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（1）　古代ギリシア人の知恵

　
遠
い
昔
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
思
想
家
の
の
こ
し
杢
言
葉
の
な
か

か
ら
、
歴
史
を
こ
え
て
、
わ
れ
わ
れ
は
人
間
の
知
恵
（
§
哀
ミ
）

と
い
う
も
の
を
聞
き
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
わ
た
く
し
は
こ
こ
で
、

か
れ
ら
の
三
つ
の
言
葉
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
に
つ
い
て
若
千
考
え

て
み
た
い
と
思
う
。

1

　
「
人
間
へ
の
愛
」
（
鳶
㌧
8
ξ
、
S
司
喜
）
の
存
す
る
と
こ
ろ
、
技
術
へ
の

愛
（
奮
ぎ
篶
R
忌
S
）
も
ま
た
存
す
る
L
（
ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ
ス
『
医
学
集

＾
1
）

典
』
）
。

　
今
日
、
『
ヒ
ヅ
ポ
ク
ラ
テ
ス
医
学
集
典
』
と
名
づ
け
ら
れ
る
論

集
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
若
干
の
よ
そ
の
も
の
も
混
入
し

て
い
る
が
、
主
と
し
て
、
紀
元
前
六
世
紀
頃
か
ら
、
工
ー
ゲ
海
の

小
ア
ジ
ア
沿
岸
に
近
い
コ
ス
島
を
中
心
に
広
く
活
動
し
た
ヒ
ッ
ポ

ク
ラ
テ
ス
（
雪
毛
〇
一
q
g
霧
）
の
医
学
派
の
人
々
の
手
に
成
っ
た

諸
論
文
を
、
の
ち
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド
レ
イ
ァ
の
図
書
館
で
現
在
の

形
に
編
集
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
エ
ー
ゲ
海
の
小
ア
ジ
ア
沿
岸
に
あ
る
い
わ
ゆ

る
イ
オ
ニ
ァ
の
植
民
都
市
、
ミ
レ
ト
ス
で
は
、
当
時
そ
の
地
域
に

お
け
る
貨
幣
の
流
通
を
媒
介
と
す
る
商
工
業
の
い
ち
じ
る
し
い
発

展
を
背
景
に
し
て
、
自
然
現
象
を
理
解
す
る
さ
い
、
神
話
の
神
々

の
導
入
を
排
し
、
自
然
界
の
諸
相
を
そ
れ
自
体
と
し
て
認
識
し
よ

う
と
す
る
努
カ
が
は
じ
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
自
然
に
た
い
す
る
新

し
い
接
近
の
態
度
を
と
っ
た
人
び
と
と
し
て
、
タ
レ
ス
（
H
罫
一
g
）
、

ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
（
＞
目
曽
竺
昌
嘗
目
ρ
8
ω
）
、
ア
ナ
ク
シ
メ
ネ
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一橘論叢 第91巻 第2号（2）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ピ
ユ
ソ
オ
ロ
ゴ
イ

（
＞
目
買
ぎ
畠
g
）
の
名
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
か
れ
ら
は
自
然
学
者

と
よ
ぱ
れ
る
が
、
今
日
の
狭
い
意
味
で
の
学
者
で
は
な
く
、
経
験

的
知
識
に
も
窟
み
、
実
際
的
な
仕
事
に
も
か
か
わ
っ
て
い
た
。
と

こ
ろ
で
、
か
れ
ら
に
お
い
て
は
、
科
学
的
研
究
は
ま
だ
哲
学
的
思

索
か
ら
分
離
し
て
い
な
い
が
、
自
然
に
た
い
す
る
上
述
の
見
方
は
、

世
界
に
つ
い
て
の
科
学
的
認
識
に
向
か
っ
て
の
最
初
の
一
歩
を
ふ

み
だ
し
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
イ
オ
ニ
ア
自
然
学
の
こ
の
新
し
い
視
点
を
う
け
つ
ぎ
、
観
察
と

経
験
に
も
と
づ
い
て
対
象
の
本
性
に
追
っ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
実
証

科
学
的
な
態
度
を
と
っ
た
の
が
、
ミ
レ
ト
ス
に
ほ
ど
近
い
コ
ス
島

の
ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ
ス
と
そ
の
医
学
派
で
あ
る
。
『
医
学
集
典
』
中

の
ど
の
論
文
に
も
、
病
気
の
原
因
や
治
療
法
に
つ
い
て
、
神
話
や

迷
信
は
も
ち
だ
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
当
時
「
神
聖

な
病
気
」
と
よ
ば
れ
て
神
秘
化
さ
れ
て
い
た
顧
痢
に
つ
い
て
、

『
神
聖
な
病
気
』
と
題
す
る
論
文
の
筆
者
は
こ
う
書
い
て
い
る
。

「
わ
た
く
し
に
は
、
こ
の
病
気
が
、
ほ
か
の
病
気
よ
り
以
上
に
神

的
で
あ
る
と
も
神
聖
で
あ
る
と
も
思
え
な
い
。
こ
の
病
気
は
自
然
・

的
原
因
を
も
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
人
々
は
、
経
験
不
足
と
、

こ
の
病
気
が
特
異
で
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
と
の
た
め
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

こ
の
病
気
が
神
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
」

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
医
学
派
の
人
々
は
自
分
ら
の
た
ず
さ
わ
る
医

術
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て

は
、
さ
き
に
掲
げ
た
言
葉
「
人
間
へ
の
愛
の
存
す
る
と
こ
ろ
、
技

術
へ
の
愛
も
ま
た
存
す
る
」
に
よ
っ
て
た
い
へ
ん
よ
く
理
解
さ
れ

る
と
思
う
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
、
自
分
ら
の
知
識
を
、
臨
症
の

場
で
適
用
さ
れ
る
技
術
と
し
て
理
解
し
、
か
つ
そ
れ
に
正
当
な
誇

り
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
の
ち
に
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
ー
そ
の
活
動
は
紀
元
前
四
世
紀
に
な
る
ー
な
ど
に
顕
著

に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
技
術
へ
の
蔑
視
の
態
度
、
な
に
か
純
粋
な
思

