
は
い
る
か
こ
れ
を
用
い
て
い
な
い
場
合
と、

知
識
を

現
実
に
用
い
て
い
る
場
合
と
で
あ
る
。

も
し
悪
と
知
り
な
が
ら
悪
を
な
す
と
い
う
場
合
の
知
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
前
者
で
あ
る
な
ら
ば
、

無
抑
制
は
不
可
能
で
は
な

い
。

知
識
を
持
っ
こ
と
と
用
い
る
こ
と
と
の
区
別
は、

言
う
ま
で
も
な
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
可
能
と
現
実
と
の
区
別
を、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

知
る
と
い
う
こ
と
に
必
用
し

た

も
の

で

あ

五

六



い
て
も、

大
前
提

っ

り
、

ー
オ ち、

哲
学
・

思
想
誨
集

第
ヒ
醤

そ
の
知
識
を
滉
に
働
か
せ
て
い
な
い
な
ら
ば、

し
か
し
こ
れ
に
対
す
る
小
前
提、

す
な
わ
ち、

か
く
か
く
の
性
質
の
食
物
は
乾
い
て
い
る。

第
二
の
推
論
は

J

の
小
前
提
は
つ
ね
に
貞
按
的
に
知
ら
れ
る。

小
前
提

わ
た
く
し
は
人
間
で
あ
る。

こ
の
二
つ
の
批
論
か
ら、

こ
れ
は
か
く
か
く
の
性
質
の
食
物
で
あ
る
と
い
う
命
辺
を、

大
前
提

す
べ
て
の
人
間
に
と
っ
て
乾
い
た
食
物
は
健
康
に
よ
い
C

他
方
の
一

般
者
は
行
為
の
対
象
た
る
事
物
に
か
か
わ
る。

る（し

た
と
え
ば

ら
な
い
か
ら。

わ
け
で
あ
る。

こ
の
介
物
は
健
収
に
よ
く
な
い
と
い
う
結
高
は
出
な
い
わ
け
で
あ
っ
て、

人
か
知
っ
て
い
な
い
か、

そ
こ
か
ら
次
の
よ
う
な
二
つ
の
折
高
か
可
能
と
な
る。
“"”
i
)
什
倫、F5

ム
少

0
11·1
/`

二＇
す
べ
て
の
人
間
に
と
っ
て
乾
い
た
食
物
は
飩
康
に
よ
い
」

と
い
う
命
む
は
二
つ
の
一

般
者
を
含
ん
て
い
る。

し
得
な
い
の
で
あ
る。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
さ
ら
に、

し
か
し
侶
別
を
単
に
可
能
的
に
知
る
だ
け
て
は
行
為
は
成
り
立
ち
得
な
い

普
遍
を
知
る
こ
と
は
同
開
に
可
能
的
に
個
別
を
知
る
こ
と
で
あ
り、

規
則
を
知
っ
た
だ
け
で
は
行
為
さ
れ
な
い。

か
現
実
に
用
い
て
は
い
な
い
と
す
れ
ば、

一

方
の
大
前
提
は
一

般
命
俎
で
あ
り、

な
い
の
で
あ
る。
(
VII.
3,
 
11
4
6
 b
 31
....__,
35

り、

無
抑
制
の
人
は

―
つ
の
大
洲
捉
と

つ
の
小
的
捉
と
い
う
吊
純
な
折
畠
の
形
式
て
は
な
く、

［
っ
C、

ハ«v
-

識
を
単
に
持
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
同
時
に
こ
れ
を
用
い
て
い
るC

ニ
の
故
に
他
仰
制
の
人
は
正
し
い
闘
断
を
り
ち
な
か
ら、

孔
し
い
杓
為
を
な

大
伯
捉
を
現
実
に
知
る
名
は、

ま
た
閥
外
命
辿
に
つ
い
て
は

ょ
じ
J
- あ

る
い
は
可
能
的
に
は
知
っ
て

一

カ
の
一

般
者
は
竹
為
の
主
休
に
か
か

よ
り
似
雑
な
机
高
の
場
合
を
考
え

詞
間
に．
IIj
能
的
に
小
伯
捉
を
も
知
る
と
い
わ
な
け
れ
は
な

可
能
的
知
晶
と
し
て
は
を
れ
を
所
介
し
て
い
る
J

何
と
な
れ
は

無
抑
聞
の
人
は
自
分
の
行
為
か
忠
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
て
あ
る
か
ら、

彼
は
一

般
命
む
に
閃
し
て
は

両
前
捉
を
知
り
な
か
ら
結
高
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
可
能
に
な
る
C

」
の
こ
と
は
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
の
か。

力

支・、

り
i
)
Ji
伐
i-）
し
を，
r-
1
し
り
サ
こ
廿
、
C
、
る．．
 ヽ

れ＂
力
'

fハノ
介＂
札
O

A
)
ぅ出
|'
．
9
1
i
叫
臼
り

JA
1

r
11.
"
H
、.＂̀
rーーノ、＼‘
-

＇＞

他
方
の
小
莉
提
は
侶
別
に
か
か
わ
る
閏
外
命
辿
で
あ
るし

第
二
の
解
決。

第
一
の
解
決
に
お
け
る
知
晶
の
区
別
を、

行
為
に
か
か
わ
る
机
詞

.

.

.

 

し

.

