
井
上
円
了
と
ソ
ク
ラ
テ
ス

柴
田
隆
行

四
聖
と
し
て
の
ソ
ク
ラ
テ
ス

井
上
円
了
が
四
聖
の
一
人
と
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
選
ん
だ
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
選
択
の
理
由
は
必
ず
し
も
明
確
で
は

な
い
。
「
井
上
円
了
と
西
洋
思
想
」
と
題
す
る
論
考
を
書
か
れ
た
福
鎌
忠
恕
氏
は
、
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
『
聖
人
』
と
し
て
選
ば
れ
た
理

由
は
理
解
に
難
く
な
い
」
と
し
、
そ
の
理
由
は
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
こ
そ
『
哲
学
』

QEos-】

F
Z
の
元
祖
で
あ
り
、
こ
の
用
語
と
、

こ
の
学
問
の
創
始
者
そ
の
人
で
あ
っ
た
」
か
ら
だ
と
言
う
(1)
。
し
か
し
、
福
鎌
氏
の
こ
う
し
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
理
解
の
正
当
性
も
間

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
井
上
円
了
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
聖
人
の
一
人
に
数
え
上
げ
て
い
る
理
由
は
さ
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な

ぃ
。
こ
の
小
論
で
は
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
を
四
聖
と
し
て
選
ん
だ
井
上
円
了
の
真
意
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

ま
ず
は
井
上
円
了
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
四
聖
の
一
人
に
選
ん
だ
理
由
を
述
べ
て
い
る
箇
所
を
読
も
う
。

そ
の
理
由
と
し
て
、

一
九

O
二
年
の
『
哲
窓
茶
話
』
で
三
つ
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

哲
学
者
を
選
ぶ
際
に
古
代
に
あ
っ
て
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
選
ぶ
者
が
い
る
が
、
自
分
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
選
ぶ
、

と
円
了
は
言

ぅ
。
そ
の
理
由
は
、
自
分
が
四
聖
と
し
て
選
ぶ
他
の
孔
子
、
釈
迦
、

カ
ン
ト
と
と
も
に
、
「
い
ず
れ
も
哲
学
の
中
間
に
起
こ
り
て
、

前
歴
史
を
統
一
し
、
ま
た
後
歴
史
を
開
成
し
た
る
も
の
」

で
あ
り
、

「
中
興
の
主
と
す
べ
き
」
だ
と
い
う
点
に
あ
る

(
N
H
E
N
)
(
2
)
。
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一
八
九
九
年
の
『
通
俗
講
談
言
文
一
致
哲
学
早
わ
か
り
』

で
も
、
古
代
哲
学
は

「
紀
元
前
四

0
0年
代
に
世
に
出
で
た
る
ソ
ク
ラ
テ

4 

ス
氏
を
中
興
」
と
す
る
が
ゆ
え
に
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
を
四
聖
の
一
人
と
し
て
選
ぶ
、

と
書
か
れ
て
い
る

(
N
込
∞
)
。
哲
学
の
元
祖
だ
と

か
古
今
東
西
の
哲
学
の
創
始
者
だ
と
か
で
は
な
く
中
興
者
で
あ
る
こ
と
が
、
井
上
円
了
が
四
聖
を
選
ぶ
理
由
と
し
て
ま
ず
第
一
に
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
な
ぜ
中
興
者
な
の
か
?

そ
の
理
由
は
こ
こ
で
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
が
、
前
掲
の

「
前
歴
史
を
統
一
し
、

と
い
う
一
節
に
こ
の
問
題
を
解
く
鍵
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
詳
し
く
は
追
っ
て
述
べ
る
。
こ
こ
で
は
、

聖
選
択
の
他
の
理
由
を
先
に
聞
こ
う
。
円
了
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
を
続
け
る
。

ま
た
後
歴
史
を
開
成
し
」

四

私
が
孔
子
、
釈
迦
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
、

カ
ン
ト
の
四
聖
を
選
ん
で
、

こ
れ
を
尊
崇
す
る
ゆ
え
ん
の
も
の
は
、
単
に
学
者
と
し
て
こ

れ
を
尊
崇
せ
る
に
あ
ら
ず
、
人
物
と
し
て
も
、
知
者
と
し
て
も
、
知
徳
完
備
の
人
と
し
て
大
い
に
す
ぐ
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
知
な
り
、
行
い
な
り
、
今
に
残
さ
れ
て
お
る
高
恩
は
、
実
に
感
侃
す
べ
き
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

(
N
H
H
H
品
)

た
ん
に
学
者
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
人
物
と
し
て
も
尊
崇
に
値
す
る
人
、
す
な
わ
ち
「
知
徳
完
備
の
人
」
が
、

四
聖
を
選
ぶ
二
つ

め
の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

西
洋
古
代
哲
学
の
創
始
者
と
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
「
万
物
の
根
源
は
」
と
い
う
発
想
を
人
類
史
上
初
め
て
持
っ
た
と
さ

れ
る
タ
レ
ス
か
、
「
私
」
に
つ
い
て
人
類
史
上
初
め
て
語
っ
た
と
さ
れ
る
へ
シ
オ
ド
ス
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
「
哲
学
」
の
語
源
で
あ

る
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
(
愛
知
)
を
初
め
て
自
覚
的
に
語
っ
た
と
さ
れ
る
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
も
候
補
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、

哲
学
を
哲
学
と
し
て
書
き
残
し
た
プ
ラ
ト
ン
、

そ
れ
を
体
系
と
し
て
構
築
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
、
西
洋
古
代
哲
学
の
代
表
者
と



さ
れ
る
に
十
分
な
資
格
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
円
了
が
四
聖
の
条
件
と
し
て
挙
げ
る

「
知
徳
完
備
の
人
」
、
東
洋
大

学
の
標
語
を
借
り
る
な
ら
ば

の
検
証
を
、
井
上
円
了
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
理
解
に
即
し
て
行
う
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
の
前
に
も
う
一
点
、
円
了
の
四
聖
選
択
の
理
由
を

「
知
徳
兼
全
」

の
人
と
し
て
は
、
た
し
か
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
一
歩
先
ん
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点

確
認
し
て
お
き
た
い
。
円
了
は
さ
ら
に
続
け
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

吾
人
が
平
素
尊
崇
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
孔
子
、
釈
迦
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
、

カ
ン
ト
の
四
聖
は
、
共
に
唯
心
論
者
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
釈
迦
の
大
事
業
を
な
し
て
、
万
世
の
の
ち
、
赫
々
た
る
光
明
の
下
よ
り
、
尊
敬
さ
る
る
ゆ
え
ん
は
全
く
こ
の
唯
心
の
理
を
信

こ
れ
を
事
業
に
努
め
し
に
よ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
孔
子
も
常
に
こ
の
心
を
根
基
と
し
て
、
心
正
し
け
れ
ば
身
修
ま

り
、
身
修
ま
れ
ば
家
斉
う
、
家
斉
え
ば
国
治
ま
り
、
国
治
ま
れ
ば
天
下
平
ら
か
な
り
と
ま
で
い
っ
て
お
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
当

じ
て
、

時
に
お
い
て
は
未
だ
唯
物
だ
の
、
唯
心
だ
の
と
い
う
説
が
判
然
と
区
別
の
な
い
と
き
で
あ
っ
た
が
、
氏
が
知
す
な
わ
ち
徳
な
り

と
い
い
し
一
言
は
、
純
然
心
を
本
と
せ
し
も
の
、
す
な
わ
ち
唯
心
論
者
な
る
こ
と
を
知
る
に
足
る
。
カ
ン
ト
は
近
世
唯
心
論
の

祖
で
あ
る
。

(
N
H
H
S
'
E
C
)

円
了
の
四
聖
選
択
の
三
つ
目
の
理
由
は
唯
心
論
者
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
。
聖
人
は
「
唯
心
論
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う

の
は
井
上
円
了
の
思
想
に
属
す
る
こ
と
が
ら
で
あ
り
、
こ
こ
で
そ
の
是
非
は
問
わ
な
い
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
唯
心
論
者
で
あ
る
か
ど

そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
検
討
も
含
め
て
別
途
専
門
的
に
論
究
す
べ
き
こ
と
が

