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私
は
こ
の
間
、〈「
生
活
の
吟
味
」
と
し
て
の
哲
学
〉
を
現
代
的
に
展
開
す
る
と
い

う
作
業
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
こ
の
作
業
の
現
実
的
地
盤
は
言
う
ま
で
も
な
く
我
々

が
生
き
る
現
代
世
界
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
な
問
題
意
識
も
素
材
も
基
本
諸
概
念
も
、

現
代
世
界
や
現
代
諸
科
学
か
ら
受
け
取
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
も
ち
ろ
ん
哲
学
史
の
枠
内

に
収
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
周
知
の
よ
う
に
哲
学
を
「
生
活
の
吟
味
」
と
し

て
実
践
し
た
古
典
的
先
行
例
を
我
々
は
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』
の
中
に
も
っ
て
い

る
。
だ
か
ら
こ
れ
と
の
対
質
を
行
っ
て
お
く
こ
と
は
、
自
分
の
作
業
の
特
徴
を
自
覚

す
る
上
で
必
要
な
補
足
作
業
で
あ
る
だ
ろ
う
。こ
の
よ
う
な
事
情
な
の
で
、以
下
は
あ

く
ま
で
自
分
の
作
業
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
生
活
の
吟
味
」
と
の
直
接
的
（
無
媒
介
の
）

対
質
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
史
的
内
在
研
究

を
目
指
す
も
の
で
は
ま
っ
た
く
な
い
し
、
筆
者
に
は
そ
の
資
格
も
な
い
と
い
う
こ
と

を
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
て
お
き
た
い
。

本
論
に
入
る
前
に
、
参
考
ま
で
に
、〈「
生
活
の
吟
味
」
と
し
て
の
哲
学
〉
の
現
代

的
展
開
を
目
指
す
私
の
作
業
の
輪
郭
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
空
間
論
で
は
ル
フ
ェ
ー

ブ
ル
、
時
間
論
で
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
な
ど
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
古
典
的
諸
著
作

と
の
対
質
を
行
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
が
、
一
部
を
除
き
ま
だ
で
き
て
い
な
い
。

ま
ず
哲
学
論
で
は
「
生
活
の
吟
味
」
と
い
う
哲
学
の
機
能
に
注
意
を
喚
起
す
る
。

次
に
生
活
論
で
は
現
代
人
の
生
活
活
動
の
全
領
域
を
概
念
的
に
網
羅
し
意
味
づ
け
る

こ
と
を
試
み
、
諸
個
人
、
諸
階
層
、
諸
世
代
、
諸
地
域
、
諸
時
代
ご
と
の
生
活
諸
活

動
の
個
性
的
編
成
を
吟
味
す
る
た
め
の
前
提
を
反
省
す
る
。
世
界
論
で
は
現
代
歴
史

世
界
や
自
然
世
界
を
「
織
り
込
み
」
な
が
ら
「
織
り
上
げ
」
ら
れ
る
日
常
生
活
世
界

に
焦
点
を
当
て
つ
つ
、
世
界
の
三
層
構
造
が
解
明
さ
れ
る
。
意
識
論
で
は
意
識
の
端

初
規
定
を
（
先
験
哲
学
や
脳
生
理
学
に
よ
っ
て
で
な
く
）
生
活
活
動
と
の
根
源
的
関
係
に

お
い
て
限
定
し
つ
つ
、
認
識
―
価
値
判
定
―
想
像
力
―
意
志
と
か
、
日
常
知
―
技
術

知
―
科
学
知
―
哲
学
知
と
い
っ
た
、
意
識
の
複
雑
な
分
節
化
と
相
互
移
行
が
論
じ
ら

れ
る
。
自
我
論
で
は
人
称
的
に
分
節
化
し
た
生
活
世
界
の
相
体
的
中
心
項
と
し
て
自

我
を
把
握
し
、
そ
の
生
成
、
多
様
な
共
同
主
観
性
の
内
面
化
、
自
我
同
一
性
の
実
践

的
認
識
論
的
倫
理
的
意
義
な
ど
を
反
省
す
る
。
身
体
論
で
は
、〈
一
定
の
情
況
下
で
生

活
す
る
人
間
た
ち
〉
と
い
う
現
実
に
足
場
を
置
き
つ
つ
、
身
体
や
身
体
経
験
の
持
つ

多
様
で
根
本
的
な
意
味
を
再
認
す
る
。
空
間
論
で
は
生
活
実
践
の
諸
形
態
か
ら
行
動

空
間
、
居
住
空
間
、
都
市
空
間
、
グ
ロ
ー
バ
ル
空
間
な
ど
の
人
格
史
的
社
会
史
的
な

空
間
構
造
化
が
把
握
さ
れ
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
時
間
論
で
は
循
環
的
時

間
、
段
階
的
時
間
、
危
機
の
時
間
の
時
間
総
括
と
し
て
人
生
を
扱
い
つ
つ
、
そ
の
現

代
的
特
質
を
吟
味
す
る
。

社
会
論
で
は
愛
情
と
慣
習
に
よ
る
調
整
、
法
と
権
力
に
よ
る
調
整
、
貨
幣
と
競
争

に
よ
る
調
整
、
協
議
と
合
意
に
よ
る
調
整
と
い
う
調
整
諸
形
態
を
軸
に
社
会
諸
類
型

を
整
理
し
、
そ
れ
ら
諸
類
型
の
一
定
の
編
成
と
し
て
現
代
社
会
を
と
ら
え
、
そ
れ
が

孕
む
危
機
や
未
来
展
望
が
論
じ
ら
れ
る
。
権
力
論
で
は
諸
個
人
や
諸
集
団
に
よ
る
権
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力
を
め
ざ
す
闘
争
を
扱
い
、
こ
の
闘
争
を
今
日
的
に
条
件
づ
け
て
い
る
能
力
、
貨
幣
、

地
位
な
ど
社
会
的
権
力
の
相
互
分
化
と
相
互
関
係
が
解
明
さ
れ
、
権
力
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
の
課
題
が
論
じ
ら
れ
る
。
正
議
論
で
は
生
活
世
界
と
歴
史
世
界
が
交
差
す
る
場
に

即
し
つ
つ
、
分
配
的
正
義
、
交
換
的
正
義
、
手
続
き
的
正
義
、
応
報
的
正
義
を
め
ぐ

る
今
日
的
争
点
と
課
題
が
整
理
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
仕
事
論
で
は
生
活
者
に
と
っ

て
仕
事
の
持
つ
多
様
な
側
面
と
多
様
な
価
値
と
多
様
な
困
難
が
論
じ
ら
れ
吟
味
さ
れ

る
。
モ
ノ
論
で
は
生
活
活
動
の
現
実
に
即
し
つ
つ
モ
ノ
の
も
つ
多
様
な
意
味
を
確
認

し
、
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
や
物
象
化
の
構
造
を
探
る
。
価
値
論
で
は
現
代
人
の
主
要
な

諸
価
値
が
吟
味
さ
れ
、
そ
の
多
様
性
と
歴
史
的
変
容
、
人
生
に
お
け
る
価
値
の
実
現

と
し
て
の
幸
福
の
諸
類
型
が
論
じ
ら
れ
る
。
最
後
に
変
革
論
で
は
日
常
生
活
世
界
の

変
容
を
三
層
の
世
界
の
視
点
か
ら
と
ら
え
返
し
、「
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
革
命
」
の
必

要
性
が
主
張
さ
れ
る
。

１　
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』
と
「
生
活
の
吟
味
」
と
し
て
の
哲
学

前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、本
論
へ
移
ろ
う
。
周
知
の
通
り
、ソ
ク
ラ
テ
ス
は
「
若

者
を
堕
落
さ
せ
、
ま
た
国
家
が
崇
め
る
と
こ
ろ
の
神
々
を
崇
め
ず
に
、
別
の
新
奇
な

神
格
を
崇
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
正
を
犯
し
て
い
る
」（『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』
24

ｂ
〜
ｃ
、
三
島
輝
夫
、
田
中
享
英
訳
、
講
談
社
学
術
文
庫
）
と
し
て
Ｂ
Ｃ
三
九
九
年
に
、
民

主
派
の
政
治
家
ア
ニ
ュ
ト
ス
ら
に
よ
り
告
発
さ
れ
、
ア
テ
ネ
市
民
に
よ
る
裁
判
で
死

罪
の
判
決
を
受
け
た
。
七
〇
歳
で
あ
っ
た
。
プ
ラ
ト
ン
の
叙
述
に
よ
れ
ば
、
ソ
ク
ラ

テ
ス
は
、
死
刑
判
決
の
直
後
に
、
次
の
よ
う
な
激
し
い
非
難
の
言
葉
を
返
し
て
い
る
。

　
「
私
は
断
言
し
ま
す
。
私
を
死
に
追
い
や
っ
た
諸
君
、あ
な
た
方
は
私
の
死
後

直
ち
に
、
諸
君
が
私
の
命
を
奪
う
こ
と
に
よ
っ
て
私
に
加
え
た
報
復
よ
り
も
、

ゼ
ウ
ス
に
誓
っ
て
、
は
る
か
に
厳
し
い
報
復
を
そ
の
身
に
蒙
る
だ
ろ
う
と
。
と

い
う
の
も
、
あ
な
た
方
は
今
、
生
活
を
吟
味
さ
れ
る
こ
と
か
ら
免
れ
ら
れ
る
と

思
っ
て
、
そ
う
し
た
こ
と
を
し
た
わ
け
で
す
が
、
私
に
言
わ
せ
れ
ば
、
そ
れ
は

諸
君
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
裏
目
に
出
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
あ
な
た
方
を
吟
味
す

る
人
間
は
ず
っ
と
多
く
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
…
…
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
や
っ
て

吟
味
を
免
れ
る
こ
と
は
、
お
よ
そ
可
能
で
も
な
け
れ
ば
、
立
派
な
こ
と
で
も
な

く
て
、
も
っ
と
も
立
派
で
し
か
も
簡
単
な
の
は
、
あ
の
や
り
方
、
つ
ま
り
自
分

以
外
の
人
間
を
や
っ
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
自
分
が
で
き
る
だ
け
す
ぐ
れ
た
も

の
と
な
る
よ
う
に
自
分
自
身
を
磨
く
こ
と
だ
か
ら
で
す
」（『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』

39
ｃ
〜
ｄ
、
同
上
）。

こ
こ
に
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
執
拗
な
対
話
的
実
践
が
そ
の
核
心
に
お
い
て
「
生
活

の
吟
味
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。「
哲
学
し
な
が
ら
生
き
る
よ
う
に
、す

な
わ
ち
自
分
自
身
と
他
の
人
々
を
共
に
吟
味
し
な
が
ら
生
き
る
よ
う
に
、
神
が
私
に

命
じ
ら
れ
た
」（
同
、
28
ｅ
）
と
い
う
の
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
実
践
を
支
え
た
使
命
感

で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
「
哲
学
し
つ
つ
生
き
る
」
と
は
「
自
分
自
身
と
他
の
人
々
を
共

に
吟
味
し
な
が
ら
生
き
る
」
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
端
的
に
断
定
さ
れ
て
い
る
し
、