.
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ぃ．
う
ー1ヽ1
ーー
ー
1
:
I

行
為
は
個
別
に
か
か
わ
る
の
て
あ
る
か
ら

に
凶
川
し
た
も
の
で
あ
る。

一

般
論
と
し
て
は
か
く
か
く
の
行
為
か
悲
て
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
び、

そ
こ
に
熊

）
ー
nv
 

II-―
 
―ヽ-

Io
)

一

役
iZJ

,L
F.
，
ー

小
煎
肛
の
知
晶
は
こ
れ
を
所
り
は
す
る

側
抑
間
の
人
は
推
菰
の
両＂
凹
捉
を
知
り
な
か
ら
糾
詞
を
知
ら
な
い

史
践
的
州
ぶ
の
二
つ
の
前
捉
の
う

そ
の
知
識
を
こ
の
牡
定
の
場
合
に
あ
て
は
め
る
こ
と
か
て
き



は
、

た
と
え
は、

「
こ
れ
は
甘
い
」

と
い
う
よ
う
に
個
別
的
事
実
に
か
か
わ
り、

従
っ
て
知
誌
に
基
づ
く。

こ
れ
ら
の
二
つ
の
前
提
か
ら
―

つ
の
命
題
が
生
じ
る
と
き、

結
論
さ
れ
た
も
の
を、

魂
は
あ
る
場
合
〔
す
な
わ
ち
理
論
的
推
論
〕

に
お
い
て
は、

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず、

行
為
に
か
か
わ
る
〔
実
践
的
〕

推
論
に
お
い
て
は、

壬肛
ち
に
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
な
ら
ば
。

そ
こ
で
も
し
一

方
に、

甘
い
も
の
を
味
わ
う
こ
と
を
妨
げ
る
一

般
的
判
断
〔
大
前
捉
〕

か
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
あ
り、

他
方、

「
す
べ
て
甘
い
も
の
は
快
い
」
〔
大
前
提
〕

と
い
う
も
う
―

つ
の
一

般
的
判
断
と、
「
こ
れ
は
甘
い
」
〔
小
前
提〕

と
い
う
判
断
と
が
あ
る
と
す
れ
は

さ
て
行
為
に
先
立
つ

推
論
に
お
い
て
、

っ
て
い
て
持
っ
て
い
な
い
場
合
で
あ
る。

ニ
・

ジ
ョ
リ
フ
、

ハ

ー
デ
ィ
、

以
上
三
つ
の
解
決
に
お
い
て
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

大
前
提
が、

て
は
い
な
い
の
で
あ
る。
(
Vil.

3,
 1
1
4
7
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2
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し
て
い
な
い
よ
う
に
、

無
抑
制
の
人
も
自
分
の
行
為
が

抑
制
が
成
立
す
る
可
能
性
が
あ
る。
(
vn.

3,
 1
1
4
6
 b
 35
,_____,
11
4
7
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 10)

 

場
合
と
ど
う
違
う
の
か
。

『
動
物
発
生
論
』
(
[[•
 1,
 7
3
5
 a
 9
,.___,
11)

 

ハ

ー
ネ
ッ
ト
、

そ
れ
を
す
る
力
か
あ
り、

そ
し
て
そ
れ
を

た
と
え
ば、

限
っ
て
い
る
と
き、

酔
っ
て
い
る
と
き、

狂
っ
て
い
る
と
ぎ
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る。

で
、

彼
は
幾
何
学
者
の
状
懇
を
三
種
に
分
け、

現
に
幾
何
学
し
て
い
る
場
合、

現
に
幾
何
学
し
て
は
い
な
い
場
合、

限
っ
て
い
る
場
合
と
を
区
別
す
る
。

こ
の
区
別
を
こ
こ
に
援
用
す
れ
ば
、

同
じ
く
可
能
的
知
識
と
い
っ
て
も、

先
き
の
場
合
は
日
賃

め
て
い
る
が
幾
何
学
し
て
い
な
い
幾
何
学
者
の
状
態
に、

後
の
場
合
は
眠
っ
て
い
る
幾
何
学
者
の
状
懇
に
対
応
し、

後
者
は
前
者
よ
り
現
実
か
ら
一

層
隔
た
っ
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。

熊
抑
制
の
人
び
と
は
、

こ
の
よ
う
な
匝
眠
や
酪
酎
や
狂
気
の
状
態
に
類
比
さ
れ
る
。

を
働
か
せ
て
い
る
こ
と
の
証
拠
に
は
な
ら
な
い
。

ち
ょ
う
ど、

下
手
な
役
者
が
開
台
で
オ
イ
テ
ィ
プ
ス
の
月
白
を
口
に
し
な
が
ら、

い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
言
い
な
か
ら、

実
は
お
の
れ
の

お
け
る
知
識
が
何
も
の
に
よ
っ
て
も
打
ち
負
か
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
す
る、

第
三
の
解
決。

知
識
を
可
能
的
に
持
つ
と
い
う
意
味
に
、

た
と
え
彼
ら
が
知
的
言
葉
を
口
に
し
た
か
ら
と
言
っ
て
、

彼
ら
が
知
識

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
立
場
を
擁
護
し
た
の
で
あ
っ
た
。

第
四
の
解
決。

こ
の
頗
る
難
解
な
箇
所
(
Vl
l.
3,
 1
11
4
7
 a
 24
,,____,
b
 2)

の
解
釈
に
つ
い
て
は
、

ト
リ
コ

等
の
注
解
並
び
に
研
究
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
が、

い
ま
述
べ

た
場
合
の
よ
う
な
持
ち
方
と
は

グ
ラ
ソ
ト
、

ま
だ
若
干
の
疑
間
が
残
る。

っ
た
持
ち
方
が
あ
る。

で
は
こ
れ
ら
の
場
合
は
先
の

オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
心
を
嬰
か
も
理
解

ス
テ
ュ

ア
ー
ト
、

っ
て
い

（
こ
の
判
断
は
現
に

目
賃
め
て
は
い
る
が

ヽ

ョ

ア

ヒ

ム

ゴ

テ
ィ

た
と
え
ば、

「
す
べ
て
の
甘
い
も
の
は
味
わ
わ
れ
る
べ

き
で
あ
る
」

と
い
う
一

般
命
祖
だ
と
す
る
。

他
方
小
前
提

こ
れ
を
必
然
的
に

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、

無
抑
制
の
人
の
持
つ
知
識
が
実
は
真
の
意
味
に
お
け
る
知
識
で
は
な
い
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