う
か
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
し
か
し
、

ら
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
扱
わ
な
い
こ
と
に
す
る
。
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中
興
の
主
と
し
て
の
ソ
ク
ラ
テ
ス

6 

円
了
が
選
ん
だ
四
聖
は
い
ず
れ
も
哲
学
中
興
の
主
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
折
々
耳
に
す
る

「
ソ
ク
ラ
テ
ス
こ
そ
哲
学
の
元
祖
」
と
す

る
理
解
の
是
非
は
、
事
実
問
題
よ
り
も
「
哲
学
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
認
識
問
題
に
関
わ
る
の
で
、

と
は
容
易
で
は
な
い
。
通
常
哲
学
史
は
タ
レ
ス
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
の
共
通
認
識
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
哲
学
は

「
理
性
的
な
認
識
と
し
て
の
学
的
性
格
を
も
っ
」
(
『
広
辞
苑
』
)
こ
と
で
あ
り
、
タ
レ
ス
以
前
の
い
わ
ゆ
る
賢
人
た
ち
の
教
え
や
神
話

と
は
そ
の
点
で
区
別
さ
れ
る
。
た
し
か
に
、
賢
人
の
教
え
や
神
話
に
、
「
万
物
の
根
源
は
」
と
い
う
発
想
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
発

想
は
「
理
性
的
な
認
識
」
を
と
も
な
わ
な
け
れ
ば
生
ま
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

円
了
は
哲
学
史
講
義
(
『
哲
学
要
領

こ
れ
を
問
う
こ

前
編
』

一
八
八
六
年
)

で
、
「
ギ
リ
シ
ア
哲
学
は
タ
レ
ス
氏
を
も
っ
て
始
租
と
す
」

る
が
、

「
そ
の
以
前
す
で
に
諸
学
の
思
想
を
匪
胎
す
る
あ
り
」

(
7
5
5
と
述
べ
て
い
る
。
タ
レ
ス
が
哲
学
の
始
租
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ

タ
レ
ス
が
四
聖
に
選
ば
れ
な
い
の
か
。

タ
レ
ス
の
時
代
に
は
ま
だ
「
哲
学
(
喜
一

-og司
E
白
)
」
と
い
う
言
葉
が
な
か
っ
た
か
ら
、
と
い
う
理
由
も
折
々
耳
に
す
る
。
な
ら

ば
、
喜
一

-Boz-釦
と
い
う
言
葉
は
誰
が
作
っ
た
の
か
。
円
了
は
『
純
正
哲
学
講
義
』
(
一
八
九
一
年
)
で
こ
う
述
べ
る
。

哲
学
の
名
称
は
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
を
原
語
と
し
、
ギ
リ
シ
ア
よ
り
起
こ
り
、
碩
学
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
氏
始
め
て
こ
の
語
を
用
う
と

い
p

フ。

(
]
{
H
N
N
O
)

円
了
と
同
様
に
仏
教
徒
と
し
て
西
洋
哲
学
を
同
時
代
に
学
ん
だ
清
沢
満
之
も
、
全
集
編
者
に
よ
り
「
西
洋
哲
学
史
試
稿
」
と
名
づ

け
ら
れ
た
ノ
l
ト
に
、
「
『
フ
イ
ロ
ゾ
フ
ィ
l
』
ナ
ル
希
蹴
ハ
ヘ
ロ
ド
ト
ス
氏
初
メ
テ
用
ヒ
タ
リ
其
学
問
的
ノ
使
用
ハ
ピ
サ
ゴ
ラ
ス



氏
ニ
始
ル
ト
云
フ
」
(
『
清
沢
満
之
全
集
』
第
四
巻
、
岩
波
書
庖
二

O
O三
年
、

四
頁
)
と
書
い
て
い
る
が
、

』
う
し
た
認
識
は
現
代

で
も
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
。

へ
ロ
ド
ト
ス
の
『
歴
史
』
(
紀
元
前
五
世
紀
)
の
巻
一
に
、
ク
ロ
イ
ソ
ス
王
が
ソ
ロ
ン
に
呼
び
か
け
た
言
葉
「
知
識
を
求
め
て

(喜一

-
2
8
Z
S
)
広
く
世
界
を
見
物
し
て
廻
ら
れ
た
」
が
あ
り
、
ツ
キ
ユ
デ
イ
デ
ス
の
『
ペ
ロ
ポ
ン
ネ
ソ
ス
戦
役
』
(
紀
元
前
五
世

紀
後
半
)
に
も
、
ペ
リ
ク
レ
ス
の
演
説
中
に
「
知
恵
を
愛
し
て
(
喜
一

-
2
8
E
C
B
B
)
し
か
も
文
弱
に
堕
せ
ず
」
と
い
う
言
葉
が

見
ら
れ
る
。
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
は
書
物
を
書
き
残
し
て
い
な
い
の
で
正
確
な
と
こ
ろ
は
不
明
だ
が
、
デ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
イ
オ

ス
の
『
ギ
リ
シ
ア
哲
学
者
列
伝
』
(
紀
元
後
三
世
紀
前
半
)
に
よ
る
と
、
「
哲
学
と
い
う
語
を
最
初
に
用
い
、
ま
た
自
ら
を
哲
学
者
と

呼
ん
だ
最
初
の
人
は
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
で
あ
っ
た
」
(
第
一
巻
序
章
)
と
い
う
。
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
は
、
知
恵
の
あ
る
者
は
神
の
み
で
あ

り
、
自
分
た
ち
は
「
知
恵
を
熱
心
に
追
求
す
る
人
」
つ
ま
り
「
哲
学
者
」
で
あ
る
と
述
べ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、

無
知
の
知
と
し
て
の
愛
知
を
説
い
た
と
さ
れ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
考
え
と
同
じ
で
あ
る
。
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
は
紀
元
前
五
八
二
年
か
ら

四
九
六
年
に
生
き
た
人
(
詳
細
不
明
)

で
あ
り
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
紀
元
前
四
六
九
年
か
ら
三
九
九
年
に
生
き
た
人
で
あ
る
か
ら
、

ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
の
ほ
う
が
こ
の
言
葉
を
使
っ
た
先
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
デ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
イ
オ
ス
の
記
録
は
紀
元
後
三

い
ず
れ
に
せ
よ
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
は
、
井
上
円
了
も
清
沢

世
紀
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
後
知
恵
か
も
し
れ
な
い
。

満
之
も
、
喜
一
一
O
B
Z
E
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
哲
学
史
の
正
確
な
知
識
を
持
っ
て
お
り
、

と
単
純
に
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
あ
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
こ
そ
が

「
哲
学
」

の
元
祖
だ

「
哲
学
」
と
い
う
言
葉
を
最
初
に
使
っ
た
の
は
、
意
図
的
で
は
な
い
に
し
ろ
、

そ
れ
を
「
愛
知
」
と
い
う
意
味
で
最
初
に
使
っ
た
の
は
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
で
あ
り
、
井
上
円
了
は
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
し
た

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
哲
学
の
元
祖
で
あ
る
か
ら
聖
人
の
一
人
と
し
て
選
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
清
沢
満

へ
ロ
ド
ト
ス
か
ツ
キ
ユ
デ
イ
デ
ス
で
あ
り
、
ま
た
、
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が
っ
て
、



之
は
四
聖
を
選
ぶ
よ
う
な
こ
と
は
し
て
い
な
い
が
、
彼
が
一
八
八
九
年
か
ら
一
八
九
四
年
に
真
宗
大
学
寮
で
行
っ
た
西
洋
哲
学
史
講

義
で
は
タ
レ
ス
か
ら
始
め
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
「
此
の
人
を
哲
学
の
鼻
祖
と
す
る
故
は
、
氏
が
万
有
を
解
釈
す
る
に
当
り

て
、
初
め
て
神
話
的
、
神
学
的
の
見
地
を
捨
て
た
る
に
依
る
」
(
前
掲
全
集
、
第
五
巻
、
九
頁
)
と
あ
る
。
こ
れ
は
哲
学
史
の
常
道