「
人
間
に
と
っ
て
吟
味
を
欠
い
た
人
生
と
い
う
も
の
は
生
き
る
に
値
し
な
い
」（
同
、38

ａ
）
と
も
語
ら
れ
て
い
る
。

「
吟
味
す
る
」と
三
島
ら
に
よ
り
訳
さ
れ
て
い
る
ギ
リ
シ
ャ
語
は
動
詞
形
で
ま
と
め

る
と
、έξετάζω

（
エ
ク
セ
タ
ゾ
ー
）
が
一
〇
箇
所
、έλέγξω

（
エ
レ
グ
ホ
ー
）
が
三
箇

所
、δισκοπέω

（
デ
ィ
ス
コ
ペ
オ
ー
）
が
一
箇
所
用
い
ら
れ
て
い
る
。
Ｌ
Ｏ
Ｅ
Ｂ
古
典

文
庫
の
英
訳
はέξετάζω

に
対
し
て
ほ
ぼexam

in
e

（
審
査
す
る
、
審
問
す
る
）
を
あ

て
て
お
り
、一
箇
所
だ
けin

vestigate

（
調
査
す
る
、取
り
調
べ
る
）
を
あ
て
て
い
る
。

W
issen

sch
aftlich

e B
u

ch
gesellsch

aft

か
ら
出
て
い
る
対
訳
プ
ラ
ト
ン
著
作
集

の
独
訳
で
はέξετάζω

にn
ach

forsch
en

（
調
べ
る
、
探
究
す
る
）
やn

ach
su

ch
en

（
探
索
す
る
）
やpru

fen
（
試
験
す
る
、
吟
味
す
る
）
やau

sforsch
en

（
根
掘
り
葉
掘
り
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聞
く
、捜
し
出
す
）
やerforsch

en

（
究
明
す
る
、研
究
す
る
）
を
あ
て
て
い
る
。έλέγξω

に
は
英
訳
で
はcloss-exam

in
e

（
詰
問
す
る
、
反
対
尋
問
す
る
）、accou

n
t

（
釈
明
す

る
）
が
あ
て
ら
れ
、
独
訳
はau

sforsch
en

（
同
上
）、R

ech
en

sch
aft geben

（
釈

明
す
る
）
を
あ
て
て
い
る
。
最
後
にδισκοπέω

に
は
英
訳
はexam

in
e

、
独
訳
は

besch
au

en

（
熟
視
す
る
、
吟
味
す
る
）
を
あ
て
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
場
合
、「
吟

味
」
は
、
詮
議
・
取
調
べ
・
尋
問
の
よ
う
に
「
申
し
開
き
」
を
強
要
し
裁
く
と
い
っ

た
か
な
り
強
圧
的
な
意
味
あ
い
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『
弁
明
』
で
は
数
多
く
の
箇
所
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
る
「
吟
味
」
の
定
式
化
が
与
え

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
吟
味
」
は
内
容
か
ら
見
る
と
、
①
知
恵
が
あ
る
と
い
う
思
い

込
み
に
対
す
る
吟
味
と
②
徳
を
忘
却
し
た
生
活
に
対
す
る
吟
味
の
二
つ
に
分
か
れ

る
。
ま
ず
第
一
の
吟
味
は
「
デ
ル
フ
ォ
イ
の
神
託
」
の
解
読
の
努
力
と
し
て
行
わ
れ

て
い
る
。

　

あ
る
政
治
家
を
吟
味
す
る
中
で
「
そ
の
人
物
は
知
恵
が
あ
る
も
の
と
他
の
多

く
の
人
間
に
思
わ
れ
、
ま
た
、
と
り
わ
け
本
人
が
そ
う
思
い
こ
ん
で
は
い
る
も

の
の
、
し
か
し
実
は
そ
う
で
な
い
と
私
に
は
思
わ
れ
た
の
で
す
。
…
…
つ
ま
り

私
は
自
分
が
知
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
と
思
っ
て
も

い
な
い
と
い
う
点
で
、知
恵
が
あ
る
よ
う
に
思
え
た
の
で
す
」（
同
、21
ｃ
〜
ｄ
）。

次
に
あ
る
作
家
を
吟
味
し
た
と
こ
ろ
、
彼
ら
の
創
作
は
知
識
に
よ
る
の
で
な
く

資
質
や
神
が
か
り
状
態
に
よ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
人
た
ち
は
「
創
作
活
動

の
ゆ
え
に
他
の
事
柄
に
関
し
て
も
、
自
分
た
ち
が
人
間
た
ち
の
中
で
最
も
知
恵

が
あ
る
の
だ
と

―
実
際
に
は
そ
う
で
な
い
の
に

―
思
い
こ
ん
で
い
る
の
に

気
づ
い
た
の
で
す
」（
同
、
22
ｃ
）。
次
に
職
人
を
吟
味
し
、「
ど
の
職
人
も
、
そ

の
技
術
を
見
事
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
外
の
最
も
重

要
な
事
柄
に
関
し
て
も
ま
た
最
も
知
恵
が
あ
る
と
見
な
し
て
い
た
の
で
す
。
そ

し
て
彼
ら
の
そ
の
度
を
過
ご
し
て
い
る
点
が
、
先
の
知
識
を
覆
い
隠
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
す
」（
同
、
22
ｄ
）。
こ
れ
ら
の
吟
味
の
結
果
、
ソ
ク
ラ
テ

ス
が
出
し
た
結
論
は
、「
人
間
た
ち
よ
、
ち
ょ
う
ど
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
よ
う
に
、
知

恵
に
関
し
て
は
本
当
の
と
こ
ろ
自
分
は
何
の
価
値
も
な
い
も
の
な
の
だ
と
い
う

こ
と
を
悟
っ
た
者
、
ま
さ
に
そ
の
者
こ
そ
が
お
前
た
ち
の
中
で
も
っ
と
も
知
恵

の
あ
る
も
の
な
の
だ
」
と
い
う
の
が
神
託
の
意
味
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
こ
こ
で
探
求
は
終
わ
り
、
以
降
は
一
転
し
て
神
の
代
理
と
な
っ
て
「
だ
れ

か
知
恵
が
あ
る
と
私
が
思
う
も
の
が
あ
れ
ば
、
神
に
し
た
が
っ
て
探
し
出
し
て

は
問
い
た
だ
し
て
い
る
」（
同
、
23
ｂ
）
状
態
に
移
る
。

こ
の
第
一
の
吟
味
に
つ
い
て
言
え
ば
、
政
治
家
や
作
家
や
職
人
の
技
術
知
が
そ
の

有
効
性
の
範
囲
を
超
え
て
有
効
だ
と
信
じ
る
思
い
こ
み
へ
の
批
判
と
し
て
、
哲
学
知

が
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
し
か
し
哲
学
が
行
う
べ
き
知
の
吟
味
は
、
日

常
知
―
技
術
知
―
科
学
知
―
哲
学
知
の
歴
史
的
分
節
化
と
相
互
移
行
と
い
う
知
の
全

体
像
を
探
求
す
る
作
業
と
不
可
分
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
は

肝
心
の
こ
の
部
分
は
ベ
ー
ル
の
向
こ
う
側
（
神
）
に
ま
る
ご
と
放
置
さ
れ
た
ま
ま
で

あ
る
。
神
託
の
解
読
か
ら
神
の
代
行
へ
と
い
う
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
実
践
の
軌
跡

が
、
日
常
知
や
技
術
知
や
科
学
知
と
哲
学
知
が
分
節
化
す
る
各
々
の
結
節
点
で
格
闘

し
つ
つ
哲
学
知
を
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
限
定
し
よ
う
と
す
る
可
能
性
を
奪
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
。
た
と
え
ば
「
神
に
従
っ
て
探
求
を
進
め
て
い
く
う
ち
に
、
最
も
評
判
の
高
い

人
々
が
い
ち
ば
ん
知
恵
が
欠
け
て
い
る
も
同
然
の
状
態
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
か
れ

ら
よ
り
も
取
る
に
足
ら
な
い
と
見
え
る
他
の
人
た
ち
の
ほ
う
が
、
思
慮
深
く
あ
る
こ

と
﹇Φ

ρονίμω
ς

、
英
対
訳bein

g sen
sible

﹈
に
関
し
て
は
ま
さ
っ
て
い
る
と
私
に

に
は
思
わ
れ
た
の
で
す
」（
同
、
22
ａ
）
と
い
う
箇
所
な
ど
は
、
日
常
知
や
技
術
知
の

独
自
の
価
値
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
認
め
た
う
え
で
、
有
効
性
の
範
囲
の
逸
脱
に
関
し
て

の
み
哲
学
知
が
批
判
的
に
関
与
す
る
事
態
を
示
唆
す
る
が
、
人
間
の
無
知
の
自
覚
と

い
う
使
命
感
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
圧
倒
し
て
い
て
、
日
常
知
や
技
術
知
の
固
有
の
価
値
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の
定
式
化
に
は
関
心
が
欠
け
た
ま
ま
で
あ
る
。

第
二
の
吟
味
は
ア
テ
ナ
イ
市
民
の
価
値
の
優
先
順
序
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
ア
テ
ナ
イ
人
諸
君
、私
は
皆
さ
ん
に
親
し
み
と
愛
情
を
抱
く
も
の
で
は
あ
り

ま
す
が
、
皆
さ
ん
よ
り
も
む
し
ろ
神
に
従
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
私
が
息

を
し
、
そ
う
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
限
り
、
私
は
哲
学
し
、
皆
さ
ん
に
訴
え

か
け
、
皆
さ
ん
の
う
ち
の
だ
れ
に
会
お
う
と
、
そ
の
つ
ど
常
々
私
が
口
に
し
て

い
る
こ
と
を
言
っ
て
自
分
の
考
え
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
け
っ
し
て
や
め
な

い
で
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、
最
も
優
れ
た
人
よ
、
き
み
は
知
恵
と
力
に
か
け
て

は
最
大
に
し
て
最
も
誉
れ
あ
る
国
、
ア
テ
ナ
イ
の
国
民
で
あ
り
な
が
ら
、
ど
う

す
れ
ば
で
き
る
だ
け
多
く
の
金
が
自
分
の
も
の
に
な
る
か
、
金
の
こ
と
を
気
に

か
け
て
い
て
恥
ず
か
し
く
は
な
い
の
か
。
名
声
と
名
誉
に
つ
い
て
気
に
か
け
な

が
ら
、
思
慮
と
真
実
に
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
も
の
と
な
る
か
を
気
に
か
け
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
思
案
す

る
こ
と
も
な
い
と
は
。」（
同
、
29
ｄ
）「
そ
し
て
皆
さ
ん
の
う
ち
の
だ
れ
か
が
異

を
唱
え
、
そ
う
し
た
こ
と
に
配
慮
し
て
い
る
と
主
張
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
ま

ま
で
は
か
れ
を
放
さ
ず
、
私
の
方
も
立
ち
去
ら
ず
に
彼
に
質
問
し
、
取
り
調
べ
、

吟
味
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
も
し
、
私
に
は
そ
の
人
が
徳
を
身
に
つ
け

て
い
る
よ
う
に
見
え
な
い
の
に
本
人
が
そ
う
主
張
す
る
な
ら
ば
、
私
は
か
れ
が

最
大
の
価
値
を
持
つ
も
の
を
重
ん
じ
る
こ
と
最
も
少
な
く
、
逆
に
つ
ま
ら
な
い

も
の
を
重
視
し
て
い
る
と
い
っ
て
非
難
す
る
で
し
ょ
う
」（
同
、
29
ｅ
〜
30
ａ
）。

「
財
産
か
ら
徳
が
生
じ
る
の
で
は
な
く
、徳
に
も
と
づ
い
て
こ
そ
財
産
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
」（
同
、
30
ｂ
）。

ア
テ
ナ
イ
市
民
が
生
活
に
お
い
て「
気
に
か
け
る（έπιμέλω

, to be object of care

）」

べ
き
価
値
の
優
先
順
位
は
、
ま
ず
は
徳
、
思
慮
、
真
実
、
魂
の
完
成
の
一
群
な
の
で

あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
は
じ
め
て
貨
幣
、
名
声
、
名
誉
の
一
群
は
善
き
も
の
と
な