惟
活
動
が
尊
く
、
現
実
の
問
題
に
か
か
わ
る
こ
と
が
卑
し
い
か
の

よ
う
な
偏
見
に
は
、
ヒ
ヅ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
医
学
派
は
、
イ
オ
ニ
ア

の
自
然
学
者
た
ち
と
同
様
に
、
す
こ
し
も
汚
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

し
か
も
、
か
れ
ら
は
、
そ
の
業
と
し
誇
り
と
す
る
技
術
が
人
間
に

奉
仕
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
貧
し
い
人
々
に
た
い
し
て
は
、

い
っ
さ
い
の
利
得
を
す
て
て
診
療
に
当
ら
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
、

そ
し
て
医
者
の
義
務
は
病
気
の
研
究
よ
り
も
む
し
ろ
、
ま
ず
も
っ

て
病
人
を
治
療
す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
考
え
て
い
た
。

　
次
に
、
上
述
の
言
葉
の
伝
え
ら
れ
て
い
る
箇
所
の
前
後
の
文
を

引
用
し
て
お
こ
う
。
「
あ
ま
り
不
親
切
な
や
り
方
を
し
な
い
よ
う

に
私
は
す
す
め
る
。
忠
者
に
は
余
分
な
財
産
が
あ
る
の
か
、
ま
た
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（3）古代ギリシア人の知恵

生
計
の
資
力
が
あ
る
の
か
を
考
慮
す
る
よ
う
に
す
す
め
る
。
そ
し

て
、
か
つ
て
受
け
た
恩
恵
や
、
現
在
の
自
分
の
満
足
な
状
態
を
念

頭
に
い
れ
て
、
と
き
に
は
無
料
で
奉
仕
す
る
が
よ
い
。
異
邦
か
ら

来
て
い
て
困
窮
し
て
い
る
人
に
指
導
を
与
え
る
機
会
が
あ
っ
た
な

ら
ぱ
、
で
き
る
か
ぎ
り
、
か
れ
ら
に
尽
カ
す
る
が
よ
い
。
と
い
う

の
は
、
人
間
へ
の
愛
が
あ
る
〔
存
す
る
〕
と
こ
ろ
、
技
術
へ
の
愛

も
あ
る
〔
存
す
る
〕
か
ら
で
あ
る
。
病
気
に
か
か
っ
て
自
分
の
状

態
が
危
険
な
こ
と
に
気
付
い
て
い
て
も
、
医
者
の
誠
意
さ
に
深
く

感
じ
て
健
康
を
回
復
す
る
も
の
も
い
る
く
ら
い
で
あ
る
。
L

　
医
療
の
荒
廃
と
い
う
こ
と
が
し
き
り
と
い
わ
れ
、
医
療
の
倫
理

を
確
立
す
る
こ
と
の
必
要
が
叫
ぱ
れ
て
い
る
昨
今
だ
が
、
ヒ
ヅ
ポ

ク
ラ
テ
ス
派
の
こ
う
し
た
思
想
は
、
医
学
と
医
療
の
原
点
を
さ
し

示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
わ
た
く
し
は
な
お
、
『
医
学
築
典
』
に
は
、
「
学
芸
は
長
く
、
生

命
は
短
い
」
と
い
う
、
有
名
な
ラ
テ
ン
語
の
麓
言
（
胃
二
昌
O
O
P

く
ま
一
〕
篶
三
ω
）
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
い
え
る
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
表
現

が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
（
一
〇
黛
易
b
、
ミ
さ
o
｝
驚
『
迂
ミ
、
寄

｛
“
）
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
は
、
テ
ク
ネ
ー
を

「
単
芸
」
と
訳
し
て
お
く
が
、
古
代
で
は
、
こ
の
ギ
リ
シ
ア
語
は
、

ラ
テ
ン
語
の
彗
m
と
同
様
に
、
技
術
だ
け
で
な
く
学
芸
、
学
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
）

を
も
含
め
る
意
味
で
も
使
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
壌
言
は
、
た
ん
に

狭
い
意
味
で
の
技
術
だ
け
で
は
な
く
、
広
く
挙
芸
に
か
か
。
わ
る
も

の
と
し
て
、
う
け
と
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　
人
間
の
学
間
・
技
術
は
、
実
践
の
場
に
の
ぞ
ん
で
、
そ
の
意
義

が
た
め
さ
れ
る
。
現
実
の
場
は
き
び
し
い
。
そ
う
し
た
き
ぴ
し
い

場
に
の
ぞ
む
無
数
の
人
々
に
よ
っ
て
学
問
・
技
術
は
担
わ
れ
、
き

た
え
ら
れ
、
そ
う
し
て
、
発
展
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
個
々
の
人

間
の
生
命
は
短
い
。
そ
の
人
間
た
ち
が
現
実
の
場
で
ひ
と
つ
ひ
と

つ
き
た
え
あ
げ
た
も
の
が
、
時
代
か
ら
時
代
へ
と
う
け
つ
が
れ
、

ひ
き
わ
た
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
こ
に
学
間
・
技
術
と
い
う
も
の
の
確

か
な
本
領
が
あ
る
。
だ
か
ら
学
問
・
技
術
は
永
遠
で
あ
る
。
か
れ

ら
ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ
ス
医
学
派
の
人
々
は
挙
問
・
技
術
を
こ
の
よ
う

に
と
ら
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
次
に
、
こ
の
有
名
杢
言
葉
の
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
文
章

の
全
体
を
あ
げ
よ
う
。
「
生
命
は
短
く
、
技
術
〔
挙
芸
〕
は
長
い
。

好
機
は
束
の
間
に
去
り
経
験
は
あ
て
に
な
ら
ず
、
判
断
は
む
つ
か

し
い
。
し
か
も
、
医
者
は
、
な
す
べ
き
こ
と
を
自
分
で
果
た
す
用

意
が
で
き
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ぱ
か
り
か
、
患
者
と

看
謹
人
と
外
的
な
諸
条
件
を
と
と
の
え
る
用
意
も
で
き
て
い
な
け

　
　
　
　
＾
4
）

れ
ぱ
な
ら
な
い
。
」
確
乎
と
し
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
声
を
聞
く
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一橋論叢　第91巻　第2号　（4）