で
あ
り
、
古
代
哲
学
を
六
期
に
分
け
、
第
一
期
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
氏
前
哲
学
」
、
第
二
期
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
氏
及
び
不
完
全
ソ
ク
ラ
テ
ス

学
派
」
と
い
う
よ
う
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
一
つ
の
時
代
区
分
に
使
う
の
も
常
道
で
あ
る
。
た
だ
し
、
清
沢
満
之
が
古
代
哲
学
の
第
三

期
を
「
希
蝋
哲
学
全
盛
時
代
」
と
し
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
取
り
上
げ
る
の
は
必
ず
し
も
哲
学
史
の
常
道
と
は
言
え
な

い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
井
上
円
了
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
者
の
な
か
で
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
重
ん
じ
て
い
る
こ
と
は
、
彼
な
り
の
意
味

づ
け
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
清
沢
満
之
の
古
代
哲
学
史
区
分
に
見
ら
れ
る

「
不
完
全
ソ
ク
ラ
テ
ス
学
派
」
と
は
、

い
ま
で
は
ど
の
哲
学
史
で
も
「
小
ソ

ク
ラ
テ
ス
派
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
学
派
を
指
す
。
「
小
」
と
い
う
の
は
主
観
的
な
感
じ
を
受
け
る
が
、
偉
大
な
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
一
部

分
を
受
け
継
い
だ
に
す
ぎ
な
い
か
ら
だ
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
表
現
が
誰
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
か
は
不
明
だ
が
、
一
九
一
六
年
刊
の
安

倍
能
成
『
西
洋
古
代
中
世
哲
学
史
』
に
は
見
ら
れ
、
そ
こ
に
仏
ぽ
在
巾
E
g
r門
担

Z
R
Z
P
E
一
巾
と
ド
イ
ツ
語
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
安
倍
は
国
自
由
〈
O
ロ
〉
円
ロ
-B
の
じ
た
富
司
、
告
札
寄
与
問
、
訟
を
的
岳
、
江
町
h
h
悶
白
人
占
~
同
町
ミ
ミ
ま
を
基
礎
と
し
て
こ

ア
ル
ニ
ム
の
著
作
に
「
小
ソ
ク
ラ
テ
ス
学
派
」
と
い
う
言
葉
は
見
つ
か
ら
な
い
。
さ
ら
に
遡
っ
て
調

れ
を
書
い
て
い
る
。
し
か
し
、

べ
て
も
、
』
O
F
白
ロ
ロ
』
品
。
σ
∞E
n
r
巾
♂
河
町
的
S
ミ
R
N
q
主円
R
H
』
u
p
h
~
2
号
、
w
E
m
-
-叶
h
F
N
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
口
町
内
E
n
F
目
立
巾
日
白
ロ
P

。
ミ
同
町
宮
丘
町
S

島
問
可
的
円
高
』
u
p
m
守
的
。
』
u
b
S
柏
、
同
斗
∞
。
、
』
。
F
白
ロ
ロ
。
。
E
-
巾
σ
回
口

F-muIhS司、~vHh町、HSW可門川町hnbhshhh柏町司、注目。的。』uhvhmミ丘町民主叫『

マE
R
E
3
ヒ
町
内
向
E
E
『
h
N尚三
m
h
r
p
∞

E
巾
・
コ
S
E
H
∞
室
、
者
一
-
z
-
s
。
。
門
忌
号
、
H，
E
5
5
8
P
。
s
s
m
町
、
w
n
m
h
出
向
司
、
訟
を
臼
告
訴
m
F

8 



HN
回
向
日
巾
・
コ
宮
、
あ
る
い
は
へ

l
ゲ
ル
の
哲
学
史
講
義
や
一
九
世
紀
後
半
の
ユ

l
パ
1
ヴ
ェ

l
ク
や
ヴ
イ
ン
デ
ル
パ
ン
ト
に
至

る
ま
で
主
だ
っ
た
哲
学
史
の
い
ず
れ
に
も
こ
の
言
葉
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
「
小
」

(司田町己己
O
印

o
r
s門
口
お
『
)
」
と
か

よ
り
辛
口
の
「
偽
ソ
ク
ラ
テ
ス
学
派

「
戯
固
化
さ
れ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
(
宮
『
宏
司
X
2
∞
。
官
巳
2
)
」
と
か
と
い
っ
た
表
現
は
一
八
三
九
年
の

型
一
色
江
口
F
r
y
-巾一『
B
R
F
E
C
g
n
p芝
S
n
t可
、
、
江
守
的
。
豆
町
四
に
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
清
沢
満
之
が
使
っ
た

学
派
」
と
い
う
表
現
は
、
井
上
円
了
が
一
八
八
三
年
秋
に
作
成
し
た
学
習
ノ

l
ト
「
稿
録
」
に
記
述
さ
れ
て
い
る
シ
ュ
ヴ
ェ

l
グ

ラ
l
の
『
哲
学
史
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
清
沢
満
之
と
井
上
円
了
は
そ
の
こ
ろ
、
東
京
大
学
哲
学
科
で

「
不
完
全
ソ
ク
ラ
テ
ス

フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
も
と
で
シ
ュ
ヴ
ェ

1
グ
ラ
l
哲
学
史
の
英
語
訳
を
読
ん
で
い
た
。

一
八
六
八
年
に
甘
5
2
国

E
n
y
z
oロ
∞
号
-zm
に

よ
っ
て
英
訳
さ
れ
た
こ
の
哲
学
史
に
は
、
た
し
か
に
H
，
Z
E
n
o
g℃
Z
S
∞
o
n
g同
一
日
と
い
う
語
が
見
ら
れ
る
(
匂
・

8
)。
清
沢
満
之
に

よ
れ
ば
、
不
完
全
学
派
の
一
つ
は
「
師
の
行
為
を
見
た
も
の
」
(
メ
ガ
ラ
学
派
)
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は

「
師
の
論
を
見
た
も
の
」

(
犬
儒
学
派
)
で
あ
る
と
言
う
(
前
掲
全
集
、
第
五
巻
三
二
頁
)
。
ち
な
み
に
、
「
完
全
な
ソ
ク
ラ
テ
ス
学
派
」
は
プ
ラ
ト
ン
の
み
で

シ
ュ
ヴ
ェ

l
グ
ラ
l
哲
学
史
の
ド
イ
ツ
語
原
文
は
一
八
六

O
年
に
公
刊
さ
れ
た
の
8
忌町内
PRhh司
、
E
h
a毛
主
h
S一門、さ可志

で
あ
る
(
初
版
は
一
八
四
八
年
刊
)
が
、
そ
の
三
七
頁
に
島
町

E
g
-
-
E
5
5
2
2
∞
or門
白
島
市
『
と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
る
。
(
彼
が

あ
る
。

一
八
五
九
年
に
公
刊
し
た
の
8
忌
mnFRRH同司、胃
mm忌
な
忌
同
誌
、
、
江
守
的
号
室
町
に
こ
の
言
葉
は
な
い
。
)
た
だ
し
、

ヴ
ェ

l
グ
ラ
l
が
初
出
で
は
な
い
。
そ
れ
以
前
の
一
八
四
六
年
刊
の
何
色
E
E
N色
R
U町四、
Ehoh号
FRhH雪

C
3
.
R
P
S
-
N
-
d
E
-

こ
の
言
葉
は
シ
ユ

に
す
で
に
仏
戸
市

E
5
0
=
E
g
g
g
g
∞
o町田氏
r
R
と
い
う
表
記
が
あ
る
。
な
お
、

ツ
エ
ラ
ー
に
よ
る
一
八
八
六
年
刊
の
C
さ
さ
~
一
ミ
訟

円同町可。
mw
臼
円
谷
町
内
芝
同
札
町
『
喝
町
内
町
』
勧
町
営
湾
、
注
目
。
抗
告
』
whm-N・ロ
2
a
c『円
Fm巾
田
市
町
内
ロ
巾
〉
己
白
・
の
九
八
頁
に
【
同
庁
芭
冊
目
白
2
3
8
r
E
z
n
v
g

p
E
Z
D
と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
る
。
安
倍
能
成
が
記
し
た
表
現
と
若
干
異
な
る
が
、
こ
こ
に
よ
う
や
く
「
小
ソ
ク
ラ
テ
ス
学
派
」