る
。
第
二
の
吟
味
は
こ
の
価
値
の
順
位
が
自
覚
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は

こ
の
価
値
順
位
に
従
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
単
な
る
思
い
込
み
に
す
ぎ
な
い
か
ど
う

か
を
追
及
す
る
対
話
的
実
践
に
他
な
ら
な
い
。「
恥
ず
か
し
く
な
い
の
か
」と
い
う
ソ

ク
ラ
テ
ス
の
叱
り
つ
け
る
よ
う
な
非
難
は
、
こ
の
優
先
順
位
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は

ア
テ
ナ
イ
市
民
の
暗
黙
の
同
意
が
当
て
に
で
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
順
位

に
つ
い
て
の
市
民
の
公
然
た
る
反
論
も
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
し
、
こ
の
順
位
の
妥
当

性
に
つ
い
て
の
独
自
の
基
礎
づ
け
の
必
要
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
感
じ
て
い
る
様
子
も
窺

え
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
暗
黙
の
同
意
が
ま
す
ま
す
空
洞
化
し
、
建

前
化
し
、
実
態
は
逆
転
し
さ
え
し
て
い
る
現
実
が
あ
り
、
そ
れ
へ
の
実
践
的
介
入
が
、

こ
の
第
二
の
吟
味
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
第
二
の
吟
味
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
我
々
の
時
代
の
道
徳
保
守
主
義
的
な

叫
び
を
連
想
さ
せ
る
。
こ
の
吟
味
を
知
的
モ
ラ
ル
的
改
革
の
有
効
な
努
力
と
す
る
た

め
に
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
る
「
生
活
の
吟
味
」
の
多
く
の
欠
落
が
自
覚
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
生
活
の
吟
味
」
の
対
象
は
広
く
取
っ
て
も
自
由
な
市
民

（
男
性
）
の
生
活
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
ア
テ
ナ
イ
に
は
他
に
も
女
性
、子
供
、奴
隷
、

外
国
人
が
生
活
を
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
含
む
生
活
の
相
互
補
完
的
全
体
が
ア
テ
ナ

イ
〈
に
お
け
る
〉
生
活
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
ア
テ
ナ
イ
〈
に
お
け
る
〉
生
活
の

ト
ー
タ
ル
な
吟
味
と
言
う
課
題
は
も
と
も
と
立
て
ら
れ
て
い
な
い
。

価
値
の
優
先
順
位
に
つ
い
て
言
え
ば
、
先
決
の
必
要
条
件
と
し
て
は
ベ
ー
シ
ッ
ク

な
欲
求
充
足
が
優
先
す
る
の
で
あ
り
、
逆
に
価
値
の
知
的
モ
ラ
ル
的
な
高
度
と
し
て

は
徳
が
優
先
す
る
。
し
か
し
両
者
は
逆
順
に
な
る
が
本
来
一
体
の
も
の
な
の
だ
。
モ

ノ
や
金
ば
か
り
「
気
に
か
け
る
な
」
と
言
う
主
張
は
、
飽
食
や
過
剰
消
費
や
守
銭
奴

に
は
的
中
し
て
も
、
飢
餓
や
失
業
の
状
態
に
あ
る
も
の
に
対
し
て
は
セ
ン
ス
の
な
い
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残
酷
な
も
の
言
い
に
と
ど
ま
る
。

ま
た
貨
幣
や
貨
幣
へ
と
意
志
が
汲
み
尽
さ
れ
る
事
態
へ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
批
判
は

即
自
的
す
ぎ
る
。
同
じ
貨
幣
で
も
交
換
手
段
、
価
値
表
示
手
段
、
蓄
積
手
段
、
支
配

手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
歴
史
的
分
節
化
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
貨
幣
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム

や
金
色
夜
叉
の
克
服
に
は
構
造
分
析
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ア
テ
ナ
イ
市
民
に
よ
り
暗
黙
裡
に
共
有
さ
れ
て
い
る
価
値

の
優
先
順
位
を
当
て
に
で
き
た
か
ら
「
恥
ず
か
し
く
な
い
の
か
」
と
ア
テ
ナ
イ
市
民

を
叱
り
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
が
、当
て
に
で
き
な
い
ケ
ー
ス
で
は
ど
う
な
る
の
か
。

中
絶
、
死
刑
、
安
楽
死
、
捕
鯨
、
脳
死
、
ク
ロ
ー
ン
、
戦
争
非
合
法
化
な
ど
、
山
積

す
る
倫
理
的
対
立
で
は
規
範
の
妥
当
性
を
め
ぐ
る
討
議
文
化
の
成
熟
と（
ソ
ク
ラ
テ
ス

の
よ
う
に
は
）
神
を
持
ち
出
さ
な
い
寛
容
さ
が
要
求
さ
れ
る
。

ま
た
「
生
活
の
吟
味
」
に
関
わ
る
対
話
的
実
践
は
、
無
知
の
自
覚
や
徳
、
思
慮
、

真
実
、
魂
の
完
成
の
優
先
の
訴
え
に
と
ど
ま
ら
ず
、
行
為
体
系
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
新
た

な
生
活
ス
タ
イ
ル
の
提
唱
と
し
て
遂
行
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
る
「
吟
味
」
は
外
形
的
に
は
大
変
執
拗
な
も
の
で
、
少
な
く
と

も
現
代
人
の
我
々
が
哲
学
的
対
話
と
い
う
場
合
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
の
と
は
か
な
り
か

け
離
れ
て
い
た
よ
う
だ
。こ
の
対
話
的
実
践
の
執
拗
さ
を
疎
ま
し
く
思
っ
た
人
々
が
、

異
端
信
仰
お
よ
び
若
者
へ
の
悪
影
響
を
罪
状
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
告
発
し
葬
り
去
ろ
う

と
し
た

―
少
な
く
と
も
弟
子
プ
ラ
ト
ン
の
解
釈
で
は
、
こ
れ
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
事
件

の
本
質
で
あ
っ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
へ
の
非
難
は
も
っ
と
複
雑
な
背
景
を
持
っ
て
い
た

と
思
わ
れ
る
が
、
次
々
と
人
々
に
語
り
か
け
、
欲
望
や
金
や
名
声
ば
か
り
を
気
に
か

け
て
、
節
制
や
勇
気
や
正
義
や
真
実
や
魂
の
完
成
に
つ
い
て
気
に
か
け
て
い
な
い
の

で
は
な
い
か
と
問
い
た
だ
し
、
相
手
が
異
を
唱
え
る
と
「
そ
の
ま
ま
で
は
彼
を
放
さ

ず
、
私
の
方
も
立
ち
去
ら
ず
に
彼
に
質
問
し
、
取
調
べ
、
吟
味
す
る
」（
同
29
ｅ
）
の

で
あ
る
。こ
う
し
て
知
恵
あ
り
徳
あ
る
と
評
判
の
相
手
が
次
々
思
い
込
み
を
暴
か
れ
、

転
倒
さ
せ
ら
れ
る
。
や
が
て
富
裕
な
家
の
若
者
た
ち
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
後
に
く
っ
付

い
て
き
て
、
世
間
で
評
判
の
人
間
が
「
吟
味
」
さ
れ
、
暴
露
さ
れ
る
の
を
見
物
し
は

じ
め
る
。
は
て
は
自
分
た
ち
も
真
似
て
親
や
評
判
の
人
を
「
吟
味
」
し
は
じ
め
る
。

「
ま
さ
に
こ
う
し
た
吟
味
が
原
因
で
」
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
対
す
る
「
も
っ
と
も
厄
介
で
深

刻
な
性
質
の
憎
し
み
」（
同
、22
ｅ
）
が
ア
テ
ナ
イ
市
民
の
な
か
に
生
ま
れ
た
の
だ
と
、

プ
ラ
ト
ン
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
語
ら
せ
て
い
る
。
こ
の
情
景
に
は
、
む
し
ろ
昔
の
学
生

反
乱
の
と
き
の
大
衆
団
交
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
石
工
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、公
職
に
は
就
か
な
か
っ
た
。「
正

義
」
に
執
拗
に
こ
だ
わ
る
自
分
の
よ
う
な
人
間
に
は
公
職
は
危
険
す
ぎ
る
と
考
え
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
私
人
と
し
て
ア
ゴ
ラ
で
対
話
型
の
「
吟
味
」
活
動
を

お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、「
吟
味
」
に
没
頭
し
た
た
め
、
ま
た
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
呼
ば

れ
た
外
国
人
教
師
の
よ
う
に
「
報
酬
」
を
と
る
こ
と
を
拒
否
し
た
た
め
、「
貧
し
さ
」

（
同
、31
ｃ
）
の
中
の
生
活
だ
っ
た
。
私
が
注
目
し
た
い
の
は
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』

の
次
の
一
節
で
あ
る
。

　
「
と
こ
ろ
で
、私
が
ま
さ
に
神
に
よ
っ
て
こ
の
国
に
贈
ら
れ
た
と
い
う
に
ふ
さ

わ
し
い
者
で
あ
る
こ
と
は
、次
の
こ
と
か
ら
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
で
し
ょ
う
。

と
言
い
ま
す
の
も
、
私
が
一
方
で
は
す
で
に
か
く
も
多
年
に
わ
た
っ
て
自
分
自

身
の
こ
と
の
一
切
を
顧
み
る
こ
と
な
く
、
家
の
暮
ら
し
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
た

ま
ま
に
甘
ん
じ
て
い
な
が
ら
、
他
方
で
は
、
個
人
的
に
一
人
一
人
の
と
こ
ろ
に

出
か
け
て
は
、
ま
る
で
父
親
か
兄
の
よ
う
に
徳
に
配
慮
す
る
よ
う
に
説
き
勧
め

て
、
皆
さ
ん
の
利
益
に
な
る
こ
と
を
常
に
お
こ
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

と
て
も
人
間
業
と
は
見
え
な
い
か
ら
で
す
」（
同
、
31
ａ
）。

こ
こ
に
は
家
庭
生
活
を
ネ
グ
レ
ク
ト
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
自
己
弁
明
が
あ
る
。
生

活
破
綻
は
使
命
の
重
大
さ
の
証
拠
と
意
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
生
活
者

と
し
て
の
自
分
自
身
の
「
生
活
の
吟
味
」
は
回
避
さ
れ
る
一
方
で
、
憑
か
れ
た
人
ソ
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ク
ラ
テ
ス
に
よ
る
生
活
者
に
〈
対
す
る
〉「
生
活
の
吟
味
」
が
誇
ら
し
げ
に
語
ら
れ

る
。「
生
活
の
吟
味
」の
た
め
の
足
場
が
生
活
そ
の
も
の
の
中
に
は
置
か
れ
て
い
な
い

わ
け
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
る
「
生
活
の
吟
味
」
の
こ
の
超
越
性
は
「
私
が
ま

さ
に
神
に
よ
っ
て
こ
の
国
に
贈
ら
れ
た
」（
同
、
31
ａ
）「
私
の
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
、

皆
さ
ん
に
と
っ
て
私
の
神
に
対
す
る
奉
仕
よ
り
も
大
き
な
善
は
、
こ
の
国
に
お
い
て

こ
れ
ま
で
一
つ
と
し
て
生
じ
た
こ
と
が
な
い
の
で
す
」（
同
、
30
ａ
）
と
い
う
憑
か
れ

た
人
間
の
自
己
幻
想
と
一
体
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
時
代
と
現
代
で
は

時
代
が
違
う
と
言
え
な
く
も
な
い
が
、
彼
の
憑
か
れ
た
側
面
は
当
時
で
も
奇
異
に
み

ら
れ
て
い
た
こ
と
は
『
弁
明
』
の
文
面
か
ら
も
伺
え
る
よ
う
に
思
え
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
衆
愚
の
犠
牲
と
な
っ
た
と
い
う
単
純
解
釈
へ
の
異
論
も
十
分
可
能