の
意
味
に

の
愈
味
を
少
し
も
罪
解
し

そ
れ
は
何
ら
か
の
意
味
で
、

知
識
を
持

:
L

\
 

］

ノ



ら
で
は

哲
学
・

思
想
論
虹

第
七
号

の
命
題
が
小
前
提
の
役
を
果
し
て
い
る
か
ら

が
成
立
し
な
い
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
は、

れ
ば
な
ら
な
い
」

と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は

)
の
箇
所
の
解
釈
に
つ
い
て
疑
問
と
す
る
と
こ
ろ
を
あ
げ
る。

ス、

す
な
わ
ち、

そ
し
て
も
し
こ
の
場
合
に、

「
二
つ
の
前
提
か
ら
―
つ
の
命
屈
が
生
じ
る
と
き、

ド
ク
サ
で
は
な
い
の
だ
か
ら。

：
上
し
]
4ノ

結
論
さ
れ
た
も
の
を
塊
は

〔
つ
ま
り
偲
抑
制
の
人
は、

本
当
は
欲
炉
に
従
っ
て

た
ま
た
ま
甘
い
も
の
を
味
わ
い
た
い
と
い
う
欲
望
か
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
あ
る
な
ら
は、

第
一
の
一

般

的
判
断
は
甘
い
も
の
を
避
け
る
よ
う
に
命
ず
る
が、

欲
望
は
人
を
甘
い
も
の
へ
と
引
っ
。は
っ
て
ゆ
く。

何
故
な
ら、

欲
望
は
身
体
の
各
部
分
を
動
か
す
力
を
持
っ
て
い

無
抑
制
と
い
う
こ
と
は
〔
こ
の
場
合
甘
い
も
の
を
味
わ
う
な
と
い
う
正
し
い
ロ
コ
ス
の
命
令
に
従
っ
て
は
い
な
い
か
〗、

）
の
方
は
推
論

ド
ク
サ
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
り、

こ
の
ド
ク
サ
は
そ
れ
自
体
と
し
て
町
し
い
ロ
コ
ス
に
反
し
て
い
る
の
で
は
な
く‘

付
術
的
に
そ
う
な
の
で
あ

る。

と
い
う
の
は、

行
為
し
て
い
な
か
ら、

あ
た
か
も
一

稲
の
ロ
ゴ
ス
に
従
っ
て
行
為
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
〕
（―
l
l.

3,
'
Ll47
 a
 26
,____,
b
3)
 

結
論
は
直
ち
に
実
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
か。

そ
れ
と
も
「
―
つ
の
命
起
か
生
じ
る
と
き」

と
い
う
条
件
に
重
点
を
お
い
て、

大
前
樹

も
小
前
提
も
現
実
に
意
識
さ
れ
て
働
い
て
い
て
も、

ば、

両
郁
提
を
結
び
つ
け
る
何
か
第
三
の
も
の
が
必
要
で
あ
り、

そ
れ
か
欲
望
の
存
在
て
あ
る
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か。

先
の

べ
た
よ
う
に
a
印S
(1147
a
 33)

を
小
前
提
を
指
す
も
の
と
解
す
れ
は、

に
共
通
な
―
つ
の
小
前
提
と
は、

そ
れ
自
身
と
し
て
は
い
ず
れ
も
現
実
に

る
か
ら。

従
っ
て、

正
し
い
ロ
ゴ
ス
に
反
し
て
い
る
の
は
欲
望
な
の
で
あ
っ
て、

(
3)
 

働
い
て
い
る
判
断
だ
と
す
る）、

こ
の
言
葉
は、

実
践
的
推
論
に
お
い
て、

大
罰
捉
と
小
前
提
か
あ
れ
は、

応叫
ち
に
実
行
し
な
け

必
す
そ
こ
か
ら
結
高
が
生
じ、

そ
し
て
こ
の

し
か
も
な
お
両
者
が
糾
び
つ
か
な
い
状
態
と
い
う
も
の
か
あ
り
得
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か。

も
し
後
者
な
ら

(

3
J
)

て
述

こ
の
箇
所
は
後
者
の
解
釈
を
支
持
す
る
こ
と
に
な
る。

す
な
わ
ち、

二
つ
の
大
罰
捉
と
そ
れ
ら

れ
て
い
る
か、

そ
れ
だ
け
で
は
大
小
二
つ
の
前
提
か
ら
―
つ
の
結
論
か
碍
ぎ
出
さ
れ
る

に
は
不
充
分
で
あ
っ
て、

欲
望
の
存
在
か
一

方
の
大
前
提
を
小
前
捉
と
結
ひ
つ
け
て
結
論
を
尋
き、

他
方
の
大
前
提
は
小
前
提
と
結
び
つ
か
な
い
か
ら、

―
つ
の
大
き
な
難
点
か
あ
る。

と
い
う
の
は、

先
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は、

熊
抑
制
と
は
大
荊
捉
を
現
実
的
に
働
か

せ
な
が
ら、

小
前
提
の
方
は
単
に
可
能
的
に
し
か
持
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る。

こ
で
前
言
と
の
矛
盾
を
敢
え
て
し
て、

二
つ
の
前
提
か
必
然
的
に
結
論
に
至
る
の
で
は
な
く、

両
者
を
結
び
つ
け
る
も
の
と
し
て
の
欲
望
の
存
在
を
不
可
欠
と
し
た
の
で

あ
ろ
う
か。

も
し
大
前
提
と
小
前
提
が
と
も
に
現
実
的
に
意
識
さ
れ
て
い
れ
ば
必
然
的
に
結
論
が
焉
か
れ
る
と
す
れ
ば、

で
は
何
故
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ

い
ま
の
場
合、

二
つ
の
大
前
提
に
対
し
て
同
一

一

方
の
推
論
か
成
り
た
て
は
他
方
の
推
論
も
成
り
た
た
さ
る
を
得
な
く
な
り、

彼
の
説
明
は
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
か

あ
る
意
味
で
の
ロ
コ



実
化
の
欠
如
が
原
因
と
さ
れ
る。

で
は
な
く、

欲
望
の
存
在
が
一

方
の
大
前
提
と
小
前
提
を
結
び
つ
け、

他
方
の
大
前
提
と
小
前
捉
を
結
ひ
つ
け
な
い
か
ら
で
あ
る、

と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
考
え
て
い
る
よ
う
に
息
わ

(
4)
 