　
　
　
　
＾
5
〕

こ
と
が
で
き
る
。

　
（
1
）
　
＝
－
勺
o
o
斥
『
凹
冨
9
弔
顯
『
蛯
目
軸
色
置
ご
く
H
一
■
o
血
σ
O
す
蜆
色
o
巴
1
■
♂
－

　
　
量
『
ざ
史
号
勺
8
量
8
閉
一
ピ
℃
．
讐
o
。
。
小
川
政
恭
訳
『
ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ

　
　
ス
、
古
い
医
術
に
つ
い
て
、
他
八
篇
』
岩
波
文
庫
、
一
八
四
べ
ー
ジ
。

　
　
た
だ
し
、
以
下
、
引
用
す
る
訳
文
は
、
注
で
掲
げ
る
訳
善
に
か
な
ら

　
ず
し
も
よ
っ
て
い
な
い
。

（
2
）
雪
毫
昆
曇
員
雰
・
；
一
〇
曇
昌
冨
昌
し
一
■
8
σ
Ω
．
■
気
．
一

　
巳
U
巳
、
一
目
一
や
こ
o
o
．
同
上
訳
、
三
八
ぺ
ー
ジ
。

　
（
3
）
　
た
と
え
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
形
而
上
学
』
第
一
巻
第
一
章

　
　
な
ど
を
参
照
。

（
4
）
匡
毛
o
斥
曇
o
9
＞
冨
o
・
一
彗
9
二
二
巨
o
l
L
＜
一
〇
．
凄
．

　
（
5
）
　
B
・
フ
ァ
リ
ン
ト
ン
『
ギ
リ
シ
ア
人
の
科
挙
』
上
、
出
隆
訳
、

　
　
一
九
五
五
年
、
第
五
章
を
参
照
。

　
「
す
ぺ
て
の
人
間
は
、
生
ま
れ
つ
き
、

　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

ト
テ
レ
ス
『
形
而
上
学
』
）
。

知
る
こ
と
を
欲
す
る
L
（
7
リ
ス

　
ミ
ミ
お
警
号
ε
彗
、
さ
o
へ
烹
セ
§
音
令
o
ミ
§
喜
幕
、
．
『
形

而
上
学
』
開
巻
、
冒
頭
の
こ
の
文
章
を
静
か
に
音
読
し
よ
う
。
こ

れ
は
、
ず
っ
し
り
と
璽
い
内
容
を
も
つ
こ
の
菩
物
の
始
め
を
飾
る

に
ふ
さ
わ
し
い
、
荘
璽
な
ひ
ぴ
き
を
も
つ
言
葉
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
あ
た
か
も
古
代
の
知
恵
が
そ
の
重
い
扉
を
お
も
む
ろ
に
開
い
、

て
、
遠
く
わ
れ
わ
れ
に
語
り
か
け
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　
『
形
而
上
学
』
と
い
え
ぱ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
キ
津
o
邑
鶉
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
）

の
存
在
論
（
存
在
と
し
て
の
存
在
に
つ
い
て
の
研
究
）
な
い
し
神

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
）

挙
の
展
開
さ
れ
て
い
る
書
物
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
は
『
形
而
上
学
』
と
い
う
標
題
を
も
つ
著
作
を
書
い
た
の
で

は
な
い
。
上
述
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
か
れ
の
書
き
の
こ
し
た
一
連

の
諸
論
稿
が
、
後
世
に
な
っ
て
（
前
一
世
紀
に
）
ア
ン
ド
ロ
ニ
コ

ス
（
＞
己
H
昌
鼻
畠
）
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
、
そ
の
論
集
に
、
さ
ら

に
の
ち
に
な
っ
て
昌
g
毫
耳
ω
一
8
（
茎
ぶ
ま
事
毛
｝
ミ
養
．
訳
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

て
）
『
形
而
上
学
』
と
い
う
名
称
が
つ
け
ら
れ
た
。
か
れ
自
身
は
、

こ
の
学
問
分
野
を
「
第
一
哲
学
」
（
ミ
、
“
ミ
ミ
ぎ
S
貫
良
）
と
よ

ん
で
い
た
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
諭
集
は
、
存
在
と
い
う
存
在
な
い

し
神
と
い
う
哲
学
の
根
本
問
題
と
さ
れ
る
事
柄
に
つ
い
て
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
が
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
提
起
さ
れ
る
い
く
た
の
難
問
を
踏

み
こ
え
、
さ
ら
に
踏
み
こ
え
な
が
ら
、
粘
り
づ
よ
い
強
靱
な
恩
索

カ
を
も
っ
て
お
こ
な
っ
た
考
察
を
し
る
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

以
後
の
哲
学
の
歴
史
の
う
え
に
、
測
り
し
れ
な
い
決
定
的
と
も
い

え
る
影
響
を
与
え
た
。
そ
れ
は
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
、
イ
ス
ラ
ム

の
哲
学
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
ス
コ
ラ
哲
挙
、
近
世
に
な
っ
て
、
ス
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ビ
ノ
ザ
、
ラ
イ
プ
ニ
ヅ
ツ
、
さ
ら
に
カ
ン
ト
、
へ
ー
ゲ
ル
、
マ
ル

ク
ス
な
ど
に
ま
で
及
ぷ
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
今
日
も
な
お
、

わ
れ
わ
れ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
多
面
的
な
領
域
に
わ
た
る
歴

大
な
諸
著
作
か
ら
、
い
や
と
く
に
当
面
『
形
而
上
学
』
だ
け
に
か

ぎ
っ
て
も
、
一
と
多
、
存
在
、
実
体
・
本
質
、
量
と
性
質
、
同
と

異
、
形
相
と
質
料
、
原
理
・
原
因
、
可
能
性
と
現
実
性
、
運
動
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
〕

変
化
、
個
別
と
普
遍
な
ど
の
弁
証
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
、

ま
た
矛
盾
偉
と
弁
証
法
的
矛
盾
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
等
々
、
哲