で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
Ｉ
・
Ｆ
・
ス
ト
ー
ン
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
裁
判
』（
原
著
一
九
八
八
年
、

永
田
康
昭
訳
、法
政
大
学
出
版
局
）
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
立
場
か
ら
、ソ
ク
ラ
テ
ス
や

プ
ラ
ト
ン
こ
そ
、
ポ
ッ
パ
ー
（
一
九
〇
二
―
九
四
）
の
言
う
「
開
か
れ
た
社
会
の
敵
」

で
あ
っ
た
と
し
て
、
逆
に
ア
テ
ナ
イ
市
民
に
よ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
裁
判
を
弁
護
し
て
い

る
。
ス
ト
ー
ン
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
っ
て
、
私
と
同
様
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
プ
ラ

ト
ン
の
専
門
研
究
者
で
は
な
く
、
現
代
的
関
心
を
や
や
直
截
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
解
釈
に

持
ち
込
ん
で
い
る
印
象
は
ぬ
ぐ
え
な
い
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
る
「
生
活
の
吟
味
」

や
ソ
ク
ラ
テ
ス
裁
判
の
理
解
の
た
め
に
は
、
背
景
と
し
て
の
政
治
抗
争
が
き
わ
め
て

重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
想
定
す
る
の
は
ま
っ
た
く
自
然
だ
ろ
う
。

Ｔ
・
Ｃ
・
ブ
リ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
と
Ｎ
・
Ｄ
・
ス
ミ
ス
の
共
著
『
裁
か
れ
た
ソ
ク
ラ
テ

ス
』（
原
著
一
九
八
九
年
、
米
澤
茂
、
三
嶋
輝
夫
訳
、
東
海
大
学
出
版
会
）
は
ソ
ク
ラ
テ
ス

裁
判
に
つ
い
て
の
き
わ
め
て
詳
細
で
精
緻
な
研
究
書
で
説
得
力
も
感
じ
る
が
、「
ソ
ク

ラ
テ
ス
の
主
張
の
一
貫
性
と
誠
実
性
」（
同
訳
書
、
二
二
〇
、二
七
三
、二
八
八
頁
他
）
を

過
度
に
見
積
も
っ
て
い
て
、
解
釈
の
鋭
い
切
れ
味
は
確
保
し
て
い
る
も
の
の
、
歴
史

的
現
実
の
も
つ
複
雑
性
や
両
義
性
を
か
な
り
犠
牲
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
印
象
を
読
者
に
与
え
る
。
た
と
え
ば
、
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
事
件
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
裁
判

と
無
関
係
で
あ
る
こ
と
を
、ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
協
約
（
四
〇
三
／
四
〇
二
年
に
結
ば
れ
た
和

解
協
約
で
、
民
主
制
が
回
復
し
て
も
過
去
の
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
ら
と
の
関
係
を
理
由
に
告
発
さ

れ
な
い
と
い
う
協
約
）
の
存
在
を
理
由
に
主
張
す
る
場
合
な
ど
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
マ
ル

な
理
由
と
し
て
掲
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
政
治
的
背
景
や
政
治
的

意
図
の
不
在
を
示
す
わ
け
で
は
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
ら
に
対
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
拒
否
的
評
価
や
態
度
が
最
初
か

ら
不
変
で
あ
る
と
い
う
『
裁
か
れ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
』
の
見
方
も
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
欠

い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
裁
か
れ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
』が
紹
介
し
て
い
る
と
こ
ろ

に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
裁
判
（
Ｂ
Ｃ
三
九
九
）

の
五
年
前
の
四
〇
四
年
、
ア
テ
ナ
イ
は
ス
パ
ル
タ
に
全
面
降
伏
し
た
。
ス
パ
ル
タ
の

軍
事
指
導
者
リ
ュ
サ
ン
ド
ロ
ス
の
支
持
を
得
て
、
追
放
さ
れ
て
い
た
反
民
主
派
は
帰

国
し
、
三
〇
人
寡
頭
支
配
を
実
現
し
た
。
当
初
は
穏
健
派
の
テ
ラ
メ
ネ
ス
が
中
心
に

あ
っ
た
が
、リ
ュ
サ
ン
ド
ロ
ス
と
対
立
、リ
ュ
サ
ン
ド
ロ
ス
の
力
を
背
景
に
ク
リ
テ
ィ

ア
ス
ら
の
強
硬
派
が
権
力
を
握
り
、
テ
ラ
メ
ネ
ス
を
「
寡
頭
制
へ
の
反
逆
」
を
理
由

に
処
刑
、「
恐
怖
と
殺
人
と
没
収
に
よ
る
政
治
」
を
行
っ
た
。
つ
ま
り
彼
ら
は
ス
パ
ル

タ
か
ら
駐
留
軍
の
派
遣
を
受
け
、
財
産
の
没
収
を
行
い
、
反
対
派
を
次
々
処
刑
し
た

の
で
あ
る
（
同
訳
書
、
二
八
九
頁
以
降
）。

ク
リ
テ
ィ
ア
ス
（
四
〇
三
年
当
時
五
七
歳
）
は
プ
ラ
ト
ン
（
同
二
四
歳
）
の
母
の
従
兄

弟
で
、ソ
ク
ラ
テ
ス
（
同
六
七
歳
）
の
弟
子
の
一
人
で
あ
っ
た
。
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
と
と

も
に
寡
頭
支
配
の
メ
ン
バ
ー
で
、
民
主
派
の
反
撃
に
よ
り
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
と
と
も
に

死
ん
だ
カ
ル
ミ
デ
ス
（
同
四
四
歳
）
は
プ
ラ
ト
ン
の
母
方
の
叔
父
で
あ
る
（
岩
波
版
『
プ

ラ
ト
ン
全
集
』
第
七
巻
、
山
野
耕
治
「『
カ
ル
ミ
デ
ス
』
解
説
」、
二
四
〇
頁
以
下
）。
プ
ラ
ト

ン
も
こ
の
情
況
か
ら
見
て
、
ま
た
彼
の
後
年
の
国
家
論
な
ど
か
ら
見
て
、
寡
頭
制
支

配
に
無
関
心
で
あ
っ
た
と
は
想
定
困
難
で
あ
り
、
む
し
ろ
何
ら
か
の
形
で
関
与
し
た

と
思
う
ほ
う
が
自
然
か
も
し
れ
な
い
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
つ
い
て
は
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
事
件
に
関
し
て
二
つ
の
事
実
が
伝
え
ら
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れ
て
い
る
。
一
つ
は
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
ら
が
穏
健
派
の
テ
ラ
メ
ネ
ス
の
処
刑
を
行
お
う

と
し
た
際
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
テ
ラ
メ
ネ
ス
の
た
め
に
介
入
し
よ
う
と
し
た
が
、
身
の

危
険
を
感
じ
て
思
い
と
ど
ま
っ
た
、
と
デ
ィ
オ
ド
ロ
ス
・
シ
ク
ル
ス
が
伝
え
て
い
る

ら
し
い
（『
裁
か
れ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
』
同
上
、
二
九
一
頁
、
た
だ
し
著
者
た
ち
は
こ
の
話
の
史

実
性
に
や
や
懐
疑
的
で
あ
る
）。
も
う
一
つ
は
『
弁
明
』
の
中
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
が

語
っ
て
い
る
こ
と
で
、
寡
頭
政
権
が
粛
清
の
た
め
に
レ
オ
ン
を
サ
ラ
ミ
ス
か
ら
連
行

す
る
よ
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
命
じ
た
際
、
自
分
の
命
の
危
険
を
覚
悟
で
不
服
従
を
選
ん

だ
と
い
う
話
で
あ
る
（
32
ｃ
〜
ｄ
）。『
弁
明
』
の
証
言
だ
け
で
見
る
と
、ソ
ク
ラ
テ
ス

の
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
ら
に
対
す
る
命
が
け
の
非
協
力
だ
け
が
印
象
付
け
ら
れ
る
が
、

デ
ィ
オ
ド
ロ
ス
・
シ
ク
ル
ス
の
話
が
事
実
で
あ
っ
た
と
仮
定
す
る
と
、
ソ
ク
ラ
テ
ス

は
ス
パ
ル
タ
派
寡
頭
制
の
穏
健
路
線
を
肯
定
し
て
い
た
が
、
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
ら
が
テ

ロ
リ
ズ
ム
に
走
る
中
で
彼
ら
か
ら
距
離
を
取
ろ
う
と
し
た
と
も
解
釈
で
き
る
。

二
五
〇
〇
年
も
前
の
出
来
事
で
実
証
デ
ー
タ
が
乏
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
が

事
例
の
一
つ
と
し
て
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
事
件
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
関
係
に
こ
だ
わ
る
の

は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
反
民
主
主
義
的
気
分
、
信
念
、
理
論
を
単
純
に
非
難
す
る
た
め

で
は
な
い
。
民
主
派
と
反
民
主
派
の
対
立
は
単
純
な
問
題
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な

く
て
「
生
活
の
吟
味
」
と
い
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
的
実
践
を
歴
史
世
界
か
ら
分
離

し
、
視
野
狭
窄
状
態
に
陥
る
と
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
実
践
も
か
え
っ
て
理
解
で
き
な
く

な
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

２　
『
パ
イ
ド
ン
』
と
「
魂
」
の
「
牢
獄
」
と
し
て
の
身
体

ソ
ク
ラ
テ
ス
処
刑
は
Ｂ
Ｃ
三
九
九
年
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
二
八
歳
で
あ
っ
た
。

プ
ラ
ト
ン
は
四
〇
歳
ご
ろ
イ
タ
リ
ア
と
シ
ケ
リ
ア
を
旅
行
し
て
い
る
が
、
こ
の
旅
行

ま
で
に
『
弁
明
』
な
ど
初
期
対
話
篇
は
書
か
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
哲
学

的
唯
心
論
の
古
典
中
の
古
典
で
あ
る
『
パ
イ
ド
ン
』
は
こ
の
旅
行
の
後
に
、
Ｂ
Ｃ

三
八
五
〜
二
年
ご
ろ
に
、
し
た
が
っ
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
死
後
一
四
〜
一
七
年
後
に
書
か

れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
て
、『
饗
宴
』
な
ど
と
同
じ
時
期
の
、
プ
ラ
ト
ン
中
期
に
分
類

さ
れ
る
（
松
永
雄
二
「『
パ
イ
ド
ン
』
解
説
」、
岩
波
書
店
版
『
プ
ラ
ト
ン
全
集
』
第
一
巻
、

四
一
八
〜
四
一
九
頁
）。
納
富
信
留
の
『
哲
学
者
の
誕
生
』（
ち
く
ま
新
書
、二
〇
〇
五
年
）

や
『
プ
ラ
ト
ン
―
哲
学
者
と
は
何
か
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）
な
ど
の
プ
ラ
ト

ン
研
究
で
も
、
こ
の
旅
行
の
途
次
で
の
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
派
と
の
接
触
が
注
目
さ
れ
て
い

る
が
、『
パ
イ
ド
ン
』
に
は
「
魂
の
浄
化
」
を
中
心
に
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
派
か
ら
の
影
響
が

顕
著
に
み
ら
れ
る
。

『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』
と
『
パ
イ
ド
ン
』
の
間
の
ズ
レ
は
非
常
に
大
き
い
。『
ソ

ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』
で
は
不
当
な
告
発
に
対
し
て
弁
明
し
、
自
分
を
抹
殺
し
よ
う
と