の
ル

l
ツ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
シ
ュ
ヴ
ェ

1
グ
ラ
l
哲
学
史
第
一
四
版
は
、
日
本
で
教
え
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
ケ

1
べ

9 井上円了とソクラテス



ル
に
よ
る
改
訂
版
だ
が
、

こ
れ
に
も
岳
町

Eig--日

S
E
E
S
-同ロ∞
o
r円
釦
丹
野
市
『
と
記
さ
れ
て
い
る
。

川
徹
三
と
松
村
一
人
に
よ
る
岩
波
文
庫
版
で
は
「
小
ソ
ク
ラ
テ
ス
学
派
」

と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、

レ
ク
ラ
ム
文
庫
版
を
邦
訳
し
た
谷

ド
イ
ツ
語
原
文
は
や
は
り
岳
巾

10 

E
g
z
r
o
g
g巾ロ
g
ω
o可
R
F巾
円
で
あ
る
。
)

横
道
に
逸
れ
過
ぎ
た
。
元
に
戻
ろ
う
。
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
円
了
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
四
聖
の
一
人
と
し
て
選
ん
だ
理
由
の
一

つ
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
「
中
興
の
主
」
だ
か
ら
で
あ
っ
た
。
中
興
に
意
味
が
あ
る
の
は
、
「
前
歴
史
を
統
一

し
、
ま
た
後
歴
史
を
開
成
し
た
る
」
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
『
円
了
随
筆
』
(
一
九

O
一
年
)
で
は
、
四
聖
と
も
に
「
以
前
に
種
々
の

い
た
こ
と
、
「
前
後
に
各
哲
学
の
開
展
」
が
あ
っ
て
、
四
聖
は
こ
れ
ら
の
中
間
に

哲
学
」
あ
る
の
を
「
総
合
し
て
新
世
紀
を
開
」

あ
っ
て
「
扇
面
の
カ
ナ
メ
」
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
営

H
5
5。
井
上
円
了
の
哲
学
思
想
に
多
少
は
親
し
ん
だ

者
で
あ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
の
意
味
を
推
察
す
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
難
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
井
上
円
了
の
哲
学
を
仮
に

一
言
に
集
約
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
円
満
完
了
の
哲
学
」
で
あ
り
、
「
相
含
論
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
円
満
完
了
の
哲
学
と
は
、
な

に
ご
と
に
も
偏
ら
ず
に
議
論
を
深
め
て
全
体
を
総
合
的
に
捉
え
る
こ
と
を
言
い
、
相
含
論
と
は
、
『
哲
学
新
案
』
(
一
九

O
九
年
)
に

よ
れ
ば
、
一
元
論
で
も
二
元
論
で
も
多
元
論
で
も
な
く
、
唯
物
唯
心
い
ず
れ
で
も
な
く
、
経
験
理
想
、
懐
疑
独
断
、
無
窮
一
瞬
、
輪

化
説
因
心
説
、
等
々
の
い
ず
れ
で
も
な
い
「
こ
れ
ら
の
諸
論
諸
説
を
総
合
集
成
し
た
」

(
H
H
8
H
)

理
論
を
言
う
。
こ
れ
を
歴
史
上
に

見
出
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
へ

l
グ
ル
の
よ
う
に
「
哲
学
史
の
終
わ
り
」
つ
ま
り
過
去
の
哲
学
史
を
総
括
す
る
現
在
の
「
私
」
に
行

き
着
く
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
し
た
立
場
を
自
覚
的
に
目
指
し
た
「
過
去
の
人
」
と
な
る
と
、
歴
史
の
前
後
の
中
間
に
位
置
す
る

の
主
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
限
っ
て
も
、
そ
う
し
た
中

「
扇
の
か
な
め
」

つ
ま
り
は
「
中
興
」

輿
の
主
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
外
に
も
い
る
の
で
は
な
い
か
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
何
も
書
き
残
し
て
お
ら
ず
、
過
去
の
哲
学
諸
説
を
収
集
・



整
理
し
、
後
世
に
つ
な
げ
た
と
い
う
意
味
で
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ほ
う
が
適
格
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
判
断
を
覆
す

そ
れ
は
、
先
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
「
哲
学
」
に
対
す
る
捉
え
方
に
あ
る
の
で
は
な
い

も
の
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
は
あ
る
と
し
た
ら
、

だ
ろ
う
か
。

知
徳
完
備
の
人
と
し
て
の
ソ
ク
ラ
テ
ス

井
上
円
了
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
理
解
は
「
知
徳
完
備
の
人
」
に
尽
き
る
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど
に
こ
の
規
定

は
円
了
の
著
作
の
各
所
に
見
出
せ
る
。

『
哲
学
要
領
』
前
編
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
長
い
が
引
用
す
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
氏
は
、
主
と
し
て
人
の
知
識
思
想
を
論
究
し
て
始
め
て
倫
理
学
の
基
を
聞
く
。
故
に
そ
の
学
、
道
徳
を
も
っ
て
諸

善
行
の
基
本
と
し
、
そ
の
純
徳
の
完
体
こ
れ
を
神
と
名
付
く
。
す
な
わ
ち
諸
善
諸
行
の
主
宰
な
り
。
そ
の
徳
の
我
人
の
身
体
に

あ
る
も
の
こ
れ
を
心
霊
と
す
。
故
に
そ
の
神
の
本
体
は
終
始
生
滅
す
る
こ
と
な
し
と
い
う
。
し
か
り
で
氏
の
道
徳
を
定
む
る
に

三
種
あ
り
。
日
く
知
識
、
日
く
正
義
、
日
く
啓
信
な
り
。
知
識
も
っ
て
我
人
の
自
身
に
対
す
る
の
本
分
と
し
、
正
義
も
っ
て
他

人
に
対
す
る
の
本
分
と
し
、
啓
信
を
も
っ
て
天
神
に
対
す
る
の
本
分
と
す
。
お
よ
そ
氏
の
哲
学
は
も
っ
ぱ
ら
人
心
の
性
質
を
審

定
し
、
人
を
し
て
本
来
有
す
る
と
こ
ろ
の
知
徳
の
本
体
を
開
発
せ
し
む
る
に
あ
り
。
故
に
氏
は
知
徳
一
体
を
論
じ
て
人
の
徳
は

知
識
な
り
と
い
う
。
ま
た
人
の
務
る
と
こ
ろ
知
識
を
発
育
す
る
あ
る
ゆ
え
ん
を
論
じ
て
、
人
の
幸
福
は
知
識
に
外
な
ら
ず
と
い

切っノ。(同日]=∞ム]E)
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ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の
龍
弁
学
派
は
主
観
的
推
理
に
基
づ
き
「
客
観
的
の
考
証
」
に
欠
け
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
の
弊
を
矯
正
し
た

が
、
彼
が
重
ん
じ
た
「
客
観
」
は
こ
れ
ま
で
の
自
然
学
の
そ
れ
で
は
な
い
。
円
了
は
西
洋
古
代
哲
学
を
三
段
に
分
け
、
万
有
哲
学
時

代
、
人
間
哲
学
時
代
、
宗
教
哲
学
時
代
と
し
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
「
人
間
の
知
識
お
よ
び
道
徳
を
哲
学
問
題
の
中
心
と
し
て
論
じ
た
」

(
円
当
・
怠
)
が
ゆ
え
に
人
間
哲
学
時
代
に
属
す
る
と
言
う
(
『
通
俗
講
談
言
文
一
致
哲
学
早
わ
か
り
』
一
八
九
九
年
)
。
万
有
哲
学
時

代
と
は
、
タ
レ
ス
か
ら
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
ま
で
の
「
世
界
万
有
の
起
源
を
論
じ
た
」
時
代
を
指
す
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
語
る
と
こ
ろ
に

よ
る
と
、
自
分
も
か
つ
て
若
い
こ
ろ
は
自
然
学
を
学
ん
で
い
た
が
、
そ
れ
が
自
分
に
は
「
生
来
不
向
き
」
と
惜
り
、
「
原
因
探
求
の