ョ
ア
ヒ
ム
は
無
抑
制
を
知
識
の
欠
如
と
し
て
の
他
知
で
は
な
く、

誤
り
と
し
て
の
無
知
で
あ
る
と
し
て、

分
析
論
前
書
第
二
巻
第
二
十
一

章
(
6
7
a
 33
�
7)

の、

誤
り
が
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
の
説
明
を、

こ
の
箇
所
の
解
釈
に
援
用
す
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、

知
り
な
が
ら、

A
が
C
に
属
さ
な
い
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

何
故
な
ら、

二
つ
の
命
題
を
結
ひ
つ
け
な
い
限
り、

得
な
い
か
ら。

こ
れ
を
熊
抑
制
の
人
の
場
合
に
適
用
す
れ
は、

そ
の
よ
う
な
人
は
、

両
者
を
結
び
つ
け
な
い
た
め
に
結
論
に
到
達
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
無
抑
制
の
説
明
に
は
二
つ
の
立
場
の
混
同
が
あ
る
。

こ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
に
二
つ
の
立
場
が
あ
る
と
い
う
の

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
の
中
に
二
つ
の
立
場
の
混
同
が
あ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
彼
は、

も
の
を
単
に
可
能
的
に
し
か
知
ら
な
い
た
め
に
起
る
と
し、

他
方
で
は
、

熊
抑
制
は
一

般
的
規
則
と
個
別
的
な
る
も
の
と
を
と
も
に
知
り
な
か
ら、

両
者
を
結
び
つ
け
な

い
た
め
に
結
論
が
現
実
に
意
識
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち、

れ
る
。

こ
の
点
に
関
連
し
て、

す
な
わ
ち
一

方
で
は、
「
す
べ
て
甘
い
も
の
は
味
わ
う
べ

き
で
は
な
い
」
（
あ
る
い
は
「
す
べ
て
甘
い
も
の
は
健
康
に
害
か
あ
る
」）
「
こ
れ
は
甘
い
」

従
っ
て
「
こ
れ
を
味

わ
う
べ

き
で
は
な
い
」。

他
方
で
は
、
「
す
べ
て
甘
い
も
の
は
快
い
」

「
こ
れ
は
甘
い
」

従
っ
て
「
こ
れ
は
快
い
」
。

そ
し
て
快
い
も
の
へ
の
欲
叫手
は
人
間
に

内

在

す
る
か

ら
「
こ
れ
を
味
わ
う
べ

ぎ
で
あ
る
」

と
結
論
さ
れ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
無
抑
制
の
人
の
場
合、

第
一

の
禁
止
の
推
論
は
成
立
し
得
な
い
と
す
る
。

そ
れ
は
何
故
か
。

そ
し
て
こ
の
二
つ
の
一

般
命
題
Al
（
も
し
く
は
凡）

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は、

「
味
わ
う
こ
と
を
妨
げ
る
一

般
的
附
提
：

る
」
（
ふ）
と
し
よ
う。

こ
れ
と
は
別
に
「
す
べ
て
甘
い
も
の
は
味
わ
う
べ

き
で
あ
る
」
(
B)
と
い
う
も
う
―

つ
の
一

般
命
題
が
あ
る
と
す
れ
ば、

At
（
も
し
く
は
Az)

B
と
は
相
互
に
矛
届
す
る
か
ら、

同
時
に
わ
れ
わ
れ
の
心
の
中
に
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

自
身
に
お
い
て
Al
（
も
し
く
は
ふ）

て
い
る
か
を
述
べ
て
は
い
な
い
が、

い
ま
の
箇
所
に
続
い
て、

い
ま
仮
り
に、

こ
れ
を
「
す
べ
て
甘
い
も
の
は
味
わ
う
べ

き
で
は
な
い
」

(
Al)
も
し
く
は
「
す
べ
て
甘
い
も
の
は
健

康
に

害
が

あ

と
矛
盾
し
な
い
か
ら、

熊
抑
制
の
人
の
心
の
中
に
お
い
て
Al
（
も
し
く
は
ふ）

ソ

ク

ラ

テ

ス

の
バ

ラ

ド
ッ

ク

ス

お
よ
び
C
と、

一

方
で
は
無
抑
制
は
一

般
的
規
則
を
知
り
な
が
ら、

「
こ
れ
は
甘
い
」

と
い
う
―

つ
の
小
前
捉
と
か
ら、

：
」

と
言
っ
て
い
る。

個
別
的
な

二
つ
の
批
論
か
生
じ
る
こ
と
が
可
能
て
あ
る
。

と

し
か
し
「
す
べ
て
甘
い
も
の
は
快
い
」
(
C)
と
い
う
一

般
命
題
は
そ
れ

と
C
と
が
同
時
に
存
在
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

A
か
B
に
属
し
B
が
C
に
属
す
る
こ
と
を

A
か
C
に
属
す
る
と
い
う
結
論
に
は
到
迩
し

一

般
的
規
則
と
個
別
の
認
識
と
を
と
も
に
現
実
に
働
く
も
の
と
し
て
持
ち
な
か
ら、

一

方
で
は
小
前
提
の
現
実
化
の
欠
如
が
無
抑
制
の
原
囚
と
さ
れ、

他
方
で
は
結
論
の
現

J

こ
で
彼
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
命
題
を
考
え

ハ
〇



―

l 

第
七
号

る。

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
間
屈
が
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
箇
所
と
し
て、