す
る
勢
力
と
闘
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
描
か
れ
て
い
る
が
、『
パ
イ
ド
ン
』
で
は
身
体
か
ら

の
魂
の
解
放
と
離
別
、
つ
ま
り
死
を
希
求
す
る
獄
中
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
描
か
れ
て
い

る
。『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』で
は
プ
ラ
ト
ン
は
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
伝
え
る
役
割

に
強
く
制
約
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、『
パ
イ
ド
ン
』
で
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
言

わ
ば
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
語
り
部
と
し
て
登
場
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
我
々
が

特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
哲
学
の
焦
点
が
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』
で
は
「
生
活
の

吟
味
」
に
あ
っ
た
の
に
、『
パ
イ
ド
ン
』
で
は
「
死
の
練
習
」「
死
を
願
う
こ
と
」「
魂

の
、
肉
体
か
ら
の
解
放
と
分
離
﹇
死
﹈
を
不
断
に
心
掛
け
る
」
営
み
、
へ
と
移
動
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　
「
知
を
求
め
る
こ
と
﹇
哲
学
す
る
こ
と
﹈
に
ま
っ
す
ぐ
に
結
び
つ
い
て
い
る
人

は
、
ほ
か
で
も
な
く
、
た
だ
死
に
ゆ
く
こ
と
を
、
そ
し
て
死
に
き
る
こ
と
を
み

ず
か
ら
の
つ
と
め
と
し
て
い
る
」（
松
永
訳
、
同
、
64
Ａ
）「
魂
の
、
肉
体
か
ら
の

解
放
と
分
離
が
死
と
な
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
…
…
こ
の
、
魂
の
肉
体
か
ら
の
解

放
と
分
離
こ
そ
が
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
、
知
を
求
め
る
者
﹇
哲
学
者
﹈
の
不

断
の
心
掛
け
で
あ
っ
た
」（
同
、
67
Ｄ
）「
知
を
求
め
る
こ
と
﹇
哲
学
す
る
こ
と
﹈
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と
は
、
ま
さ
に
死
の
練
習
（μελέτη　

θανάτου

）
で
あ
る
」（
同
、
81
Ａ
）。

ち
な
み
に
『
弁
明
』
の
結
末
部
分
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
死
後
の
世
界
に
言
及
し
て
い

る
が
、
全
く
の
無
感
覚
状
態
か
も
し
れ
な
い
し
、
言
い
伝
え
通
り
あ
の
世
へ
の
移
住

か
も
知
れ
な
い
と
、
未
決
定
の
ま
ま
に
し
て
い
る
。
前
者
だ
と
ま
る
で
熟
睡
の
よ
う

で
「
儲
け
も
の
」
だ
し
、
後
者
だ
と
あ
の
世
で
「
生
活
の
吟
味
」
が
続
け
ら
れ
「
無

上
の
幸
福
」
だ
と
、ど
ち
ら
に
転
ん
で
も
善
い
こ
と
と
見
て
い
る
（
三
嶋
輝
夫
ほ
か
訳
、

同
上
、
40
ｃ
以
下
）。『
パ
イ
ド
ン
』
の
よ
う
な
魂
の
身
体
か
ら
の
分
離
（
死
）
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
真
理
が
獲
得
さ
れ
る
と
い
う
思
想
は
『
弁
明
』
に
は
ま
っ
た
く
窺
え
な

い
。『

パ
イ
ド
ン
』
に
見
ら
れ
る
、「
死
の
練
習
」
と
し
て
の
哲
学
の
位
置
づ
け
は
、人
々

の
魂
が
身
体
と
い
う
「
牢
獄
」
に
囚
わ
れ
て
い
る
と
い
う
基
本
認
識
に
基
づ
い
て
い

る
。　

「
そ
の
も
の
た
ち
の
魂
の
情
況
と
い
う
の
は
、
な
ん
の
こ
と
は
な
い
、
肉
体
の

内
に
す
っ
か
り
縛
り
付
け
ら
れ
貼
り
付
け
ら
れ
て
し
ま
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
牢
の

か
こ
い
の
中
か
ら
も
の
を
み
る
よ
う
に
、
肉
体
を
通
じ
て
で
な
け
れ
ば
、
お
よ

そ
存
在
す
る
も
の
を
考
察
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
魂
の
魂
自
身
に
よ
る
考
察
は

不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
強
い
ら
れ
て
、
全
く
学
び
を
知
ら
な
い
状
態
の
内
を
輾

転
と
し
て
い
る
有
様
で
あ
る
の
だ
。
そ
し
て
こ
の
牢
獄
の
ま
さ
に
巧
妙
に
仕
組

ま
れ
て
い
る
点
と
い
う
の
は
、
そ
の
囚
わ
れ
の
状
態
を
つ
く
り
上
げ
て
い
る
の

が
、
じ
つ
は
欲
望
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
縛
ら
れ
て
い
る
そ
の
者
自
身
が
と
り

わ
け
そ
の
束
縛
に
協
力
し
て
い
る
と
も
い
え
る
点
に
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
哲

学
は
見
抜
く
」（
同
、
82
Ｅ
〜
83
Ａ
）。

な
ぜ
魂
に
と
っ
て
身
体
は
「
牢
獄
（ειργμός

）」
な
の
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
プ
ラ

ト
ン
の
書
い
て
い
る
こ
と
は
、
意
志
論
的
に
見
れ
ば
身
体
は
「
知
恵
の
愛
求
」
へ
の

意
志
や
関
心
や
時
間
を
奪
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
認
識
論
的
に
見
れ
ば
身
体
を
通

し
た
認
識
が
真
理
を
与
え
ず
、
魂
を
欺
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
意
志
論
的
理

由
づ
け
か
ら
見
て
お
こ
う
。

　
「
と
い
う
の
も
、
ど
う
し
て
も
わ
れ
わ
れ
は
肉
体
を
養
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ

ゆ
え
に
、
数
限
り
の
な
い
煩
わ
し
さ
が
い
つ
も
肉
体
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
は

も
た
ら
さ
れ
て
く
る
か
ら
だ
。
そ
の
う
え
、
な
に
か
病
気
で
も
ふ
り
か
か
っ
て

き
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
わ
れ
わ
れ
の
〈
存
在
〉
の
狩
り
﹇
真
理
の
追
跡
﹈

は
、そ
の
途
を
塞
が
れ
て
し
ま
う
」「
戦
争
に
し
て
も
内
乱
に
し
て
も
い
ろ
い
ろ

の
争
闘
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
ほ
か
な
ら
ぬ
肉
体
と
、
そ
れ
の
も
つ
欲
望
が
生

ぜ
し
め
て
い
る
の
だ
か
ら
ね
え
！
な
ぜ
な
ら
戦
争
は
す
べ
て
財
貨
の
獲
得
の
た

め
に
起
こ
る
の
だ
が
、
そ
の
財
貨
を
手
に
入
れ
よ
、
と
強
い
る
の
は
肉
体
で
あ

り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
肉
体
の
気
づ
か
い
に
ま
っ
た
く
奴
隷
の
よ
う
に
終
始
し

て
い
る
以
上
は
、ど
の
道
そ
う
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
だ
。
こ
う
し
て
結
局
は
、

す
べ
て
そ
う
い
っ
た
こ
と
の
ゆ
え
に
、〈
知
を
求
め
る
こ
と
〉
へ
と
自
分
を
む
け

る
暇
を
わ
れ
わ
れ
は
ほ
と
ん
ど
な
く
し
て
し
ま
う
の
だ
」（
同
、
66
Ｂ
〜
Ｄ
）。

我
々
は
飢
渇
す
る
身
体
、
飲
み
食
い
す
る
身
体
、
病
む
身
体
へ
の
気
づ
か
い
や
対

処
に
日
々
煩
わ
さ
れ
続
け
る
。
ま
た
欲
望
す
る
身
体
は
財
貨
の
獲
得
を
強
い
る
し
、

そ
れ
が
原
因
で
戦
争
や
内
乱
や
争
闘
が
生
じ
、
こ
れ
へ
の
対
処
に
煩
わ
さ
れ
る
。
こ

の
結
果
、
真
理
追
求
へ
の
関
心
も
機
会
も
ま
っ
た
く
奪
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

認
識
論
的
理
由
は
ど
う
か
。

　
「
視
覚
な
り
聴
覚
な
り
、
あ
る
い
は
他
の
感
覚
な
り
を
通
じ
て
、
魂
が
、
何
か

あ
る
も
の
を
考
察
す
る
の
に
肉
体
を
加
え
用
い
る
場
合
に
は

―
と
い
う
の
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〈「
生
活
の
吟
味
」
と
し
て
の
哲
学
〉
と
身
体
の
問
題

879

は
、
感
覚
を
通
じ
て
の
考
察
と
い
う
の
は
、
畢
竟
、
肉
体
を
通
じ
て
の
考
察
と

な
る
の
だ
か
ら

―
、
そ
の
場
合
に
は
、
片
時
も
同
一
性
に
お
い
て
な
い
も
の

の
方
へ
と
、
魂
は
肉
体
に
引
き
ず
ら
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ

う
な
不
定
な
る
も
の
に
触
れ
る
が
ゆ
え
に
、
魂
自
身
ま
で
も
が
彷
徨
し
、
混
乱

し
て
、
は
て
は
さ
な
が
ら
酔
え
る
も
の
の
ご
と
く
め
ま
い
を
お
ぼ
え
る
の
で
は

な
い
か
」（
同
、
79
Ｃ
）。

つ
ま
り
知
覚
す
る
身
体
は
哲
学
が
探
求
す
る
べ
き
「
本
来
的
な
も
の
（ούσία

、
Ｌ

Ｏ
Ｅ
Ｂ
古
典
文
庫
版
英
訳th

e absolu
te essen

ce

）」、
す
な
わ
ち
あ
れ
こ
れ
の
美
し
い

も
の
で
な
く
美
そ
の
も
の
、
あ
れ
こ
れ
の
等
し
い
も
の
で
な
く
等
し
さ
そ
の
も
の
、

あ
れ
こ
れ
の
存
在
す
る
も
の
で
な
く
存
在
そ
の
も
の
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

知
覚
す
る
身
体
が
与
え
る
も
の
は
身
体
自
身
と
同
様
、
変
容
し
知
覚
で
き
る
も
の
で

し
か
な
く
、
不
変
で
知
覚
不
能
で
あ
る
「
本
来
的
な
も
の
」
は
知
覚
や
経
験
を
混
え

な
い
純
粋
な
思
考
の
み
が
与
え
る
、
だ
か
ら
真
理
獲
得
は
厳
密
に
は
死
後
に
の
み
可

能
で
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
「
知
恵
を
愛
求
す
る
人
（φιλόςοφος

）」
の
魂
と
い
え
ど
も
生
き
て
い
る

間
は
身
体
の
中
で
、
身
体
と
結
合
し
て
し
か
存
在
し
え
な
い
。
で
は
哲
学
者
は
ど
の

点
で「
身
体
を
愛
求
す
る
人（Φ

ιλόσώ
ματος

）」「
金
銭
を
愛
求
す
る
人（φιλόχρήμτος

）」

「
名
誉
を
愛
求
す
る
人
（φιλότιμος

）」（
同
、68
Ｃ
）
と
区
別
さ
れ
る
と
プ
ラ
ト
ン
は
考

え
た
の
だ
ろ
う
か
。
列
挙
し
て
み
よ
う
。

　
「
知
を
求
め
る
ひ
と
の
魂
は
、
と
り
わ
け
肉
体
を
か
ろ
ん
じ
て
そ
れ
か
ら
逃

れ
、た
だ
み
ず
か
ら
に
お
い
て
の
み
あ
る
魂
自
身
と
な
る
こ
と
に
努
め
る
」（
同
、

63
Ｄ
）「
目
か
ら
も
耳
か
ら
も
、
い
や
い
わ
ば
、
こ
の
か
ら
だ
の
す
べ
て
か
ら
、

で
き
う
る
か
ぎ
り
離
れ
去
る
ひ
と
」（
同
、
66
Ａ
）。「
わ
れ
わ
れ
が
生
き
て
い
る

間
は
、
万
や
む
お
え
な
い
場
合
を
の
ぞ
い
て
は
、
で
き
る
か
ぎ
り
肉
体
と
交
わ

る
こ
と
も
そ
れ
と
共
同
す
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
肉
体
的
な