学
上
の
基
本
問
題
に
か
ん
し
て
多
く
の
示
唆
に
と
む
考
察
を
う
け

と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ブ

ラ
ト
ン
主
義
的
な
神
学
か
ら
今
日
の
哲
学
的
思
索
の
た
め
の
糧
を

得
よ
う
と
す
る
人
々
も
少
な
く
な
い
ぱ
か
り
で
な
く
、
N
・
ハ
ル

ト
マ
ン
、
M
・
ハ
イ
デ
ィ
ガ
ー
ら
は
、
か
れ
ら
の
独
自
な
存
在
論

を
形
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
深
く
研
究
し
た

の
で
あ
る
。

　
『
形
而
上
学
』
は
こ
の
よ
う
に
じ
つ
に
内
容
豊
か
な
、
さ
ま
ざ

ま
な
読
ま
れ
方
を
ゆ
る
す
書
物
で
あ
る
が
、
わ
た
く
し
が
と
く
に

こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
前
述
し
た
そ
の
冒
頭
の
言
葉

の
な
か
に
、
古
代
、
イ
オ
ニ
ァ
地
方
に
学
問
研
究
が
は
じ
ま
っ
て

以
来
、
そ
れ
を
担
っ
た
人
間
の
、
主
体
的
な
カ
の
宣
言
を
読
み
と

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
　
一
言
で
い
え

ぱ
、
そ
れ
は
知
的
な
愛
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ん
で
あ
れ
・
お

よ
そ
対
象
に
つ
い
て
の
認
識
は
、
人
々
の
実
生
活
の
な
か
で
、
そ

こ
か
ら
提
起
さ
れ
る
現
実
的
諸
要
求
に
こ
た
え
る
た
め
に
、
営
々

た
る
努
力
に
よ
っ
て
し
だ
い
に
獲
得
さ
れ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
た
め
に
は
、
主
体
の
側
に
そ
の
対
象
を
知
り
た
い
と
い
う
意

欲
が
、
す
な
わ
ち
強
固
な
知
的
な
愛
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
の
で
な

け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
こ
の
知
的
な
愛
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け

る
哲
学
と
科
挙
と
の
め
ざ
ま
し
い
発
展
を
み
ち
び
い
た
一
つ
の
無

視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
主
体
的
な
要
因
で
あ
っ
た
、
と
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
哲
学
と
い
う
意
味
の
ギ
リ
シ
ア
語
が
知
恵
へ
の
愛

（
項
ぎ
§
哀
良
く
ミ
ぎ
十
§
唱
ミ
）
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ

と
も
、
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
人
間
に
お
け
る
学
間
・
技
術
の

成
立
を
ふ
り
か
え
っ
て
、
実
生
活
の
必
要
の
た
め
に
、
人
々
が
共

通
に
も
ウ
て
い
る
感
覚
や
経
験
を
こ
え
て
新
し
い
技
術
が
し
だ
い

に
見
い
だ
さ
れ
、
さ
ら
に
、
生
活
を
快
い
も
の
と
す
る
た
め
の
技

術
も
発
見
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
述
べ
、
つ
づ
け
て
こ
う
書
い
て

い
る
。
「
さ
ら
に
、
・
す
で
に
こ
う
し
た
諸
技
術
が
す
べ
て
ひ
と
と
お

り
備
わ
っ
た
と
き
、
こ
こ
に
、
快
を
め
ざ
し
て
の
で
も
な
い
が
し

551



一橋論叢 第91巻 第2号　（6）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー

か
し
生
活
の
必
要
の
た
め
で
も
な
い
と
こ
ろ
の
認
　
　
識
〔
諸
挙
〕

が
見
い
だ
さ
れ
た
、
し
か
も
、
最
も
早
く
そ
う
し
た
暇
な
生
活
を

送
り
始
め
た
人
々
の
地
方
に
お
い
て
最
初
に
。
だ
が
エ
ジ
プ
ト
あ

た
り
に
最
初
に
数
学
的
諸
技
術
が
お
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う

の
は
、
そ
こ
で
は
、
祭
司
階
級
の
あ
い
だ
に
暇
な
生
活
を
す
る
余

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

裕
が
恵
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
L
。
こ
の
よ
う
に
、
閑
暇
（
ス
コ

レ
ー
）
が
生
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
は
学
間
研
究
と
い
う
、

精
神
的
な
活
動
に
た
ず
さ
わ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
が
、
注
目
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
活
動
は
、
も
は
や
、
人
々

の
生
活
の
必
要
の
た
め
で
も
な
け
れ
ぱ
生
活
の
快
の
た
め
で
も
な

い
、
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
離
れ
て
、
こ
れ
ま
で
の
知
識
を
拡
大
し

て
ゆ
こ
う
と
い
う
要
求
に
か
ら
れ
て
、
活
動
は
す
す
め
ら
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
こ
こ
で
語
っ
て
い
る
の
は
、
い

わ
ゆ
る
物
質
的
労
働
と
精
神
的
労
働
と
の
分
離
で
あ
り
、
社
会
の

階
級
分
裂
を
基
礎
に
し
て
支
配
階
級
（
と
く
に
古
典
古
代
的
な
奴

隷
所
有
者
階
級
）
の
あ
い
だ
で
、
学
問
研
究
が
生
活
と
実
践
と
か

ら
相
対
的
に
独
立
し
て
お
こ
な
わ
れ
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い

う
こ
と
、
そ
し
て
諸
学
が
誕
生
し
て
ゆ
く
な
か
で
、
存
在
を
ま
さ

に
存
在
と
し
て
研
究
し
、
さ
ら
に
神
に
つ
い
て
の
恩
索
を
お
こ
な

う
学
間
－
第
一
哲
学
1
が
形
成
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
『
形
而
上
学
』
冒
頭
の
言
葉
は
、
ア
テ
ナ
イ
そ
の

他
の
ポ
リ
ス
に
お
け
る
奴
隷
制
的
民
主
主
義
の
形
成
と
展
開
を
背

景
と
す
る
学
問
研
究
、
と
く
に
第
一
哲
学
の
分
野
の
相
対
的
自
立

化
と
、
そ
れ
を
推
進
す
る
人
々
の
い
だ
く
知
的
愛
の
誇
ら
か
な
自

覚
と
を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
だ
け
に
い
っ
そ
う
、

そ
の
言
葉
は
、
わ
れ
わ
れ
に
荘
重
な
ひ
ぴ
き
を
も
っ
て
語
り
か
け

て
く
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
同
時
に
、
学
問
研
究
が
、
人
々
の
実
生
活
の
必
要
と
切