12 

第
二
の
航
海
」
に
出
て
「
言
論
に
お
い
て
事
物
の
真
理
を
研
究
す
る
」
こ
と
に
し
た
と
言
う
(
プ
ラ
ト
ン
『
パ
イ
ド
ン
』
合
ム
∞
)
。

し
た
が
っ
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
求
め
る
「
客
観
的
の
考
証
」
は
右
の
引
用
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
倫
理
や
道
徳
に
関
す

る
も
の
で
あ
る
。
円
了
最
晩
年
の
著
作
『
奮
闘
哲
学
』
(
一
九
一
七
年
)
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
格
言
韻
文
調
の
講
話
が
残
さ
れ
て
い

る

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
は
、
学
び
の
庭
に
三
春
の
、
錦
ま
と
い
て
出
で
に
け
り
、
広
き
世
界
の

中
心
は
、
天
体
な
ら
で
人
に
あ
り
、
人
の
人
た
る
道
を
す
て
、
天
地
の
元
を
争
う
は
、
首
尾
転
倒
の
沙
汰
な
り
と
、
タ
レ
ス
以

後
の
哲
学
の
、
迷
い
の
霧
を
払
い
去
り
、
こ
れ
と
同
時
に
蛇
足
な
る
、
読
弁
の
学
を
打
ち
破
り
、
知
識
の
花
を
と
り
き
た
り
、

倫
理
の
月
を
回
ら
し
て
、
人
の
心
の
光
明
を
、
あ
ま
ね
く
世
に
は
知
ら
し
め
ぬ
、
か
く
て
知
徳
の
一
体
を
、
説
き
て
知
識
の
門

内
に
、
倫
理
の
道
を
聞
き
た
る
、
師
の
説
い
か
ん
と
門
弟
の
、
中
に
争
論
湧
き
上
が
り
、
主
苦
主
楽
の
極
端
の
、
倫
理
説
さ
え

起
こ
り
た
り
、
こ
こ
に
プ
ラ
ト
ン
出
藍
の
、
才
と
学
と
を
携
え
て
、
哲
学
海
の
深
底
を
、
探
り
て
得
た
る
理
想
の
理
、
こ
れ
を

根
拠
と
定
め
て
ぞ
、
世
界
の
元
と
人
倫
の
、
目
的
ま
で
を
示
し
け
る
、
:
:
:
(
N
H
N
S
)

桃
か
ス
モ
モ
か
知
ら
ね
ど
も
、



天
体
自
然
で
は
な
く
倫
理
の
道
を
知
識
に
よ
っ
て
開
い
た
こ
と
に
、
円
了
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
哲
学
の
意
義
を
見
出
し
て
い
る
。
ソ
ク

ラ
テ
ス
以
後
に
争
論
が
湧
き
起
こ
り
混
乱
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
倫
理
や
道
徳
に
お
い
て
「
知
識
の
花
」
で
あ
る
「
客
観
的
な
考

証
」
が
貫
徹
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
こ
れ
は
け
っ
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
に
流
行
し
た
説
弁
を
弄
す
る
こ
と
を
意
味
し

な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
見
倣
っ
て
、
「
死
書
を
捨
て
て
活
書
を
読
み
」
「
活
学
を
修
む
る
」

(
N
b
N
N
)

の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
万
有
の
哲
学
で
あ
る
自
然
学
を
離
れ
、
「
野
に
あ
る
草
木
は
わ
れ
に
な
ん
ら
の
知
識
を
も
与
え
ぬ
」

と
語
り
、
「
市
場
や
公
園
に
集
ま
れ
る
人
を
見
て
学
問
と
せ
ら
れ
た
」

(
F
E・
)
、
と
井
上
円
了
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
活
学
精
神
を
讃
え

る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
生
き
方
そ
の
も
の
が
ま
さ
に
「
知
徳
完
備
」
で
あ
り
「
知
徳
兼
全
」
で
あ
っ
た
と
円
了
は
理
解
す
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
を
紹
介
し
尊
崇
す
る
の
に
、
彼
の
こ
う
し
た
知
徳
完
備
の
生
き
方
が
強
調
さ

『
哲
学
一
瞥
』
(
一
九
二
二
年
)
で
も
、

れ
て
い
る
。

中
年
以
後
に
至
り
、
始
め
て
人
を
教
育
せ
ん
こ
と
を
志
し
、
毎
日
市
場
、
工
場
、
公
園
の
ご
と
き
多
数
衆
人
の
集
ま
る
所
に
至

り
、
老
弱
貧
富
を
分
か
た
ず
、
語
々
と
し
て
訓
語
し
、
す
こ
し
も
倦
む
こ
と
な
か
っ
た
と
申
す
。

(
N
H
a
)

と
は
言
え
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
活
学
を
あ
く
ま
で
も
活
書
と
し
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
倫
理
や
道
徳
を
知
識

の
問
題
と
し
て
捉
え
た
。
円
了
は
右
の
引
用
に
続
け
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
る
。

そ
の
学
説
は
知
識
を
本
と
し
、
知
す
な
わ
ち
徳
な
る
こ
と
を
唱
え
、
知
り
て
悪
を
な
す
は
知
ら
ず
し
て
悪
を
な
す
に
勝
る
と
ま

で
申
・
し
て
お
る
。

(
N
h
o
)

13 井上円了とソクラテス



で
円
了
は
、
善
悪
の
標
準
を
知
識
と
す
る
者
と
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
名
を
挙
げ
る

(
N
m
H
g
∞)。

理
想
を
標
準
と
す
る
の
が
プ
ラ
ト
ン
、
君
主
の
命
令
と
す
る
の
が
ホ
ッ
プ
ズ
、
天
賦
の
良
心
と
す
る
の
が
ハ
チ
ソ
ン
、
そ
の
他
、
自

利
、
快
楽
、
道
理
、
等
々
と
種
々
あ
る
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
知
識
の
有
無
が
善
悪
の
標
準
と
な
る
と
考
え
た
と
い
う
。
し
た
が
っ

て
、
「
知
り
て
悪
を
な
す
」
ほ
う
が
「
知
ら
ず
し
て
悪
を
な
す
」
よ
り
勝
る
と
言
う
。
こ
の
言
葉
は
、
円
了
に
よ
る
シ
ュ
ヴ
ェ

l
グ

ラ
l
哲
学
史
の
ノ

l
ト
に
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
円
了
は
、

z
a
S
2
p
g『

5
2
2
F
5
0
4司
E
m
q
号
2
4『円。口問一回

σ
2丹市ご
E
D
F
m

こ
れ
は
前
掲
の
シ
ュ
ヴ
ェ

l
グ
ラ
l
哲
学
史
英
語
訳
か
ら
そ
の
ま
ま
の
抜
粋
で

『
円
了
講
話
集
』
(
一
九

O
四
年
)

14 

d
司

FO
仏
0
2
印。ロロ官同
04〈
宮
町
山
々
と
室
固
い
て
い
る
が
、

あ
る
(
℃
・

2
)。
こ
の
一
節
の
ル
ー
ツ
は
、
プ
ラ
ト
ン
で
は
な
く
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
(
『
ソ
1
ク
ラ
テ
l
ス
の
思
い
出
』
第
三
巻
第
九
章
)

は
正
義
を
は
じ
め
そ
の
他
の
す
べ
て
の
徳
も
智
で
あ
る
と
云
っ
た
。
」
(
佐
々
木
理
訳
、
岩
波
文
庫
、

で
あ
る
。
「
彼
〔
ソ
ク
ラ
テ
ス
〕

一
六

O
頁
)

四

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
知
」

こ
こ
で
気
に
な
る
の
は
、
「
知
」
と
い
う
言
葉
が
も
っ
意
味
の
幅
と
深
き
で
あ
る
。
「
知
徳
同
体
」
と
円
了
が
シ
ュ
ヴ
ェ

l
グ
ラ
l

哲
学
史
か
ら
の
抜
粋
の
行
間
に
記
し
た
際
の
「
知
」
は

F
g三
色
唱
で
あ
る
(
本
年
報
第
一
九
号
、
二
二
九
頁
参
照
)
が
、
ソ
ク

ラ
テ
ス
が
「
徳
は
知
で
あ
る
」
と
言
う
場
合
の
「
知
」
は

8
司
F

U

(
印岳山

g
E智
)
で
あ
っ
て
告
富
市
宮
内
(
白
色

g晋
知
識
)
で
は

そ
こ
で
シ
ユ
ヴ
ェ

l
グ
ラ
ー
は
こ
れ
を

E
O省
庁
仏
関
巾
泊
三
回
門
戸
og--ロ
E
m
Z
2
5
-
仏
2
2
5
5巾
ロ
円
(
ド
イ
ツ
語
原
文
で
は

者一回白巾
p
d〈巳∞
Z
F
Eロ包
n
Z
)