さ・

が・

に
充
た
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
し
て
、
む
し
ろ
つ
ね
に
、
そ
れ
か
ら
の
浄
化

の
道
を
と
り
つ
づ
け
、
か
く
し
て
神
み
ず
か
ら
が
、
こ
の
絆
か
ら
我
々
を
最
後

的
に
解
き
放
ち
た
ま
う
時
を
ま
つ
」（
同
、
67
Ａ
）。「
一
生
涯
に
お
い
て
自
分
の

生
き
方
が
可
能
な
か
ぎ
り
死
に
近
く
あ
る
よ
う
に
準
備
す
る
」（
同
、67
Ｄ
）「
も

ろ
も
ろ
の
欲
望
に
駆
り
た
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
軽
視
し
て
、
節
度
あ

る
生
を
お
く
る
と
い
う
意
味
で
一
般
に
そ
う
呼
ば
れ
て
い
る
節
制

（σω
φροσύνη

）
と
い
う
徳
も
ま
た
、
最
大
限
に
肉
体
を
軽
視
し
て
つ
ね
に
知
の

希
求
の
う
ち
に
生
き
る
と
い
う
、
こ
の
も
の
﹇
知
恵
を
愛
求
す
る
人
﹈
に
の
み

ふ
さ
わ
し
く
帰
属
す
る
」（
同
、
68
Ｄ
）。

『
パ
イ
ド
ン
』
の
プ
ラ
ト
ン
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
生
活
の
吟
味
」
を
我
々
と
は
逆
方

向
へ
引
っ
張
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
身
体
を
魂
の
牢
獄
と

見
る
身
体
論
は
「
生
活
の
吟
味
」
と
し
て
の
哲
学
を
不
能
に
し
か
ね
な
い
致
命
的
な

一
歩
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
い
く
つ
か
事
例
を
あ
げ
よ
う
。　

『
弁
明
』
で
は
価
値
の
優
先
順
位
で
は
っ
き
り
し
た
態
度
決
定
が
見
ら
れ
る
も
の

の
、
欲
求
の
充
足
そ
の
も
の
、
財
の
所
有
そ
の
も
の
、
ま
し
て
身
体
そ
の
も
の
が
否

定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
「
財
産
か
ら
徳
が
生
じ
る

の
で
は
な
く
、
徳
に
も
と
づ
い
て
こ
そ
財
産
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
」（
同
、

30
ｂ
）
と
語
っ
て
い
る
。

「
節
制
」
と
い
う
徳
も
節
度
あ
る
欲
求
充
足
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、決
し
て
欲

求
そ
の
も
の
の
克
服
を
命
じ
る
も
の
で
は
な
く
、
欲
求
へ
の
隷
従
の
克
服
を
命
じ
る

も
の
に
す
ぎ
な
い
。

「
勇
気
」
と
い
う
徳
も
、
勇
気
あ
る
身
体
的
行
為
以
外
の
形
で
は
存
在
し
え
な
い
。

事
実
『
弁
明
』
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
自
分
が
死
を
恐
れ
て
正
義
を
犠
牲
に
す
る
と
い
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う
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
な
い
こ
と
を
「
言
葉
で
な
く
実
際
の
行
動
」
で
示
し
た
と

二
度
も
強
調
し
て
い
る
（
同
上
、32
ａ
、32
ｄ
）。
身
体
か
ら
分
離
し
て
し
ま
え
ば
、「
節

制
」
や
「
勇
気
」
と
い
っ
た
徳
自
身
が
そ
の
成
立
基
盤
を
失
う
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
飢
餓
や
病
気
や
戦
争
や
内
乱
は
ギ
リ
シ
ャ
の
時
代
で
も
我
々
の
時
代
で

も
、
ま
さ
に
「
生
活
の
吟
味
」
の
避
け
て
通
れ
な
い
根
本
問
題
な
の
に
、『
パ
イ
ド

ン
』
で
は
「
知
恵
の
愛
求
」
か
ら
魂
の
関
心
を
そ
ら
し
、
魂
を
真
理
か
ら
遠
の
け
て

し
ま
う
「
煩
わ
し
さ
」
の
原
因
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
。

と
り
わ
け
、
今
日
の
我
々
か
ら
み
て
、
プ
ラ
ト
ン
身
体
論
の
根
本
的
欠
陥
と
歴
史

的
限
界
と
し
て
強
く
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
身
体
と
い
う
視
点

が
完
全
に
欠
落
し
て
い
て
、
そ
の
予
感
す
ら
な
い
点
だ
ろ
う
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す

る
身
体
の
空
白
こ
そ
が
彼
の
哲
学
的
唯
心
論
を
支
え
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
な

い
ほ
ど
で
あ
る
。
食
料
や
水
や
他
の
性
的
身
体
を
求
め
る
欲
求
す
る
身
体
の
み
が
身

体
で
は
な
い
。
ま
さ
に
正
義
に
ふ
さ
わ
し
く
、
ま
た
節
度
を
も
っ
て
、
欲
求
を
充
足

す
べ
く
、
相
互
行
為
的
に
調
整
し
あ
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
身
体
も
ま
た
身
体
の

本
質
的
機
能
な
の
だ
。
他
者
に
し
つ
こ
く
付
き
纏
っ
て
は
「
生
活
の
吟
味
」
を
行
う

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
的
実
践
、
大
勢
の
市
民
た
ち
の
前
で
声
を
は
り
あ
げ
、
メ
レ
ト

ス
を
に
ら
み
つ
け
つ
つ
行
わ
れ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
行
為
、時
た
ま
「
聞
こ
え
る
」

ダ
イ
モ
ニ
オ
ン
（
内
な
る
他
者
）
の
声
、
こ
れ
ら
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
も
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
ト
す
る
身
体
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
全
身
体
的
な
社
会
的
行
為

で
あ
る
が
、
声
を
発
す
る
喉
、
そ
の
声
を
聞
く
耳
、
自
分
や
他
者
の
顔
（
表
情
）
と
身

ぶ
り
や
手
ぶ
り
、
そ
の
意
味
を
瞬
時
に
解
読
す
る
目
、
文
章
を
書
く
手
、
そ
れ
を
読

む
目
、
こ
れ
ら
の
身
体
部
分
が
前
景
に
で
て
、
意
味
（
所
記
）
と
そ
の
物
質
的
担
い
手

（
能
記
）
の
社
会
的
結
合
体
と
し
て
の
記
号
を
不
断
に
交
換
し
合
う
の
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
記
号
を
介
さ
ず
、
攻
撃
や
愛
撫
な
ど
の
身
体
的
行
為
そ
の
も
の
で
も
直
接
意

味
が
交
換
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
。　

最
後
に
、
プ
ラ
ト
ン
の
主
著
『
国
家
』（『
パ
イ
ド
ン
』
と
同
じ
く
中
期
に
属
す
る
と
さ

れ
る
）
と
の
関
連
に
つ
い
て
一
言
だ
け
言
及
し
て
お
こ
う
。『
国
家
』
で
は
、「
大
衆

は
哲
学
者
た
り
え
な
い
」（
494
ａ
、
藤
沢
令
夫
訳
、
岩
波
文
庫
）
こ
と
を
前
提
に
、
哲
学

エ
リ
ー
ト
に
よ
る
支
配
が
構
想
さ
れ
て
い
る
。
哲
学
エ
リ
ー
ト
は
子
ど
も
の
時
か
ら

個
別
家
族
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
国
家
共
産
主
義
的
に
養
成
さ
れ
る
の
だ
が
、
い
っ
た

ん
「
智
恵
の
愛
求
」
を
身
に
つ
け
た
後
は
「
そ
の
ま
ま
上
方
に
留
ま
る
」
こ
と
は
許

さ
れ
ず
、「
も
う
一
度
囚
人
仲
間
の
と
こ
ろ
へ
降
り
て
い
く
」
こ
と
が
、
つ
ま
り
生
活

世
界
へ
と
実
践
的
に
向
か
い
合
う
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
（
同
、519
ｄ
）。
こ
の
「
下
向
」

の
実
践
論
は「
も
う
一
度
囚
人
仲
間
の
と
こ
ろ
へ
降
り
て
い
く
」と
い
う
哲
学
エ
リ
ー

ト
の
倒
錯
し
た
現
実
認
識
か
ら
容
易
に
予
想
さ
れ
る
通
り
、
ま
っ
た
く
生
彩
の
な
い

も
の
に
終
わ
っ
て
い
る
。「
生
活
の
吟
味
」こ
そ
が
哲
学
の
地
盤
に
あ
る
と
い
う
我
々

の
立
場
に
立
っ
て
言
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、「
上
向
」
の
運
動
、
つ
ま
り

プ
ラ
ト
ン
の
言
う
「
智
恵
の
愛
求
」
が
自
己
完
結
し
え
ず
、「
生
活
の
吟
味
」
へ
と
向

き
を
変
え
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
る
理
由
は
、
ご
く
ご
く
単
純
に
、
も
と
も
と
「
智
恵

の
愛
求
」
自
身
が
「
生
活
の
吟
味
」
の
一
つ
の
契
機
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
プ
ラ
ト
ン
も
奇
妙
な
言
い
回
し
で
あ
れ
、
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

３　
「
生
活
す
る
人
間
た
ち
」
と
身
体

身
体
論
に
つ
い
て
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
『
身
体
と
心
、
肉
体
と
精
神
の
二

元
論
に
抗
し
て
』（
一
八
四
六
年
）
や
『
唯
心
論
と
唯
物
論
に
つ
い
て
』（
一
八
六
六
年
）

が
参
考
に
な
る
も
の
の
、
形
式
的
に
は
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
的
で
あ
る
点
、
内
容
的
に
は

唯
心
論
や
観
念
論
の
論
破
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
、
身
体
論
と
し
て
の
系
統
的
展
開

が
欠
け
て
い
る
点
で
物
足
り
な
さ
を
感
じ
る
。
身
体
論
の
現
代
的
展
開
の
た
め
の
礎

石
は
、
や
は
り
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
『
知
覚
の
現
象
学
』（
一
九
四
五
年
）
や
そ
の
流

れ
に
数
え
ら
れ
る
一
連
の
仕
事
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
の
対
質
は
ぜ
ひ
や
り
た
い
と
思
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う
が
、
機
会
を
改
め
る
こ
と
と
し
、
以
下
、
今
回
の
議
論
の
流
れ
で
必
要
と
思
わ
れ

る
か
ぎ
り
で
、
身
体
論
に
触
れ
て
お
く
こ
と
に
と
ど
め
た
い
。

〈「
生
活
の
吟
味
」
と
し
て
の
哲
学
〉
の
原
理
的
立
場
は
、「
私
は
考
え
る
」
で
も

「
脳
は
考
え
る
」
で
も
「
理
念
は
他
在
の
中
で
自
己
に
と
ど
ま
る
」
で
も
「
自
然
は
自

己
展
開
す
る
」
で
も
な
く
、「
人
間
た
ち
は
生
活
す
る
」
で
あ
る
。
こ
の
原
理
的
立
場

に
つ
い
て
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』（
一
八
四
五
／
四
六
）
か
ら
示
唆
さ
れ
る
い