し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か。

以
上
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学』

第
七
巻
第―――
章
を
中
心
と
し
て

の
は、

感
買
的
知
識
な
の
で
あ
る。
（一'[!.
3,
 
1147
 b
 9
""
 17)
 

は
一

般
者
で
は
な
く、

最
終
の
前
提
〔
推
論
は
必
ず
し
も
―
つ
の
大
前
提、

小
而
提、

結
扉
か
ら
成
る
と
は
限
ら
ず、

複
数
の
推
論
か

前
提
と
は
最
終
の
推
論
の
小
前
提
を
意
味
す
る〕

は
感
買
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
の
闘
断
て
あ
り、

こ
れ
か
行
為
を
決
定
す
る
か
ら、

情
念
の
中
に
は
ま
り
こ
ん
臣
人

は
こ
の
判
断
を
持
っ
て
い
な
い
か、

あ
る
い
は
持
っ
て
い
る
と
し
て
も、

く、

酔
っ
仏
い
が
エ
ム
ペ
ド
ク
レ
ス
の
詩
句
を
誦
す
る
と
い
う
の
と
同
じ
ょ
う
な
笠
味
て
持
っ
て
い
る
の
て
あ
る。

そ
し
て
最
終
の
項
〔
た
と
え
は
附
述
の
例
て
は

行
な
う
場
合
の、哲

学
・

思
想
論
集

ま
た
一

般
者
と
同
じ
ょ
う
に

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
無
抑
制
に
つ
い
て
の
考
察
に
対
し
て
は、．

最
後
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は、

次
の
よ
う
な

た
と
え
は、
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学』

第
一

巻
第
十

そ
の
場
合
持
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
が、

ノ‘

知
識
と
し
て
持
っ
て
い
る
と
い
う

何
も
の
か
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う〕

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
求
め
て
い
た
と
こ
ろ
が
生
じ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。

じ
っ
さ
い
真
の
怠
味
に
お
け
る
知

(
5)
 

識
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に、

情
念
が
打
ち
克
つ
の
て
は
な
い。

ま
た
こ
の
よ
う
な
應
味
に
お
け
る
知
識
か、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
バ
ラ
ド
ノ
ク
ス
に
対
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
批
判
を
考
祭
し
て
き
た。

そ
こ
で
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
は、

何
も
の
に
よ
っ
て
も
支
配
さ
れ
な
い
知
識
の
優
位
を
認
め
な
か
ら、

無
抑
制
と
い
う
経
験
的
事
実
を
虚
明
し
よ
う
と
し
て、

四
と
知
り
な
か
ら
悲
を

知
る
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
迎
解
す
べ
ぎ
か
を
求
め
た。

彼
の
こ
の
よ
う
な
間
加
捉
起
の
仕
方
か
す
で
に、

仰
抑
制
を
知
識
に
お
け
る
忍
り
の
間

題
に
熔
元
す
る
方
向
を
示
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か。

彼
は
行
為
に
お
け
る
知
的
菱
素
の
役
割
を、

特
に
迅
飴
的
弱
さ
と
い
う
現
象
の
分
折
を
通
し
て、

解
叫

そ
こ
て
は
道
徳
的
葛
隊、

ど
う
し
よ
う
も
な
い
人
間
の
内
心
の
苦
悶
が
此―]
か
も
解
明
さ
れ
な
い
で
は
な
い
か、

レ
ス
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
葛
藤
が
全
く
扱
わ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
く
て、

た
と
え
は
エ
ウ
リ
ピ
テ
ス
の
メ
テ
イ
ア
や
バ
イ
ド
ラ
に
み
ら
れ
る
よ
う
な、

と
い
う
批
詞
か
し
ば
し
は
捉
起
さ
れ
る。

そ
し
て
こ
れ
に
対
し
て
は、

ア
リ
ス
ト
テ

た
だ
こ
の
箇
所
に
お
い
て
そ
れ
か
間
む
に
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
な
の
で
あ
る
と
反
論
さ
れ

レ
ス
は、

魂
の
理
性
的
部
分
と
非
理
性
的
部
分
と
を
区
別
し、

後
者
を
さ
ら
に
生
物
的
部
分
と
欲
求
的
部
分
と
に
分
け
る。

人
が
そ
れ
を
右
に
動
か
そ
う
と
し
て
も
左
に
動
い
て
し
ま
う
よ
う
に、

覗
の
場
合
に
も、

無
抑
制
の
人
の
術
動
は
理
性
と
反
対
の
汀
向
に
動
く。

れ
る
も
の
で
も
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら、

っ
て
そ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
説
へ
の
批
判
を
締
め
括
る。

あ
げ
ら
れ
る。

そ
こ
か
ら

そ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ

ち
ょ
う
ど
身
体
の
琳
婢
し
て
い
る
部
分
が、

た
だ
身
体
の
場
合
に
は

に
引
き
回
さ
れ
る
こ
と
も
な
い。

忙
念
か
打
ち
克
つ

の
意
味
に
お
け
る
知
識
か
他
の

味
で
は
衣

り
合
う
こ
と
も
あ
る
か
ら、

此
処
に
言
う
最
終
の



な
ら
な
い

。

つ
ぎ □]