と
三
種
の
知
を
並
記
し
た
。
さ
ら
に
彼
は
こ
れ
を
白
円
F
R
q
E号
室
。
。
己
完
n
o
m
ロ
E
8
0ご
町
内

ロ
O巴
O
D
(
m
Z
E之
内
宮
号
2
2
0円
巾
『
早
宮
ロ
ロ
E
白

色

g
∞
晶
ユ
昏
「
概
念
の
明
白
に
理
解
さ
れ
た
認
識
」
)
と
言
い
換
え
て
い
る
。
つ
づ

く
言
葉
で
さ
ら
に
補
え
ば
、
徳
で
あ
る
よ
う
な
知
と
は
、
「
た
ん
な
る
内
的
な
力
や
才
能
で
も
、
器
械
的
に
求
め
ら
れ
た
力
や
才
能

p
t
h

、0

4
I
唱
し



で
も
な
い
」
。

シ
ュ
ヴ
ェ

l
グ
ラ

l
は
さ
ら
に
続
け
て
、

O
F口
市
巴

g
w
z
gロ
号
-
ロ
と
書
い
て
い
る
が
、
田
口
白
一
n
Z
す
な
わ
ち
「
洞
察
」

ts 

℃巾『円巾℃巳
O
ロ
と
英
訳
さ
れ
て
い
る
の
に
は
疑
問
を
覚
え
る
。
「
洞
察
な
し
の
行
動
」
は
、
カ
ン
ト
の
言
う
「
理
論
な
き
実
践
」
と
同

様
に
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
り
、
逆
に
宮
町
巴

E
W
E
Z
E巳
ロ
(
洞
察
を
と
も
な
う
行
動
)
は
確
実
に
目
的
に
至
る
と
い
う
の
は
容
易

に
理
解
で
き
る
。
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
が
紹
介
し
て
い
る
よ
う
に
、
ひ
と
は
善
を
知
っ
て
そ
れ
を
行
わ
な
い
こ
と
は
で
き
な
い
と
ソ
ク
ラ

テ
ス
は
考
え
た
と
い
う
話
と
つ
な
が
る
。
し
か
し
こ
れ
が
官
民
吾
氏
。
ロ
だ
と
、
「
知
り
て
悪
を
な
す
は
知
ら
ず
し
て
悪
を
な
す
に
勝

る
」
の
意
味
が
変
わ
り
、

へ
l
グ
ル
の
言
う
「
犯
意
な
き
不
法
|
詐
欺
|
犯
罪
」
(
『
法
哲
学
綱
要
』
八
回
以
下
)
の
う
ち
、
犯
罪
す

な
わ
ち
能
動
者
受
動
者
双
方
が
不
法
と
わ
か
っ
て
い
る
ほ
う
が
、
そ
の
双
方
が
気
づ
か
ず
に
不
法
を
犯
す
よ
り
も
良
い
と
い
う
こ
と

に
な
り
か
ね
な
い
。
だ
が
、
不
注
意
よ
り
強
盗
殺
人
の
ほ
う
が
良
い
と
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

の
ち
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
整
理
し
た
よ
う
に
(
『
形
市
上
学
』
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
等
参
照
)
、
「
知
」
と
一
言
で
言
っ
て

も
、
制
作
知
(
円
2
宮
内
)
、
実
践
知

Q
Z
8
2
2
)、
理
論
知
(
巾
立
丘
町
B
巾
な
い
し
目
。
℃
E
と
が
あ
り
、
直
観
知
(
ロ
。

5
)
も
あ
る
。

こ
れ
ら
多
様
な
知
を
区
別
せ
ず
に
何
で
も
知
っ
て
い
れ
ば
徳
に
な
る
と
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
言
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

前
掲
の
『
円
了
講
話
集
』

で
円
了
は
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
知
を
善
悪
の
標
準
と
し
て
い
る
と
述
べ
た
あ
と
、

さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
に

続
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
仏
教
も
知
識
標
準
説
と
言
わ
れ
る
が
、

が
あ
る
。
そ
の
理
由
は
つ
ぎ
の
通
り
だ
と
言
う
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
そ
れ
と
仏
教
の
そ
れ
と
で
は

「
天
地
の
相
異
」

仏
教
の
い
わ
ゆ
る
知
に
は
有
漏
、
無
漏
の
二
種
あ
り
て
、
有
漏
は
す
な
わ
ち
世
間
の
知
な
れ
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
知
識
と
同
一

視
し
て
可
な
る
も
、
無
漏
智
に
い
た
っ
て
は
出
世
間
の
知
に
し
て
、
他
学
の
い
ま
だ
唱
え
ぎ
る
と
こ
ろ
な
り
。

(
N
U
n
g
c
)
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ソ
ク
ラ
テ
ス
に
関
し
て
の
み
言
え
ば
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
知
は
世
間
知
だ
と
円
了
は
言
う
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
先
に
引
用
し
た

16 

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
こ
れ
は
、
「
世
間
知
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
消
極
的
な
話
で
は
な
い
。
論
弁
論
者
の
主
観
的
推
理

に
比
べ
て
、
世
間
知
の
ほ
う
が
は
る
か
に
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
考
え
で
あ
る
。
円
了
の
言
葉
で
補
足
す
る
な

ら
ば
、
「
毎
日
市
場
、
工
場
、
公
園
の
ご
と
き
多
数
衆
人
の
集
ま
る
所
に
至
り
、
老
弱
貧
富
を
分
か
た
ず
」
の
と
こ
ろ
で
目
に
し
耳

に
す
る
世
間
知
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
活
学
活
書
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
先
に
よ
り
い
っ
そ
う
深
い
知
が
あ
る
、
と
円
了
は
言
う
の
で
あ
る
。
『
哲
学
茶
話
』
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

よ
う
に
、そ

れ
哲
学
は
一
種
の
別
世
界
に
し
て
、
そ
の
中
に
天
地
あ
り
、
日
月
あ
り
、
風
雨
あ
り
、
山
海
あ
り
。
釈
迦
の
知
は
そ
の
い
わ

ゆ
る
日
月
な
り
。
孔
子
の
徳
は
そ
の
い
わ
ゆ
る
雨
露
な
り
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
識
は
そ
の
い
わ
ゆ
る
山
岳
な
り
。
カ
ン
ト
の
学
は

そ
の
い
わ
ゆ
る
海
洋
な
り
。
そ
の
知
は
わ
れ
を
照
ら
し
、
そ
の
徳
は
わ
れ
を
潤
し
、
そ
の
識
は
わ
れ
を
護
し
、
そ
の
学
は
わ
れ

を
擁
し
、
わ
が
父
と
な
り
、
わ
が
母
と
な
り
、
君
主
と
な
り
、
師
友
と
な
り
、
日
夜
わ
れ
を
愛
育
撫
養
せ
り
。

(
M
L
H
H
)

同
じ
く
「
知
」
と
言
っ
て
も
、
釈
迦
の
知
、
孔
子
の
徳
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
識
、
カ
ン
ト
の
学
、
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
の
意
味
す
る
と
こ

ろ
は
異
な
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
識
は
、
山
岳
で
あ
り
、
わ
れ
を
護
る
、
と
言
う
。
非
常
に
難
解
な
比
喰
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
の
学
と

比
較
す
れ
ば
理
解
可
能
だ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
の
学
は
あ
く
ま
で
も
二
元
論
的
な
悟
性
判
断
で
あ
り
、
さ
ら
に
限
界
を
自
覚
し
た
う
え