く
つ
か
の
文
章
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
た
だ
し
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
自

身
は
脱
哲
学
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、こ
れ
ら
を
哲
学
の
原
理
的
命
題
と
見
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
）。

「
人
間
た
ち
を
彼
ら
の
所
与
の
社
会
的
連
関
に
お
い
て
、彼
ら
を
し
て
彼
ら
た
ら

し
め
て
い
る
と
こ
ろ
の
彼
ら
の
現
前
の
生
活
諸
条
件
の
下
で
把
握
す
る
」「
現
実

に
実
存
す
る
活
動
し
て
い
る
人
間
た
ち
」（『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
廣
松
独
語

版
、
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
頁
）「
我
々
は
「
歴
史
を
作
る
」
こ
と
が
で
き
る
た
め

に
は
、
人
間
た
ち
が
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
生
活
に
は
と
り
わ
け
食
べ
る
、
飲

む
、
住
居
、
衣
服
、
そ
の
他
が
属
す
る
。」（
同
、
二
二
頁
）

我
々
は
、
心
や
精
神
を
「
原
理
」
と
す
る
唯
心
論
（
精
神
主
義
）
に
身
体
を
「
原
理
」

と
す
る
身
体
主
義
を
対
置
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
生
理
学
的
身

体
こ
そ
が
真
の
身
体
で
あ
る
と
見
て
生
理
学
的
唯
物
論
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
の
で

は
な
い
。「
人
間
た
ち
は
生
活
す
る
」「
生
活
す
る
人
間
た
ち
」
の
現
実
に
即
し
て
、

身
体
や
身
体
経
験
の
も
つ
決
定
的
に
重
要
な
意
味
を
系
統
的
に
確
認
す
る
こ
と
が
、

さ
し
あ
た
っ
て
の
我
々
の
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
プ
ラ
ト
ン
が
（
魂
は
非
空
間
的
で
あ
り
不
可
分
割
で
あ
る
の
に
対
し
て
）
身
体

は
空
間
的
で
可
分
割
的
で
あ
る
と
い
っ
た
議
論
（
松
永
訳
、
同
、
78
Ｂ
以
下
）
が
で
き

た
の
は
、「
現
実
に
実
存
す
る
活
動
し
て
い
る
人
間
た
ち
」
に
即
し
て
身
体
を
見
ず
、

抽
象
的
空
間
視
点
だ
け
で
身
体
を
反
省
し
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
ソ
ク
ラ

テ
ス
と
対
話
し
な
が
ら
実
存
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
身
体
が
現
実
に
分
割
可
能
か
ど
う

か
考
え
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
分
割
可
能
と
い
っ
て
も
抽
象
的
空
間
視
点

だ
け
で
身
体
を
反
省
す
る
限
り
で
は
分
割
可
能
と
い
う
意
味
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し

そ
の
よ
う
な
身
体
は
現
実
に
は
存
在
し
な
い
の
だ
。

我
々
が
先
に
指
摘
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
身
体
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
は
「
純

粋
な
」
身
体
で
は
な
く
、
む
し
ろ
魂
の
働
き
が
そ
の
根
底
に
あ
る
で
は
な
い
か
と

い
っ
た
反
問
が
提
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
も
「
純
粋
な
」
身
体
と
い
う
言
葉

で
外
面
的
に
知
覚
さ
れ
る
生
理
学
的
身
体
が
理
解
さ
れ
、
魂
の
方
は
内
面
的
に
体
験

さ
れ
る
意
識
諸
現
象
が
理
解
さ
れ
、
こ
の
純
化
さ
れ
た
二
つ
の
抽
象
モ
デ
ル
か
ら
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
身
体
が
反
省
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
ト
す
る
身
体
と
い
う
重
大
な
経
験
的
現
実
が
視
界
か
ら
消
さ
れ
て
い
く
の
で

あ
る
。

生
理
学
的
身
体
こ
そ
真
の
身
体
で
あ
り
、
生
き
て
い
る
当
事
者
に
立
ち
現
わ
れ
る

身
体
は
、
身
体
に
つ
い
て
の
主
観
的
な
、
大
な
り
小
な
り
歪
め
ら
れ
た
現
れ
に
他
な

ら
な
い
と
い
う
認
識
は
、
い
わ
ゆ
る
科
学
主
義
の
、
限
定
し
て
言
え
ば
生
理
学
主
義

の
陥
り
や
す
い
臆
見
で
あ
る
。
通
常
、
生
理
学
的
身
体
は
分
子
―
遺
伝
子
―
細
胞
―

組
織
―
器
官
―
器
官
系
―
身
体
と
い
う
階
層
構
造
を
持
つ
と
見
ら
れ
て
い
る
。
身
体

は
直
接
的
に
は
消
化
器
系
（
食
道
・
胃
腸
・
肝
臓
・
肛
門
な
ど
）、
呼
吸
器
系
（
口
腔
、
気

管
、
肺
、
血
管
）、
循
環
器
系
（
心
臓
、
血
管
、
リ
ン
パ
管
）、
神
経
系
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

系
（
中
枢
、
末
梢
、
自
律
神
経
系
）、
知
覚
系
（
感
覚
器
官
、
脳
、
神
経
系
）、
運
動
器
系

（
筋
肉
骨
格
系
）、
生
殖
器
系
、
泌
尿
器
系
、
ホ
ル
モ
ン
分
泌
系
（
視
床
下
部
―
脳
下
垂
体

―
卵
巣
）、
皮
膚
と
い
う
器
官
系
か
ら
な
る
が
、
さ
ら
に
構
成
要
素
へ
と
次
々
進
む
と

化
学
的
過
程
に
い
た
る
。
そ
し
て
諸
要
素
間
の
相
互
関
係
は
、ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
（
恒

常
性
）
な
ど
の
様
々
な
調
整
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
説
明
さ
れ
る
。
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生
理
学
的
身
体
認
識
の
特
質
は
、
自
然
科
学
知
の
脱
中
心
化
要
請
に
導
か
れ
て
、

個
々
人
↓
人
間
一
般
↓
動
物
一
般
↓
生
物
一
般
と
妥
当
性
の
範
囲
を
で
き
る
だ
け
一

般
化
し
よ
う
と
す
る
点
に
あ
り
、
ま
た
治
療
実
践
上
の
操
作
的
必
要
も
加
わ
っ
て
、

で
き
る
だ
け
要
素
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
う
点
に
あ
る
（
脳
内
物
質
、発
が
ん
物
質
、

塩
基
配
列
な
ど
）。

生
理
学
的
身
体
認
識
は
病
む
身
体
や
死
ぬ
身
体
と
い
う
我
々
の
基
礎
的
身
体
経
験

を
出
発
点
に
し
て
お
り
、
こ
の
基
礎
的
経
験
と
治
療
的
実
践
の
中
間
に
位
置
を
占
め

て
い
る
。
そ
れ
は
医
学
者
、
病
理
学
者
、
生
理
学
者
、
生
物
学
者
な
ど
専
門
集
団
が

長
い
歴
史
を
経
て
形
成
し
て
き
た
集
団
的
身
体
認
識
史
の
成
果
と
し
て
の
身
体
認
識

に
他
な
ら
な
い
。
生
理
学
的
身
体
認
識
に
基
づ
き
、病
む
身
体
は
症
状
が
説
明
さ
れ
、

治
療
の
た
め
の
処
方
が
決
ま
る
。
し
か
し
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
病
む
身
体
や
死
ぬ

身
体
の
意
味
は
、
当
該
主
体
が
そ
の
内
部
で
生
き
る
ト
ー
タ
ル
な
生
活
諸
関
係
や
情

況
か
ら
限
定
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
死
の
不
安
、
人
生
の
総
括
、
家
族
の
未
来

や
経
済
的
困
難
の
心
配
な
ど
が
、
病
理
学
的
意
味
に
還
元
で
き
る
も
の
で
は
な
い
こ

と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

最
後
に
、「
現
実
に
実
存
す
る
活
動
し
て
い
る
人
間
た
ち
」
に
即
し
つ
つ
、
基
本
的

身
体
経
験
を
列
挙
し
て
お
こ
う
。
食
べ
る
身
体
で
は
口
、
性
的
身
体
で
は
性
器
な
ど

と
、
基
本
的
身
体
経
験
の
そ
れ
ぞ
れ
で
特
定
の
身
体
部
分
が
「
前
景
」
に
出
て
い
る

が
、
何
れ
も
全
身
体
的
行
為
の
経
験
な
の
で
あ
っ
て
、
局
部
の
実
体
化
は
陥
り
や
す

い
錯
誤
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
て
お
く
。

定
在
す
る
身
体
。
私
の
身
体
的
臨
在
に
お
い
て
「
今
」「
こ
こ
」
と
い
う
生
活
世
界

の
中
心
が
成
立
す
る
。
私
は
身
体
的
存
在
と
し
て
必
ず
一
定
の
場
所
と
一
定
の
時
間

に
お
い
て
定
在
し
、
対
自
然
対
他
者
の
一
定
の
諸
関
係
の
内
部
に
定
在
し
、
一
定
の

情
況
の
中
に
定
在
す
る
。

飢
え
る
身
体
、
欲
求
す
る
身
体
、
食
べ
る
（
飲
む
、
吸
う
）
身
体
、
排
出
す
る
身
体
。

飢
え
や
欲
求
は
私
が
外
部
の
空
気
、
水
、
食
物
、
異
性
、
他
者
と
「
実
体
的
絆
」（
ラ

イ
プ
ニ
ッ
ツ
）
で
結
ば
れ
た
存
在
で
あ
り
、私
が
自
然
―
人
間
、女
―
男
、他
者
―
私
、

世
界
―
人
間
と
い
う
「
総
合
概
念
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
（
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
『
唯

心
論
と
唯
物
論
に
つ
い
て
』
第
15
節
）。
こ
の
「
総
合
」
は
「
あ
る
」
の
で
な
く
、
不
断

に
再
生
産
さ
れ
る
べ
き
実
践
的
課
題
で
あ
る
。

運
動
す
る
身
体
。
運
動
す
る
身
体
は
生
活
時
空
を
構
造
化
す
る
。
今
／
こ
こ
（
臨

在
）、
空
間
（
自
由
な
身
体
運
動
）、
相
互
外
在
（
ぶ
つ
か
る
）、
遠
／
近
（
基
地
か
ら
離
れ

る
移
動
行
動
）、
内
／
外
や
閉
鎖
／
開
放
（
仕
切
を
超
え
る
移
動
行
動
）、
水
平
／
垂
直

（
起
き
上
が
る
行
動
）、
前
／
後
（
視
野
の
内
／
外
）、
上
／
下
（
登
る
／
降
り
る
、
揚
げ
る

／
降
ろ
す
）、
左
／
右
（
回
る
、
曲
が
る
）、
中
心
／
周
辺
（
配
置
す
る
）、
角
度
（
仰
ぐ
）、

ま
た
運
動
速
度
、
所
要
時
間
、
タ
イ
ミ
ン
グ
な
ど
で
あ
る
。

知
覚
す
る
身
体
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
か
ら
若
干
の
引
用
を
す