り
離
さ
れ
て
す
す
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
し
て
そ
の
分
離
自

身
が
肯
定
的
に
う
け
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
実
生
活
と
実
践

よ
り
も
学
問
研
究
自
体
が
い
っ
そ
う
尊
い
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う

に
み
る
傾
向
の
う
ま
れ
て
く
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
認
め
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
。
じ
っ
さ
い
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
さ
き
に
引
用

し
た
箇
所
に
つ
づ
け
て
、
こ
う
書
い
て
い
る
。
「
た
だ
認
識
す
る

こ
と
そ
れ
自
身
の
ゆ
え
に
認
識
す
る
こ
と
を
選
び
望
む
者
こ
そ
、

最
も
純
な
る
学
〔
認
識
〕
を
最
も
真
剣
に
望
む
者
で
あ
り
、
」
い
ま

こ
れ
か
ら
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
学
、
第
一
哲
学
こ
そ
は
、
ま

さ
に
そ
う
し
た
純
粋
学
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
学
は
、
他
の
諸
学

が
隷
属
的
で
あ
る
の
に
た
い
し
、
ま
さ
に
王
者
的
な
学
、
自
由
人
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的
な
学
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
（
こ
の
よ

う
な
規
定
の
仕
方
の
う
ち
に
は
、
当
時
の
奴
隷
制
社
会
の
反
映
が

み
ら
れ
る
）
。
こ
の
見
地
は
、
あ
た
か
も
、
学
問
研
究
に
い
そ
し

む
生
活
、
す
な
は
ち
観
想
的
、
理
論
的
な
生
活
に
比
べ
れ
ば
、
実
．

践
的
生
活
が
本
質
的
に
な
に
か
低
い
劣
っ
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ

う
に
み
な
す
見
地
、
し
か
も
、
前
者
の
う
ち
で
は
、
ひ
た
す
ら
形

而
上
挙
的
な
恩
索
に
ふ
け
り
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
神
に
あ
や
か

り
う
る
生
活
こ
そ
が
人
間
に
と
っ
て
最
高
の
幸
福
を
も
た
ら
す
と

す
る
、
至
上
主
義
的
見
地
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
■

　
こ
の
連
関
で
、
わ
た
く
し
は
、
人
間
が
動
物
と
ど
の
点
で
異
な

る
か
、
人
間
は
動
物
よ
り
も
何
に
よ
っ
て
す
ぐ
れ
て
い
る
か
に
つ

い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
を
批
判
し
て
語
っ

て
い
る
箇
所
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
と
い
え

ぱ
、
前
五
世
紀
に
、
東
方
イ
オ
ニ
ア
地
方
の
ク
ラ
ゾ
メ
ナ
イ
に
生

ま
れ
、
イ
オ
ニ
ア
的
な
学
間
的
伝
統
を
ひ
き
つ
ぎ
な
が
ら
多
元
論

的
な
自
然
学
を
展
開
し
、
ア
テ
ナ
イ
で
活
動
し
た
1
ペ
リ
ク
レ

ス
の
庇
護
の
も
と
に
こ
の
ポ
リ
ス
に
イ
オ
竺
ア
的
な
自
然
学
を
導

入
し
た
こ
ピ
で
も
功
績
の
あ
る
1
ひ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
か

れ
は
、
太
陽
を
燃
え
る
石
塊
だ
と
い
っ
た
た
め
に
、
ア
テ
ナ
イ
人

た
ち
か
ら
無
神
論
を
唱
え
る
も
の
と
し
て
訴
え
ら
れ
、
こ
の
ポ
リ

ス
を
去
ら
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
。

　
さ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
動
物
部
分
論
』
で
次
の
よ
う
に

書
い
て
い
る
。
「
直
立
性
の
も
の
に
は
前
脚
の
必
要
が
な
い
の
で
、

白
然
は
そ
の
代
り
に
腕
と
手
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ア

ナ
ク
サ
ゴ
ヲ
ス
は
、
『
手
を
も
つ
が
ゆ
え
に
、
動
物
の
う
ち
で
人

間
が
最
も
思
慮
深
い
の
で
あ
る
』
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

。
『
最
も
思
慮
深
い
が
ゆ
え
に
、
手
を
得
た
の
で
あ
る
』
と
す
る
方

　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

が
理
に
適
っ
て
い
る
。
」
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
は
、
人
間
に
つ
い
て
、

ま
ず
、
そ
の
手
に
注
目
し
て
い
る
。
手
に
よ
っ
て
人
間
は
労
働
す

る
の
で
あ
り
、
労
働
が
ま
た
人
間
を
つ
く
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

手
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
は
動
物
か
ら
自
己
を
区
別
し
、
独

自
な
発
展
を
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て

人
間
は
、
言
語
と
思
考
を
発
展
さ
せ
、
思
慮
深
く
な
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
見
地
は
、
生
物
を
、
し
た
が
っ
て
ま
た
人
間
を
、

進
化
し
て
き
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
、
イ
オ
ニ
ア
自
然
学
の
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
〕

譜
に
あ
る
生
物
観
の
線
上
で
、
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

だ
が
、
生
物
の
種
の
永
遠
性
の
見
地
を
と
っ
て
い
た
ア
リ
ス
ト
テ

　
レ
ス
は
、
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
の
見
解
に
反
対
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
つ
づ
け
て
書
い
て
い
る
、
「
自
然
も
可
能

な
事
柄
の
う
ち
か
ら
最
良
の
こ
と
を
な
す
も
の
で
あ
る
以
上
は
、
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手
を
も
つ
が
ゆ
え
に
人
間
が
最
も
恩
慮
深
い
の
で
は
な
く
、
逆
に
、

人
間
は
動
物
の
う
ち
で
最
も
思
慮
深
い
が
ゆ
え
に
手
を
も
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
最
も
思
慮
深
い
も
の
は
、
最
も
多