で
の
理
性
的
な
判
断
に
基
づ
く
。
そ
の
意
味
で
、
カ
ン
ト
の
「
知
」
す
な
わ
ち
「
学
」
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
で
言
え
ば
岳
山
田
丹
市
宮
市
と

と
悟
っ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
、
同
時
に

し
て
の
「
知
」

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
自
然
学
研
究
を
「
生
来
不
向
き
」

「徳」

で
あ
る
よ
う
な
「
知
」
は
あ
く
ま
で
も

g-uyu
で
あ
る
。



『
哲
学
要
領
』
前
編
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

ギ
リ
シ
ア
哲
学
は
東
洋
哲
学
中
イ
ン
ド
と
そ
の
性
質
を
閉
じ
う
し
、
形
而
上
の
理
論
は
両
者
の
共
に
長
ず
る
と
こ
ろ
に
し
て
、

形
而
下
の
実
験
は
両
者
の
共
に
欠
く
と
こ
ろ
な
り
。
そ
の
欠
点
を
補
う
て
完
全
を
得
た
る
も
の
は
ひ
と
り
近
世
の
哲
学
あ
る
の

み。

(
7
5
∞)

印

O
同

)
F
Z
は
形
市
上
の
知
で
あ
る
が
、

4
2
5
5巾
が
十
全
に
発
達
す
る
の
は
近
代
で
あ
り
、
町
市
町
R
E
m
-
d乞
哲
学
的
に
基
礎
づ
け
た

の
は
カ
ン
ト
で
あ
る
と
言
っ
て
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
円
了
の
こ
の
言
葉
は
、
釈
迦
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
カ
ン
ト
を
四
聖
に
数
え

る
布
石
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
呂
町
お
ヨ
巾
と
由
。
℃
F
E
が
揃
っ
た
と
こ
ろ
で
さ
ら
に
足
り
な
い
の
は
ワ
F
B
D
2
2

す
な
わ
ち
孔
子
の
徳
で
あ
る
。
だ
が
、
以
上
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
求
め
た
問
。
℃
F
E
に
は
℃
Y
B
D
2
Z
も
含
ま
れ
て

い
た
は
ず
で
あ
る
。
た
ん
な
る
知
で
は
な
く
同
時
に
徳
で
あ
る
よ
う
な
知
こ
そ
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
求
め
た
も
の
で
あ
り
、
井
上
円
了
が

仏
教
徒
な
が
ら
西
洋
哲
学
史
を
学
ん
で
求
め
た
も
の
も
こ
こ
に
あ
っ
た
。

五

円
了
に
よ
ヲ
て
改
賞
さ
れ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス

最
後
に
、
井
上
円
了
が
学
生
時
代
に
作
成
し
た
学
習
ノ

l
ト
(
「
稿
録
」
)
を
読
も
う
。
こ
こ
に
シ
ュ
ヴ
ェ

l
グ
ラ
l
哲
学
史
か
ら

の
抜
粋
が
あ
り
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
違
い
に
つ
い
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
ノ
ー
ト
さ
れ
て
い
る
。

「
も
っ
ぱ
ら
有
限
で
経
験
的
で
利
己
主
義
的
な
主
観
性
」
と
「
個
人
の
偶
然
的
な
意
志
や
判
断
」
と
を
元
に
す
る
ソ
フ
ィ
ス
ト
に

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
「
自
由
意
志
と
自
己
意
識
の
原
理
を
完
成
」
さ
せ
、
「
客
観
的
意
志
と
合
理
的
思
想
」
を
中
心
に
据
え
た
。

対
し
て
、

17 井上円了とソクラテス



ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
れ
ば
、
理
性
的
な
存
在
者
に
と
っ
て
自
ら
の
思
想
は
普
遍
性
と
客
観
性
を
持
っ
て
お
り
、
そ
う
で
あ
る
か
ぎ
り

で
、
そ
の
主
観
性
は
「
普
遍
的
な
主
観
性
」
で
あ
る
。
「
人
聞
は
万
物
の
尺
度
で
あ
る
」
と
い
う
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
言
葉
を
使
っ
て
言

い
換
え
れ
ば
、
「
普
遍
的
に
思
考
す
る
合
理
的
な
人
間
」
だ
け
が
万
物
の
尺
度
た
り
う
る
。

18 

こ
こ
で
は
、

ソ
フ
ィ
ス
ト
と
の
違
い
を
際
立
た
せ
る
か
た
ち
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
客
観
的
で
合
理
的
な
思
考
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
読
め
る
。

し
た
が
っ
て
、

8
E
R
B巾
の
要
素
が
こ
こ
で
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、

こ
の
叙
述
の
う

ち
、
ど
こ
ま
で
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
考
え
で
あ
り
、

ど
こ
ま
で
が
シ
ュ
ヴ
ェ

l
グ
ラ

l
の
解
釈
か
。
あ
る
い
は
、

そ
こ
に
井
上
円
了
の

理
解
が
混
じ
っ
て
い
な
い
か
。
こ
れ
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
は
何
も
書
き
残
し
て
い
な
い

の
で
、
シ
ュ
ヴ
ェ

l
グ
ラ

l
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
思
想
を
語
る
際
の
資
料
と
し
て
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
か
ら
多
く
と
る

か
プ
ラ
ト
ン
か
ら
多
く
と
る
か
で
そ
の
理
解
が
大
き
く
異
な
る
が
、
そ
の
問
題
は
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
。

シ
ュ
ヴ
ェ

1
グ
ラ
!
と
円

了
の
関
係
を
検
討
す
る
に
と
ど
め
る
。
円
了
の
こ
の
ノ
ー
ト
は
シ
ュ
ヴ
ェ

l
グ
ラ

l
哲
学
史
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
が
、
円
了
は
シ
ユ

ヴ
ェ

l
グ
ラ

l
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
写
し
取
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

同

d
o
g
s
-
m丹
市
各
市
官
E
n
-
-
m
丘町吋
2
4〈巳白ロー向山田町民
'noEn一0
5ロ巾師白
Z
8
5
q
c円yu
白ロ門ご
O

臼
巾
同
一
コ
仔
巾
立
由
。
巾
O
『巾
B
℃町一
g
-

印

z
ε
2
a
i
Q
2
E
g
-
z£巾円円一三丹羽
O
主
巾
口
同
日
〈
巾
者
一

--w白ロ【山門由民
O
ロ
白
ご
F
O己

mzw名
曲
回
岳
町
富
田
w
g
E
n
y
ω
o
n円
包
巾
田
口
口
弘
巾
円
円
oor

自
己

R
E
2
a・
(
下
線
は
円
了
に
よ
る
)

シ
ュ
ヴ
ェ

1
グ
ラ
l
の
前
掲
の
英
訳
本
で
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。



J
「

0
8
5
1巾円
2
y
m
Eロ円一℃一巾
O
『『『巾向者一

-
z
z
m巾一『
'
gロ∞円一。
5
5
E
E
S
E
R
E
Y
自
己
:
・
〔
中
略
〕
・
:
円
。
∞

2
E
吾

2
u
Z
2

0『
巾
自
立
ユ

grzσ
」
巾
円
円
一
三
ぞ
白
σ的。
-
Z
R
2
E
s
r
c
-
u」巾円己
J
h
x
v
h

。
£
内
門
巴
〈
内
者
一
一
「
白
ロ
己

g
z
o口同一円
7
0
z
m
y
F
;
円F
U
u
D
o
g
g
g
手巾

門
田
件
当

y
r
y
ω
o
n「
丘
町
田
己
呈
巾
『
門

o
o
r
w
g
(
-
R
E
2
E・(℃・
ω∞)

途
中
で
引
用
を
省
略
し
た
数
行
は
円
了
の
ノ

l
ト
で
省
略
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
問
題
な
の
は
、

g
田
町
円
以
下

g
z
g同一

門
町
。
ロ
間
宮
ま
で
の
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
を
ド
イ
ツ
語
原
典
と
対
比
さ
せ
る
と
さ
ら
に
違
い
が
明
ら
か
に
な
る
。