で
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
を
結
論
的
に
要
約
す
れ
ば 、

逸
れ
て
ゆ
く
の
か
限
に
み
え
る
が 、

魂
の
場
合
に
は
見
え
な
い
だ
け
て
あ
る 。

魂
の
こ
の
欲
求
的
部
分
は 、

可
能
て
あ
る 。

抑
制
の
あ
る
人
や
無
抑
制
の
人
の
場
合
に
は 、

欲
求
的
部
分
と
本
来
の
理
性
的
部
分
と
の
あ
い
だ
の
葛
藤
が
あ
り 、

前
者
で
は
ロ
コ
ス
が
優
位
と
な
り 、

後
者
で
は
欲
岨
か
優
位
と
な
る 。

る
点
は
共
通
す
る 。

た
だ
無
抑
制
の
人
は
こ
の
領
符
に
流
さ
れ 、

抑
制
の
あ
る
人
は
こ
の
伯
斜
に
抵
抗
す
る 。

こ
れ
に
対
し 、

節
度
あ
る
人
と
放
縦
な
人
の
場
合
は 、

お
ら
も
内
心
に
欲
望
と
ロ
コ
ス
と
の
葛
藤
が
な
い

。

放
縦
な
人
の
場
合
は

ず
る
誤
っ
た
ロ
ゴ
ス
が
支
配
す
る 。

す
な
わ
ち 、

骰
は
そ
う
す
べ

き
応
と
信
じ
て 、

欲
望
の
赴
く
と
こ
ろ
に
従
う
の
て
あ
る 。

他
方 、

節
度
あ
る
人
は 、

四
し
ぎ
欲
州
を

全
く
持
た
な
い
か
ら 、

こ
の
場
合
も
や
は
り

葛
藤
は
存
在
し
な
い

。

さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な

い
か 、

ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
に
求
め
て
も 、

所
詮
無
駄
と
い
う
以
外
に
な
い

。

以
上
わ
た
く
し
は 、

を
取
り
あ
げ 、

の
矛
店
を
何
と
か
解
決
し
よ
う
と
し
て 、

す
で
に
み
て
ぎ
た
よ

う
な

複

雑

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
無
抑
闊
に
つ
い
て
の

し
か
し
両
者
と
も
欲
望
に
従
う
こ
と
が

い
こ
と
正
と
い
う
こ
と
を
知
り 、

ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
に
お
い
て
も 、

魂
の
中
の
理
性
的
部
分
と
非
迎
性
的
部
分
と
の
葛
藤
が
全
く
間
屈
と

し
か
し 、

非
理
性
的
部
分
が
箪
に
快
楽
へ
の
欲
望
と
い
う
形
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
限
り 、

人
間
の
魂
の
中
に
お
け
る
悲
劇
的
苫
悩
を

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
パ
ラ
ド
ソ
ク
ス
の
意
味
を
尋
ね
て 、

プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
の
最
初
の
注
釈
者
も
し
く
は
批
判
者
と
い
う
意
味
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』

特
に
そ
の
第
七
巻
第
三
章
を
中
心
に
考
察
し
て
き
た 。

る 。

そ
れ
は
こ
の
箇
所
か
頗
る
難
解
で
あ
っ
て
一

義
的
解
釈
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
事
梢
に
も
よ
る
か 、

も
う
―

つ
に
は 、

テ
ス
批
判
な
る
も
の
の
実
体
を
明
ら
か
に
し
た
か
っ
た
た
め
で
も
あ
る 。

れ
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
バ
ラ
ド
ソ
ク
ス
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
お
い
て
諮
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う 。

知
識
と
欲
望
と
の
此
藤
と
い
う
よ
り 、

欲
望
が
誤
っ
た
ド
ク
サ
と
結
び

そ
の
結
果
誤
っ
た
結
雌
が
生
じ
る
と
こ
ろ
に
熊
抑
制
が
成
立
す
る
と
い
う
彼
の
高
明
は 、

悲
と
は
知
識
の
欠
如
で
あ
る
と
い
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
説
と
根
本
的
に
は
異

し
か
し
一

致
は
そ
こ
ま
で
で
あ
っ
て

、

両
者
の
言
う
と
こ
ろ
の
知
識
は
本
質
的
に
異
っ
て
い
る 。

こ
の
根
本
的
相
違
を
無
祝
し
て 、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
バ
ラ
ド
ソ
ク
ス
と 、

熊
抑
制
と
い
う
経
験
的
事
実
と
の
あ
い
だ
の 、

で 、

し
か
も
多
分
に
ソ
フ
ィ

ス
ト

的
と
言
っ
て
も
い
い
よ
う
な
解
決
を
提
出
し
た
の
で
あ
る 。

J

れ
ら
の
言
葉
を
も
っ
て
第
七
巻
第

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

の
記
述
を
袖
え
ば 、

し
か
し 、

も
と
も
と
次
元
を
異
に
す
る
二
つ
の
立
場
を
そ
の

ま
ま
に

し

は 、

そ
れ
自
身
の
正
当
性
を
主
張
し
得
る
て
あ
ろ
う
か 、

そ
し
て
わ
た
く
し
は
此
の

に
欲
望
が
優
位
を
占
め

、

そ
れ
自
身
ロ
ゴ
ス
を
持
た
な
い
が 、

そ

し
か
も
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
そ
れ
へ
の
伯
斜
を
感
じ
て
いど

ロ
コ
ス
は
仝
く
沈
黙
す
る
か 、

あ
る
い
は
欲
望
の
追
求
を
是
認

の
解
釈
に
時
間
を
費
し
過
ぎ
た
よ
う
で
あ

こ
れ
に
よ
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ソ
ク
ラ

で
、

T

/
 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は 、

ロ
コ
ス
に
従
う
こ
と
が
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テ
ス
が
「
徳
は
知
識
で
あ
る」
と
言
い、

て、
こ
の
二
つ
を
同一
平
而
上
で
両
立
さ
せ
る
道
を
求
め
る
こ
と
は
無
應
味
て
あ
る。

学
全
体
に
つ
い
て
も
ま
た
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

い
道
徳
的
知
識
の
概
念
の
確
立
へ
向
っ
て
の
模
索、

も
な
い
し、

誡
は
存
在
す
る
の
で
あ
る。

し
た
の
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
あ
る
の
に。

さ
て、

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
無
抑
制
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
倫
罪
息
想
の
持
つ
常
識
的
な
も
の
へ
の
徹
＇此
的
挑
戦、

そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
無
知
の
自
党
は、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
理
解
の
外
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