く
の
道
具
を
う
ま
く
使
い
こ
な
す
は
ず
で
あ
り
、
そ
し
て
手
は
、

あ
た
か
も
多
く
の
道
具
の
代
り
に
な
る
道
具
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
か
ら
、
一
個
の
道
具
で
は
な
く
多
数
の
遣
具
と
み
な
さ
る
べ
き

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
自
然
は
、
動
物
の
う
ち
で
最
も
多
く
の
技
術

を
獲
得
し
う
る
も
の
〔
人
間
〕
に
、
最
も
多
く
の
用
途
を
持
つ
遭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
加
〕

具
、
す
な
わ
ち
手
を
、
与
え
た
の
で
あ
る
。
L
そ
し
て
、
こ
の
見

解
は
、
か
れ
の
「
わ
れ
わ
れ
の
知
っ
て
い
る
す
べ
て
の
動
物
の
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
1
〕

か
で
人
間
の
類
の
み
が
、
・
…
－
神
的
な
も
の
に
与
か
っ
て
い
る
」

と
い
う
神
学
的
ー
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
見
地
と
不
可
分
な
も
の
で
あ

る
こ
と
を
、
わ
た
く
し
は
指
摘
し
て
お
こ
う
。
い
い
か
え
れ
ぱ
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
は
、
現
実
の
生
活
と
実
践
を
、
技
術
と
、
道

具
を
使
う
労
働
と
を
、
哲
学
的
、
観
想
的
な
生
活
に
た
い
し
て
、

低
い
劣
っ
た
も
の
と
み
な
す
見
地
が
、
こ
う
し
て
や
は
り
抜
き
が

た
く
そ
の
基
礎
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
た
と
え
そ
う
で
あ
る
に
し
て
竜
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な

批
判
が
加
え
ら
れ
う
る
に
し
て
も
、
か
れ
の
哲
学
は
、
二
千
年
以

上
の
歴
史
の
な
か
を
、
他
の
者
が
何
と
い
お
う
と
、
そ
れ
に
か
か

わ
る
こ
と
な
く
、
ひ
た
す
ら
自
分
自
身
の
存
在
を
比
類
の
な
い
恩

考
の
重
量
感
を
も
っ
て
貫
き
と
お
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

お
よ
そ
耳
を
傾
け
よ
う
と
し
な
い
も
の
に
は
む
ろ
ん
何
も
語
ろ
う

と
し
な
い
が
、
そ
の
重
い
扉
を
開
く
こ
と
を
あ
え
て
す
る
も
の
に

は
、
思
索
の
糧
と
な
り
う
る
も
の
を
示
す
。
こ
の
意
味
で
、
冒
頭

の
言
葉
は
、
遠
く
時
代
を
こ
え
て
わ
れ
わ
れ
語
り
か
け
て
く
る
、

重
厚
な
、
知
的
愛
の
お
ご
そ
か
な
宣
言
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

（
1
）
　
＞
ユ
黒
〇
一
色
o
P
く
o
け
曽
勺
チ
く
蜆
」
o
P
＞
i
o
o
o
o
嘗
N
ゲ
ア
リ
ス
ト
テ

　
レ
ス
金
集
第
二
一
巻
、
『
形
而
上
学
』
出
隆
訳
、
三
ぺ
ー
ジ
。

（
2
）
　
「
存
在
と
し
て
の
存
在
」
（
ま
皆
靱
皆
）
が
形
而
上
学
の
対
象

　
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
か
ら
後
世
、
形
而
上
学
と
し
て
「
存
在

　
論
」
O
暮
O
－
O
阻
凹
（
〈
O
昌
－
十
－
O
胴
畠
）
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
自
然
的
な
対
象
、
数
学
的
な
対
象
な
ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
規
定

　
性
を
も
っ
て
存
在
し
て
お
り
、
自
然
的
諸
学
、
数
挙
な
ど
が
そ
れ
ぞ

　
れ
こ
れ
ら
を
対
象
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
に
た
い
し
、
お
よ
そ
存

　
在
で
あ
る
。
か
ぎ
り
で
の
存
在
を
、
普
遍
的
、
抽
象
的
に
対
象
と
す
る

　
の
が
、
形
而
上
挙
（
第
一
哲
単
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

（
3
）
　
存
在
と
し
て
の
存
在
と
神
と
は
異
な
り
な
が
ら
、
ア
リ
ス
ト
テ

　
レ
ス
で
は
、
と
も
に
第
一
哲
学
の
対
象
と
さ
れ
る
。
か
れ
に
お
い
て
、

　
両
者
の
連
関
は
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
中
世
ス
コ
ラ
哲
学
に
お
い
て

　
旨
8
一
〇
口
目
ぎ
（
神
学
）
と
o
算
o
－
o
o
q
ポ
（
存
在
論
）
が
区
別
さ
れ
て
く

　
る
。
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（9）　古代ギリシア人の知恵

（
4
）
　
目
9
岩
－
壱
－
畠
「
形
而
上
学
」
と
い
う
語
の
今
目
に
お
け
る
さ

　
ま
ざ
ま
な
意
味
、
ー
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
ー
ア
ン
ド
回
ニ
コ
ス
に
始

　
ま
る
こ
の
語
の
そ
も
そ
も
の
由
来
か
ら
、
へ
ー
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
ら

　
に
ま
で
い
た
る
、
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
－
に
つ
い
て
、
拙
著

　
『
現
代
の
論
理
学
』
（
一
九
七
九
年
復
刊
）
、
第
二
部
、
第
四
章
、
二

　
二
四
べ
ー
ジ
以
下
を
参
照
。

（
5
）
　
こ
れ
ら
は
、
へ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
、
唯
物
弁
鉦
法
の
基
本
カ
テ
ゴ