る
に
と
ど
め
て
お
こ
う
。「
感
覚
作
用
は
、﹇
知
覚
対
象
の
﹈
性
質
に
生
命
的
﹇
生
活

的
﹈
意
味
を
付
与
し
、
先
ず
第
一
に
そ
れ
を
、
我
々
に
と
っ
て
の
、
我
々
の
身
体
と

い
う
こ
の
ど
っ
し
り
し
た
塊
に
と
っ
て
の
、意
義
に
お
い
て
把
握
す
る
」「
感
覚
す
る

（sen
tir

）
と
は
、
世
界
を
我
々
の
生
活
の
行
わ
れ
る
親
し
い
場
所
と
し
て
我
々
に
現

前
せ
し
め
る
、
世
界
と
の
生
き
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（com

m
u

n
ication

 vitale 

avec le m
on

de

）
で
あ
る
」（『
知
覚
の
現
象
学
』
中
島
盛
夫
訳
、
法
政
大
学
出
版
、
一
〇
四

頁
）道

具
と
し
て
の
身
体
、
身
体
技
法
、
労
働
す
る
身
体
。
私
が
、
他
者
や
も
の
や
自

然
か
ら
影
響
を
受
け
、
逆
に
他
者
や
も
の
や
自
然
に
働
き
か
け
る
の
は
、
必
ず
身
体

を
通
し
て
で
あ
る
。
私
は
身
体
な
し
に
は
他
者
や
世
界
と
交
渉
（
相
互
作
用
）
で
き
な

い
。
我
々
が
自
然
や
他
者
に
働
き
か
け
る
際
、
身
体
の
随
意
諸
部
分
は
「
道
具
」
と

し
て
用
い
ら
れ
る
。
手
「
で
」
つ
か
む
、
鼻
「
で
」
嗅
ぎ
わ
け
る
、
足
「
で
」
歩
く
、

な
ど
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
道
具
」
は
こ
れ
ら
「
道
具
と
し
て
の
身
体
」
の
延
長
線

上
に
製
作
さ
れ
る
（
歯
↓
ナ
イ
フ
、
手
↓
ペ
ン
チ
、
喉
↓
ス
ピ
ー
カ
ー
な
ど
）。
私
の
身
体

は
「
身
体
技
法
（tech

n
iqu

es du
 corps

）」（
Ｍ
・
モ
ー
ス
）
を
次
々
「
身
に
つ
け
」、
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膨
大
な
「
身
体
技
法
」
を
蓄
積
す
る
。「
身
体
技
法
」
に
は
勘
や
コ
ツ
な
ど
「
暗
黙

知
」（
Ｍ
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
）
が
伴
う
。
人
格
史
的
経
緯
に
応
じ
た
種
々
の
「
身
体
技
法
」

の
獲
得
は
一
定
の
社
会
状
況
か
ら
期
待
、
要
請
、
強
要
さ
れ
る
が
、
新
た
な
「
身
体

技
法
」
の
獲
得
（
例
え
ば
自
動
車
運
転
、
英
会
話
）
や
既
得
技
法
の
喪
失
（
歩
行
不
能
、

発
話
困
難
な
ど
）
は
、
当
事
者
の
生
活
様
式
や
対
人
関
係
や
生
活
世
界
の
大
き
な
変
容

を
伴
う
（
倉
島
哲
『
身
体
技
法
と
社
会
学
的
認
識
』
世
界
思
想
社
、二
〇
〇
七
年
、第
四
章
）。

性
的
身
体
、
出
産
す
る
／
さ
れ
る
身
体
。
ま
た
性
的
身
体
で
も
「
前
景
」
に
で
る

性
器
だ
け
で
な
く
全
身
体
的
経
験
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
性
的
身
体
の
意
味
は
、
生

殖
行
為
、
親
密
さ
の
相
互
確
認
行
為
、
性
プ
レ
イ
、
性
別
分
業
と
性
支
配
な
ど
に
展

開
す
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
「
性
的
生
は
根
源
的
志
向
性
の
一
つ
で
あ
る
」
と

見
て
、
見
る
／
見
ら
れ
る
、
魅
惑
す
る
／
魅
惑
さ
れ
る
、
支
配
／
奴
隷
と
い
う
性
関

係
に
注
目
し
て
い
る
（『
知
覚
の
現
象
学
』
第
一
部
「
身
体
」「
Ｖ
性
的
存
在
と
し
て
の
身

体
」）。
人
間
た
ち
の
最
初
の
住
居
は
母
体
で
あ
り
、
出
産
後
も
授
乳
や
抱
擁
を
通
し

て
情
緒
的
一
体
性
が
続
き
、
自
他
分
離
後
も
出
産
す
る
／
さ
れ
る
身
体
は
自
我
構
造

に
大
き
な
痕
跡
を
残
す
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
身
体
。
感
情
や
知
識
や
意
志
は
身
体
的
行
為
を
通
し
て
社

会
的
に
交
換
さ
れ
る
。
感
情
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
親
密
さ
や
安
心
や
信
頼
を

再
生
産
す
る
が
、そ
こ
で
は
直
接
の
身
体
的
接
触
が
決
定
的
で
あ
る
。
授
乳
や
抱
擁
、

頬
ず
り
、
キ
ス
や
性
交
、
肩
を
組
む
、
握
手
な
ど
で
あ
る
。「
酒
を
酌
み
交
わ
す
」
な

ど
飲
み
食
い
や
起
居
の
共
同
遂
行
も
重
要
な
形
式
で
あ
る
。
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
で
は
話
す
喉
と
口
、
そ
し
て
聞
く
耳
が
、
書
く
手
と
読
む
目
が
不
可
欠
で
あ

る
。
能
記
（
意
味
の
物
質
的
担
い
手
）
に
担
わ
れ
な
い
純
粋
意
味
、
し
た
が
っ
て
身
体

の
関
与
な
き
プ
ラ
ト
ン
的
純
粋
観
念
も
あ
り
え
な
い
。
顔
は
内
面
的
感
情
を
表
現
す

る
が
、
役
割
を
演
じ
る
仮
面
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
は
対
面
状
態
で
対
面
者
の
鏡
（
他

者
の
行
為
や
発
言
へ
の
評
価
を
各
々
の
顔
が
相
互
に
伝
え
あ
う
）
で
も
あ
る
が
、の
み
な
ら

ず
顔
は
人
格
そ
の
も
の
を
「
意
味
」
す
る
。「
私
」
を
見
る
と
は
「
私
の
顔
」
を
見
る

こ
と
で
あ
る
。
支
配
や
服
従
や
同
意
形
成
や
責
任
も
「
顔
」
抜
き
に
は
不
能
で
あ
る
。

裁
か
れ
る
身
体
。
健
康
、
美
醜
、
老
若
、
身
体
能
力
、
障
害
の
有
無
な
ど
、
身
体

は
他
者
に
よ
り
、
ま
た
自
分
に
よ
り
肯
定
的
に
、
ま
た
否
定
的
に
価
値
判
定
さ
れ
る
。

私
と
身
体
は
不
可
分
一
体
で
あ
る
以
上
、
自
分
の
身
体
か
ら
疎
外
さ
れ
た
人
生
は
厳

し
い
。
性
同
一
性
障
害
や
醜
面
障
害
の
よ
う
な
深
刻
な
ケ
ー
ス
だ
け
で
な
く
、
身
体

上
の
悩
み
は
多
様
で
あ
る
が
、
何
れ
の
場
合
も
「
価
値
の
転
倒
」
に
迫
ら
れ
る
。

病
む
身
体
、
死
ぬ
身
体
。
死
の
意
味
は
「
人
格
史
の
閉
幕
」
と
し
て
、
ま
た
「
情

況
の
中
の
死
」
と
し
て
、
ト
ー
タ
ル
な
連
関
で
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
は
死
す
べ
き
存
在
で
あ
る
こ
と
の
自
覚
に
人
間
の
「
本
来
性
」
を
見
、
日
常
意

識
の
中
に
「
存
在
忘
却
」
を
見
て
、哲
学
的
意
識
と
日
常
意
識
の
落
差
を
強
調
す
る
。

は
た
し
て
こ
の
よ
う
な
概
念
的
処
理
に
『
パ
イ
ド
ン
』
が
再
生
産
さ
れ
て
い
な
い
か

慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
死
ぬ
身
体
に
お
い
て
は
呼
吸
と
心
臓
が
前
景
に
で

る
が
、
生
理
学
的
身
体
で
の
死
の
「
瞬
間
」
の
限
定
は
あ
る
不
確
定
さ
を
伴
う
。
例

え
ば
、
↓
脳
死
↓
呼
吸
停
止
↓
心
臓
死
↓
何
度
か
の
心
臓
マ
ッ
サ
ー
ジ
↓
医
師
と
家

族
の
暗
黙
の
合
意
↓
死
の
宣
告
↓
全
身
焼
却
↓
骨
と
い
う
経
過
の
中
で
、
死
の
「
瞬

間
」
が
合
意
さ
れ
限
定
さ
れ
る
。

意
識
す
る
身
体
。
意
識
す
る
身
体
を
我
々
は
直
接
に
は
意
識
で
き
な
い
。
な
ぜ
な

ら
そ
れ
は
感
じ
、
意
識
す
る
当
の
も
の
だ
か
ら
だ
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
「
非
対

象
性
」「
絶
対
的
主
観
性
」
を
持
つ
身
体
と
し
て
脳
を
特
徴
づ
け
て
い
る
（『
身
体
と

心
、
肉
体
と
精
神
の
二
元
論
に
抗
し
て
』
一
八
四
六
年
、
船
山
訳
全
集
第
二
巻
、
一
七
九
頁
）。

現
象
学
的
身
体
論
で
も
、意
識
す
る
身
体
は
直
接
的
経
験
の
地
平
の
彼
方
に
隠
れ
る
。

食
べ
る
行
為
に
お
い
て
私
は
口
や
食
道
や
腹
を
意
識
で
き
る
。
し
か
し
思
考
行
為
に

お
い
て
脳
を
意
識
し
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
思
考
と
い
う
主
観
的
活
動
は
脳
活
動
と
い

う
対
象
的
活
動
と
一
体
で
あ
る
た
め
に
、
脳
は
「
非
対
象
性
」
を
持
つ
か
ら
だ
。
こ

の
「
非
対
象
性
」
こ
そ
が
、
伝
統
的
世
界
像
に
お
け
る
「
魂
の
実
体
性
」
と
い
う
観

念
の
生
成
の
理
由
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
「
意
識
は
脳
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の
機
能
に
他
な
ら
な
い
」
と
考
え
る
生
理
学
的
唯
物
論
の
限
界
も
確
認
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
。「
脳
が
考
え
る
」
で
な
く
「
生
活
す
る
人
間
た
ち
が
考
え
る
」
か
ら
出
発

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
確
か
に
意
識
が
脳
神
経
系
に
生
理
学
的
基
礎
を
持
つ
こ
と

を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
意
味
で
カ
ン
ト
の
言
う
「
心
の
物
質
性
」
の
概

念
と
し
て
の
心
理
的
唯
物
論
は
今
日
で
は
ド
ミ
ナ
ン
ト
な
見
方
に
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
生
理
学
的
唯
物
論
は
、
人
間
た
ち
の
生
活
活
動
と
の
根
源
的
関
係
に
お
い
て
捉

え
る
べ
き
意
識
を
も
っ
ぱ
ら
生
理
学
的
過
程
と
の
関
係
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す

る
。
と
こ
ろ
が
意
識
に
は
生
理
学
的
構
造
の
み
な
ら
ず
、
先
験
的
構
造
や
言
語
構
造

や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
構
造
や
深
層
表
層
構
造
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
構
造
が
確
認
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
意
識
の
こ
れ
ら
特
殊
諸
規
定
と
区
別
し
て
意
識
の
端
初
規
定

が
限
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
人
間
た
ち
の
生
活
活
動
と
の
根

源
的
関
係
に
お
い
て
意
識
を
限
定
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

（
大
阪
経
済
大
学
人
間
科
学
部
教
授
）