「
何
人
も
み
ず
か
ら
す
す
ん
で
悲
を
な
さ
ず」
と
言
う
場
合
の
知
識
と
は、

ま
た
刑
法
の
成
立
根
拠
と
矛
盾
す
る
も
の
で
も
な
い。
こ
れ
ら
の
日
常
経
験
の
匪
界
の
知
識
と
は
全
く
異
っ
た
次
元
に
お
い
て、

ソ
ク
ラ
テ
ス
は、
人
間
の
意
志
が
悪
と
知
っ
て
悲
を
欲
す
る
こ
と
は、

た
り、
自
ら
を
損
っ
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
だ
か
ら。
こ
の
故
に
『
法
律』

情
と
快
楽
と
熊
知
な
の
で
あ
っ
て、
人
は
決
し
て
自
ら
の
意
志
に
お
い
て
應
を
選
び
は
し
な
い。

徳
の
立
場
に
立
つ
か
ら。ハ
ラ
ド
ッ
ク
ス
な
の
で
あ
っ
て、

わ
れ
が
ド
ク
サ
の
立
場
を
楕
て
な
い
限
り、
わ
れ
わ
れ
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
理
鮒
し
得
な
い。

立
場
を
離
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る。
そ
こ
か
ら、

(

L
/
"
 

863
 A
 1

 E)
で
言
わ
れ
る
よ
う
に、
人
を
し
て
悪
を
追
は
し
め
る
も
の
は
激

ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
の
立
場
か
ら
は、

...,_ 

/'-. 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
雌

そ
れ
と
の
対
立
を
通
し
て
の、
新
し

ソ
ク
ラ

そ
れ
自
体
矛
眉
で
あ
る
と
考
え
る。
人
間
の
應
志
が
自
ら
を
否
定
し

ソ
ク
ラ
テ
ス
の。ハ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
言
わ
れ
る
も
の
は、
人
が
常
識
的
道

そ
れ
こ
そ
人
間
に
と
っ
て
追
求
さ
る
べ
き
唯一
の
道
な
の
で
あ
る。
わ
れ

そ
し
て
少
な
く
と
も
倫
理
学
に
関
し
て
は、

ソ
ク
ラ
テ
ス
説
は
決
定
論
に
お
ち
い
る
の
で
は
な
い
か、

ア

リ

ス

卜

テ

レ
／

ス

は

ト
ゞ

ク

-iJ-

0) 

と
い
う
よ
う
な
反
論
さ
え
も
語
ら
れ
る
の
で
あ
る。
白
由

を
単
に
何
か
外
的
束
縛
か
ら
の
解
放
と
す
る
の
で
は
な
く、
自
己
が
真
に
自
己
自
身
の
支
配
者
た
る
と
い
う
意
味
で
の
自
由
を
雁
立
し、
自
由
を
始
め
て
道
徳
の
間
加
と

日
常
的
ド
ク
サ
の
世
界
を
全
面
的
に
拒
否
し、
全
く
新
し
い
不
変
の
価
値
の
追
求
の
上
に、
新
し
い
道
徳
を
打
ち
た
て
よ
う
と
す

る
ソ
ク
ラ
テ
ス
が、
現
に
あ
る
人
間
性
の
事
実
の
分
析
の
上
に、
道
徳
の
体
系
を
つ
く
あ
げ
よ
う
と
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て、
バ
ラ
ド
ソ
ク
ス
と
映
じ
る
の
は

し
当
然
で
あ
る。
し
か
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が、
根
本
的
に
は
ソ
ク
ラ
テ
ス、
プ
ラ
ト
ソ
的
人
間
観
の
上
に
立
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
否
定
で
き
な
い。
そ
こ
に
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
の
不
整
合
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
も
ち
ろ
ん、

ぎ
沈
み
し、
些
か
で
も
よ
り
よ
く
あ
ろ
う
と
す
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
バ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
の
全
体
的
考
察
に
先
立
っ
て、
こ
の
よ
う
な
仮
説
を
た
て
る

こ
と
は
尚
早
の
謗
り
を
免
れ
な
い。
ま
た
た
と
え、
最
終
的
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
を
そ
の
よ
う
に
性
格
づ
け
る
こ
と
か
許
さ
れ
る
と
し
て
も、
常
識
の
世
界
に
臀

そ
の
よ
う
な
倫
理
学
が
そ
れ
自
身
の
価
値
と
正
当
性
と
を
持
つ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い。

先
ず
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
批
判
を
取
り
あ
げ
た
こ
と
は、

も
み
ず
か
ら
す
す
ん
で
悪
を
な
さ
ず」
と
言
う
命

題か
何
を
意
味
す
る
か
を
て
は
な
く、
何
を
意
味
し
な
い
か
を
明
ら
か
に
す
る
結
果
に
終
っ
た。

結
局、
「
何
人

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
科
白

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
求
め
る
知

無
抑
制
と
い
う
経
験
的
事
実
を
否
定
す
る
も
の
で



(

5
 

(

4
 

3
/�
｀

 

2
)ヽ
ー

注

vV.
 K.
 
C.
 Guth
rie,
 A
 History
 of
 Greek
 Philosophy•
 Vol
 
]-[
 
p.
 