　
リ
ー
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
は
、
ア
リ
ス
ト
テ

　
レ
ス
の
著
作
で
は
、
『
形
而
上
学
』
と
と
も
に
、
『
自
然
学
』
『
生
成

　
消
滅
論
』
を
研
究
す
る
こ
と
が
と
く
に
重
要
で
あ
る
、
『
オ
ル
ガ
ノ

　
ン
L
も
重
要
で
あ
る
け
れ
ど
も
。

（
6
）
　
＞
ユ
閉
F
竃
9
。
一
戸
o
o
o
－
σ
o
o
o
1
畠
．
前
掲
訳
、
六
－
七
ぺ
ー

　
ジ
。

（
7
）
　
冒
巳
二
〇
〇
0
N
凹
S
1
σ
　
N
．
同
上
訳
、
九
ぺ
ー
ジ
。

（
8
）
　
＞
、
一
眈
一
＝
o
何
喀
ユ
彗
ぎ
二
ぎ
α
o
．
N
印
｝
1
H
ρ
『
動
物
部
分

　
論
』
全
集
第
八
巻
、
三
九
〇
ぺ
ー
ジ
。

（
9
）
　
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
が
す
で
に
生
物
進
化
の
考
え
を
も
っ
て

　
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
U
－
o
尿
－
宍
『
閏
■
N
．
o
庁
向
冨
α
目
－
自
o
自
8
o
g

　
く
o
易
昆
、
g
岸
胃
一
ひ
＞
邑
’
冨
戸
H
〇
一
ω
o
．
山
本
光
雄
編
『
初
期

一
ギ
リ
シ
ア
哲
学
者
断
片
集
』
一
九
五
八
年
、
一
一
ぺ
ー
ジ
を
参
照
。

（
1
0
）
　
＞
、
華
・
一
b
籟
潟
昇
彗
ぎ
’
戸
ひ
o
0
N
凹
ε
1
8
、
前
掲
訳
、

　
同
ぺ
ー
ジ
。

（
1
1
）
　
－
暫
匝
二
貝
a
団
與
、
l
o
。
、
同
上
訳
、
三
一
一
ぺ
－
ジ
。

3

　
「
大
切
に
」
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
は
、
た
ん
に
生
き
る
（
n
曲
セ
）
と
い

う
こ
と
で
ば
な
く
、
よ
く
生
き
る
（
＆
へ
“
ヒ
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
L

　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

（
ブ
ラ
ト
ン
『
ク
リ
ト
ン
』
）
。

　
人
間
は
、
こ
の
一
度
の
生
を
、
た
ん
に
生
き
る
の
で
は
な
く
、

よ
く
生
き
る
の
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
が
『
ク
リ
ト

ン
』
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
語
ら
せ
て
い
る
こ
の
有
名
套
言
葉
は
、
や

は
り
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
お
り
、
人
々
に
そ
の
つ
ど
新
た
な
間

い
を
迫
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
つ
づ
け
て
「
そ
の

『
よ
く
』
と
い
う
の
は
、
『
美
し
く
』
と
か
、
『
正
し
く
』
と
か
い

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

う
の
と
、
同
じ
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
よ
く
生

き
る
と
は
、
ま
た
、
美
し
く
、
正
し
く
生
き
る
こ
と
で
あ
る
、
と

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
『
ク
リ
ト
ン
』
は
、
プ
ヲ
ト
ン
の
初
期
の
著
作
に
ぞ
く
す
る
が
、

か
れ
の
晩
年
に
書
い
た
最
後
の
著
作
『
法
律
』
に
も
同
様
な
思
想

が
、
し
か
し
大
衆
へ
の
蔑
視
を
も
含
め
て
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
わ
た
く
し
た
ち
は
、
大
衆
の
よ
う
に
、
た
ん
に
生
き
な
が
ら
え

て
あ
る
こ
と
だ
け
（
ま
q
も
（
s
＄
良
鶉
司
迂
＾
ざ
§
、
き
§
）
が
、
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一橋論叢 第91巻 第2号　（10）

人
間
に
と
ウ
て
、
最
も
貴
い
こ
と
だ
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
む

し
ろ
、
で
き
る
か
ぎ
り
善
い
人
と
な
り
、
こ
の
世
に
あ
る
か
ぎ
り

そ
の
よ
う
で
あ
り
つ
づ
け
る
こ
と
こ
そ
、
最
も
貴
い
こ
と
と
考
え

　
　
？
）

て
い
ま
す
。
L

　
人
間
は
、
た
ん
に
生
き
る
の
で
は
な
く
、
よ
く
生
き
る
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
し
か
し
、
こ
れ
は
、
ソ
ク
ラ
テ

ス
ー
プ
ラ
ト
ン
だ
け
の
考
え
方
で
は
な
く
、
む
し
ろ
当
時
ギ
リ
シ

ア
の
多
く
の
恩
想
家
た
ち
に
ー
い
や
市
井
に
生
を
送
る
少
く
は

な
い
人
々
に
さ
え
も
、
と
わ
た
く
し
は
み
な
し
た
い
－
共
通
に

い
だ
か
れ
て
い
た
考
え
方
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
も
、
よ
く
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
ま
た
、
幸
福
に
生
き

る
こ
と
を
意
味
す
る
と
し
な
が
ら
、
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
で
、

「
大
衆
も
洗
練
さ
れ
た
教
養
を
も
つ
人
々
も
、
最
高
善
と
し
て

『
幸
福
』
を
あ
げ
て
お
り
、
『
よ
く
生
き
る
こ
と
』
と
『
よ
く
行
う

こ
と
』
と
を
、
『
幸
福
で
あ
る
こ
と
』
と
、
同
じ
意
味
の
も
の
と

　
　
　
　
＾
4
〕

み
な
し
て
い
る
」
と
書
い
て
い
る
。

　
だ
が
、
こ
こ
に
、
一
つ
の
間
題
が
生
じ
て
く
る
。
人
間
は
、
よ

く
、
美
し
く
、
正
し
く
生
き
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、

そ
れ
で
は
、
よ
く
、
美
し
く
、
正
し
く
生
き
る
こ
と
の
内
容
如
何
、

幸
福
と
は
何
か
、
そ
の
内
容
如
何
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
人

人
の
あ
い
だ
に
意
見
が
分
か
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
自
身
つ
づ
け
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
と
こ
ろ
で
、