-
:
自
己
一
巾
∞
豆
一
巾
号
「
巾
『
己
主
「
一
回
各
自
∞
己
主
呉
音
一
円
陣
三
一
何
回
σ
S
E
R
a
2
E
g
r
E
σ
一
内
在
三
塁
、
牛
田
∞

c£
岳

門同何回印〈内【・コロロ『丘四巾

UmDr巾ロ
NZ
印内門
N巾ロ
w::(∞・
ωN)

ド
イ
ツ
語
原
文
を
邦
訳
す
る
と
、
「
経
験
的
な
主
観
性
の
代
わ
り
に
、
絶
対
的
す
な
わ
ち
イ
デ
ア
的
な
主
観
性
を
置
き
、
客
観
的

な
意
志
と
理
性
的
な
思
考
を
置
く
こ
と
」
と
な
る
。
英
訳
と
ド
イ
ツ
語
文
は
さ
し
て
異
な
ら
な
い
が
、
井
上
円
了
は
ノ
ー
ト
す
る
際

に
決
定
的
な
間
違
い
を
犯
し
て
い
る
。

シ
ュ
ヴ
ェ

l
グ
ラ

l
は

与

E
E
5
0色
白
正
月
丘
町
官
官

o
E
5
2
E
2
-
)
と
書
い
て
い
る
が
、

円
了
は
こ
の
う
ち
与

E
E
R
だ
け
を
省
略
し
た
た
め
に

2
が

m
g立
ユ

2
-
E
ε
巾
己
主
々

2
E
g一
E
ε
2
E
-
5『
と
い
う
使
わ
れ
方
に

な
っ
て
し
ま
い
、
「
経
験
的
主
観
性
ま
た
は
観
念
的
主
観
性
」
と
い
う
よ
う
に
こ
の
両
者
が
同
格
と
な
っ
て
、
そ
れ
の
「
代
わ
り
に
」

客
観
的
な
意
志
と
合
理
的
思
想
と
を
置
く
、
と
い
う
話
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
れ
で
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
解
釈
で

は
あ
る
。
だ
が
、
シ
ュ
ヴ
ェ

l
グ
ラ

l
自
身
の
場
合
は
、
ド
イ
ツ
語
の
定
冠
詞
の
格
変
化
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
経
験
的
主
観

性
の
代
わ
り
に
絶
対
的
す
な
わ
ち
イ
デ
ア
的
な
主
観
性
を
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
ら
に
よ
る
「
経
験
的
主
観
性
」
に
対

19 井上円了とソクラテス
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原
文
と
は
、
係
り
受
け
る
言
葉
が
異
な
る
。
円
了
の
ノ

l
ト
に
あ
る
白
足
。
ロ
岳
山
白
血

2
2
2
岳町
R
Z
m一
日
主
任

E
S
門
町
内

℃
『
一
一
。
印
。
同
)
}
戸
山
、
と
い
う
一
節
も
文
脈
が
つ
か
め
な
い
。
だ
が
、

シ
ュ
ヴ
ェ

l
グ
ラ
l
の
原
文
を
見
れ
ば
容
易
に
納
得
が
行
く
。
円
了
の

ノ
ー
ト
で
は
司

E
。
mO℃
εの
あ
と
に
空
白
が
あ
り
、
改
行
し
て

o
ε
m
E
Z
吾
o
c
m
Z
と
い
う
単
語
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
英
訳
で

は
自
己
O
ロ
岳
一
∞
印
n
n
o
E
=
Z
B
Z
m一口国語
X
F
E
g
岳
町
、
注
目
。
告
、
守
ミ
.0mtRH刊誌

H
F
g
h
p
と
書
か
れ
て
い
る
(
イ
タ
リ
ッ
ク
は

原
文
の
ま
ま
)
。
円
了
の
ノ
l
ト
に
よ
れ
ば
、
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
思
想
の
特
徴
は
客
観
性
に
あ
る
が
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
が
合
理
的
思

考
存
在
で
あ
る
か
ぎ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
主
観
性
は
普
遍
的
主
観
性
で
あ
る
。
こ
れ
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
立
場
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
哲

学
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
と
も
に
始
ま
る
」
と
い
う
話
に
な
り
、
支
離
滅
裂
で
あ
る
。
一
方
、
シ
ュ
ヴ
ェ

l
グ
ラ
l
の
原
文
で
は
、
「
ソ

ク
ラ
テ
ス
の
思
想
の
特
徴
は
客
観
性
に
あ
り
、
こ
れ
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
立
場
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
客
観
的
思
想
の
哲
学
は
ソ
ク
ラ

テ
ス
と
と
も
に
始
ま
る
」
と
な
っ
て
お
り
、
理
路
整
然
と
し
て
い
る
。

円
了
は
い
っ
た
い
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
手
の
凝
っ
た
、
あ
え
て
言
え
ば
改
賀
し
た
ノ
l
ト
を
残
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
円
了
は
シ
ユ

ヴ
エ
|
グ
ラ
!
の
原
文
を
書
き
換
え
て
ノ
ー
ト
し
、
「
イ
デ
ア
的
主
観
性
」
を
ソ
フ
ィ
ス
ト
の

そ
れ
に
客
観
的
意
志
と
理
性
的
思
考
を
対
置
さ
せ
た
。
そ
れ
は
、
主
観
性
に
客
観
性
を
対
置
す
る
点
で
シ
ュ
ヴ
ェ

l
グ
ラ
!
の
ソ
ク

ラ
テ
ス
理
解
に
準
じ
る
が
、
シ
ュ
ヴ
ェ

l
グ
ラ
ー
は
そ
の
前
に
、

「
経
験
的
主
観
性
」

と
同
一
視
し
、

ソ
フ
ィ
ス
ト
が
そ
れ
以
前
の
自
然
哲
学
者
と
異
な
り
「
主
観
性
の

原
理
」
に
立
っ
た
こ
と
を
「
正
し
い
」
と
評
価
し
、
そ
の
う
え
で
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
主
観
性
は
「
経
験
的
で
利
己
主
義
的
」
に
す
ぎ

ず
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
主
観
性
を
普
遍
的
な
も
の
に
し
た
、
と
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
が
や
や
複
雑
な
の
だ
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス

の
普
遍
性
は
客
観
性
で
あ
り
、
彼
は
「
普
遍
的
で
客
観
的
な
精
神
の
原
理
」
に
立
っ
て
い
る
、
と
シ
ュ
ヴ
ェ

1
グ
ラ
ー
は
述
べ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
い
て
主
観
性
は
「
客
観
的
主
観
性
」
で
あ
る
。
形
容
矛
盾
を
犯
し
て
い
る
こ
の
い
わ
ば
弁
証
法

的
概
念
の
た
め
に
円
了
は
混
乱
し
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
が
、
円
了
が
哲
学
の
聖
人
と
し
て
尊
崇
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
「
中
興
の
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主
」
と
し
て
、
ま
さ
に
こ
の
主
観
性
と
客
観
性
を
同
時
に
備
え
る
人
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
知
の

客
観
性
と
徳
の
主
体
性
(3)

を
完
備
す
る
者
と
し
て
。

22 

【註】
(
1
)
 

(
2
)
 

調
周
藤
繁
雄
編
「
井
上
円
了
と
西
洋
思
想
」
東
洋
大
学
井
上
円
了
記
念
学
術
振
興
基
金
、
一
九
八
八
年
、
八
頁
と
一

O
頁。

円
了
著
作
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
全
集
か
ら
と
し
、
記
号
で
表
記
す
る
。
た
と
え
ば
N
H
E
N

は
全
集
第
二
巻
一

O
二
頁
か
ら
の
引
用
で

あ
る
。

∞ロ

ε巾
円
円
を
実
践
的
意
味
を
込
め
て
「
主
体
」
と
訳
す
の
は
、
知
る
限
り
で
は
吉
田
静
到
「
人
格
的
唯
心
論
に
つ
い
て
」
(
一
九
一

O
年
)

が
初
出
で
あ
る
。
石
塚
正
英
・
柴
田
隆
行
監
修
『
哲
学
思
想
翻
訳
語
事
典
』
(
論
創
社
、
二

O
O三
年
)
所
収
の
拙
稿
「
主
観
と
客
観
・

主
体
と
客
体
」
の
項
参
照
。

(
3
)
 