1[
5
8
 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
狸
学
関
係
の
蒋
作
の
年
代
決
定
に
つ
い
て
は、
A•
Kenny,
 T
he
 A
ristotelian
 Ethics
特
に
そ
の
第
九立い
を
参
照。

a.g
旦
8

二
芥
ミ、
閏
(

11
4
7

a
 3
3
)

の
（べ汀｛
は
第
二
の
柑�
雌
の
大
前
提
を
指
す
の
か、

そ
れ
と
も
小
前
捉
を
指
す
の
か。

前
者
に
と
れ
ば、
こ
の
場
合
二
つ
の
大
前
提
の
う
ち
小
而

捉
と
糾
ひ
つ
い
て
現
実
に
慟
く
の
は
第
二
の
一
般
命
俎
で
あ
る
と
い
う
急
味
に
な
り、
後
者
に
と
れ
は、
こ
の
場
合
小
前
提
は
粕
に
llf
能
的
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
視
実
に
慟
い
て
い

る
と
い
う
急
味
に
な
る。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
府
干
の
困
難
が
付
う
よ
う
に
忍
う。
前
者
の
場
合
に
は、
こ
こ
で
小
前
提
と
結
ひ
つ
い
て
現
史
に
働
く
の
は
第
二
の
大
前
捉
の
方
で
あ

る
と
い
う
の
は
そ
の
と
お
り
だ
が、
そ
う
す
る
と、
そ
の
後
に、
も
し
こ
の
場
合
た
ま
た
ま
欲
岨
か
わ
れ
わ
れ
に
内
在
し
て
い
る
な
ら
ば
·

9

9

欲
兒
が
内
在
し
て
い
る
か
ら
第
二
の
大
前
提
か
現
実
に
働
く
の
で
あっ
て
逆
で
は
な
い
か
ら。
他
力
こ
れ
を
小
附
捉
の
意
味
に
と
る
と、
こ
の
場
合
二
つ
の
枡
論
に
お
い
て
同一
の
命

題
が
小
前
提
を
な
し
て
い
る
か
ら、
こ
の
小
前
提
が
現
実
に
慟
く
と
す
れ
は、
二
つ
の
机
論
の
以
方
が
同
時
に
成
り
立
っ
て
し
ま
う
の
て
は
な
い
か
と
い
う
疑
間
が
生
し
る。
こ
の
囚

難
を
避
け
る
た
め
に
は、
大
前
捉
と
小
前
捉
が
と
も
に
現
史
に
働
い
て
い
る
た
け
で
は
柑
論
は
成
り
た
た
な
い
の
て
あ
っ
て、
そ
れ
か
成
り
た
っ
た
め
に
は
二
つ
の
前
提
を
糾
ひ
つ
け

る
第
三
の
要
素
と
し
て
欲
墾
が
存
在
し
な
け
れ
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
以
外
に
な
い。
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 H.
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m,
 A
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2
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A
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 Vol
 

無
理
だ
と
は
思
う
が、
敢
え
て
r
a.-
0
0
J

怠
ご、
む5
m、へ
(

V
II.

3,
 
1
1
4
7
 b
 1
6
)
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pp.
 1
6
3

-------
4
)
 
;c:
s
,0

7:、
C

閃
ミ
と
証
む。

を
ス
テ
ェ
ア
ー
ト
に
従
っ
て
(J.
 A.
 Ste,v�trt,
 Notes
 on
 the
 N1co
machean
 Ethics
 or

こ
の
文
硲
の
荊
半
互
け
を
み
れ
は、
「
良
の
肛
林
に
お
け
る
知
識
と
考
え
ら
れ
る
も
の
か
現
に
存
在
す
る
な
ら
ば、
他

抑
訓
は
生
し
得
な
い
」

と
テ
キ
ス
ト
通
り
に
読
む
こ
と
が
で
、き
る。
し
か
し
こ
の
文
い
の
後
平、
す
な
わ
ち
十
六
行
目
以
下
の
「
こ
の
真
の
紅
林
に
お
け
る
知
品
は
栢
念
に
引
き
阿
さ

れ
は
し
な
い
云
々
」
と
い
う
箇
所
を
テ
キ
ス
ト
通
り
に
読
め
は、
十
iハ
行
目
の
バ
ト
ス
か
無
抑
闊
と
い
う
柏
態
を
慇
抹
す
る
の
に
対
し、
十
七
行
目
の
パ
ト
ス
は
欲
塑
を
怠
味
す
る
か

ら、
同
し
パ
ト
ス
と
い
う
語
が
同一
の
文
取
の
中
で
追
っ
た
邸
味
を
打
つ
こ
と
に
な
り、
こ
れ
は
不
自
然
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い。
ま
た
十
七
行
目
の
d
2

ぶ
ふん

ミざ
9
0
ば
一ふの
は

テ
キ
ス
ト
通
り
な
ら
ば
「
抑
制
を
失
っ
た
人
の
場
合
は
直ハ
の
意
味
に
お
け
る
知
識
で
は
な
く
感
立
的
知
識
が
存
在
す
る
の
て
あ
る」
と
虚
ま
な
け
れ
は
な
ら
な
く
な
る
が、
こ
れ
は
無

抑
制
と
は一
般
的
規
則
を
知
り
な
か
r2個
別
に
つ
い
て
の
判
断
を
誤
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
疵
明
と
矛
盾
す
る。

で
あ
る。フ
ラ
ト
ソ
の
対
話
篇
の
中
に。

で
は
な
い
が、

わ
れ
わ
れ
は
も
う
一
度
始
め
か
ら、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

と
い
う
の
は
お
か
し
い。
何
故
な
ら

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
バ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
何
を
意
味
す
る
か
を
た
ず
ね
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い、

nヽコ
/nr
 

そ
の
正
当
な
る
後
継
者
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An Examination of the Criticism of Aristotle on Akrasia 

Mie 11<:EDA 

第
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The aim of my reseはrch is to elucidate the most well-known of all Socratic paradoxes 
that virtue is knowledge and that no man does wrong willingly. This paradox is most 
important because it was always in the centre of Plato's ethical thought during his life匹

time. In this paper, as the first step of my research on this theme, I take up Aristotle's 
criticism of this paradox mainly in Book VII Chapter 3 of Nicomachean Ethics. In this 
prima facie very Socratic chapter, Aristotle asks himself how a man can do what he knows 
to bc wrong, and by so doing, he tries on the one hand to save the Socratic thesis and on 
the other to accept the ordinary opinion that akrasia occurs from time to time. After 
closely examining the four solutions there presented, I conclude that Aristotle's criticism 
of Socratic paradox is not really a criticism, but a misunderstanding of it. Each side has 
its own justification, but there lies a deep chasm between these two which can never 
be crossed 
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