『
幸
福
』
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
か
れ
ら
の
意
見
は

多
岐
に
分
か
れ
、
犬
衆
の
提
出
す
る
答
は
知
恵
の
あ
る
人
々
の
答

　
　
　
　
　
？
〕

と
異
な
っ
て
く
る
。
」
意
見
の
分
か
れ
が
、
大
衆
と
知
者
と
の
あ

い
だ
で
ま
ず
大
別
で
き
る
も
の
か
ど
う
か
、
大
い
に
問
題
で
あ
る

1
こ
の
辺
に
も
、
こ
の
時
期
の
哲
学
者
に
と
っ
て
の
、
犬
衆
を

低
く
見
て
白
分
ら
と
区
別
す
る
見
地
が
み
ら
れ
る
－
が
、
と
も

あ
れ
、
よ
き
生
活
、
幸
福
な
生
活
を
人
々
は
求
め
て
き
た
の
で
あ

る
し
、
ま
た
、
よ
き
生
活
、
幸
福
な
生
活
と
は
何
か
と
い
う
問
題

を
め
ぐ
っ
て
、
多
く
の
恩
想
家
た
ち
は
、
ま
さ
に
人
間
の
生
き
る

に
値
す
る
生
活
の
追
究
と
し
て
、
真
剣
な
考
察
を
重
ね
て
き
た
の

で
あ
っ
た
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
『
ク
リ
ト
ン
』
は
、
す
で
に
ア
テ
ナ
イ
の
法

廷
で
死
刑
の
判
決
を
う
け
、
刑
の
執
行
さ
れ
る
日
を
目
前
に
ひ
か

え
て
い
る
獄
中
の
老
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
も
と
に
、
早
朝
、
友
人
ク
リ

ト
ン
が
訪
れ
、
脱
獄
を
す
す
め
た
と
き
の
対
談
の
模
様
を
描
い
た

も
の
で
あ
る
。
当
時
の
ア
テ
ナ
イ
で
は
、
現
在
の
よ
う
に
脱
獄
は

そ
れ
ほ
ど
困
難
な
こ
と
で
は
な
く
、
脱
獄
を
し
よ
う
と
思
え
ぱ
、

じ
っ
さ
い
に
そ
れ
が
可
能
で
あ
り
、
大
目
に
み
て
も
ら
え
る
と
い
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（11）　古代ギリシア人の知恵

う
事
情
が
あ
り
、
こ
れ
が
話
の
前
提
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
前
提

の
う
え
で
、
ク
リ
ト
ン
は
脱
獄
を
す
す
め
る
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ

テ
ス
は
こ
れ
に
た
い
し
、
自
分
が
こ
れ
ま
で
原
則
と
し
て
き
た
こ

と
は
変
え
ら
れ
な
い
、
国
法
に
そ
む
い
て
脱
獄
す
る
こ
と
は
、
よ

い
正
し
い
生
き
方
で
は
な
い
と
し
て
、
ク
リ
ト
ン
の
す
す
め
に
し

た
が
う
こ
と
を
拒
む
の
で
あ
る
。

　
そ
の
さ
い
、
も
ち
出
さ
れ
る
重
要
な
原
則
が
、
「
大
切
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
た
ん
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く

て
、
よ
く
生
き
る
と
い
う
こ
と
」
で
あ
り
、
「
そ
の
『
よ
く
』
と

い
う
の
は
、
『
美
し
く
』
と
か
、
『
正
し
く
』
と
か
い
う
の
と
、
同

じ
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、

す
で
に
死
刑
の
判
決
を
う
け
て
い
る
自
分
が
ア
テ
ナ
イ
人
の
許
し

を
え
な
い
で
、
こ
こ
か
ら
逃
亡
す
る
の
は
、
は
た
し
て
正
し
い
こ

と
か
、
正
し
く
な
い
こ
と
か
、
美
し
い
こ
と
か
、
美
し
く
な
い
こ

と
か
、
こ
れ
が
ま
さ
に
考
慮
す
べ
き
問
題
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

い
ま
こ
こ
で
そ
の
論
議
の
詳
細
に
わ
た
る
こ
と
を
避
け
る
が
、
か

れ
の
い
う
と
こ
ろ
は
、
つ
ま
り
「
祖
国
は
尊
い
も
の
、
お
ご
そ
か

　
　
　
　
　
　
　
＾
6
）

な
も
の
、
聖
な
る
も
の
」
で
あ
っ
て
、
ど
ん
な
場
所
に
お
い
て
も
、

国
家
と
祖
国
が
命
ず
る
こ
と
は
、
な
ん
で
あ
れ
し
た
が
わ
な
け
れ

ぱ
な
ら
な
い
、
国
家
の
な
か
で
生
ま
れ
、
育
て
ら
れ
、
ず
っ
と
生

活
し
て
き
た
以
上
は
、
た
と
え
「
打
た
れ
る
こ
と
で
あ
れ
、
縛
ら

れ
る
こ
と
で
あ
れ
、
戦
争
に
つ
れ
て
ゆ
か
れ
て
、
傷
つ
い
た
り
、

死
ん
だ
り
す
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
で
あ
れ
、
そ
の
通
り
に
し
な

け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
正
し
さ
と
は
、
こ
の
場
合
、
そ
う
い
う
こ
と

　
＾
1
〕

な
の
だ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
す
で
に
高
齢
に
達
し
て
い
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
こ
こ
で
自
分
の

死
に
場
所
を
選
ん
で
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
る
に
し

て
も
、
や
は
り
、
か
れ
が
脱
獄
し
な
か
っ
た
理
由
、
建
て
前
と
な

る
の
は
、
そ
の
日
頃
か
ら
の
主
義
主
張
、
生
活
の
原
則
を
ま
げ
な

か
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
『
バ
イ
ド
ン
』
に

み
る
よ
う
に
、
・
か
れ
は
、
そ
の
最
後
の
日
に
、
こ
れ
ま
で
哲
学
を

共
に
し
て
き
た
友
人
た
ち
に
か
こ
ま
れ
て
魂
の
不
死
の
間
題
を
め

ぐ
っ
て
語
り
あ
い
、
や
が
て
毒
に
ん
じ
ん
の
杯
を
静
か
に
飲
み
ほ

す
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
や
は
り
一
代
の
哲
人
ソ
ク
ラ
テ
ス
の

最
後
に
ふ
さ
わ
し
い
、
厳
そ
か
な
死
の
選
択
と
し
て
敬
意
を
表
す

べ
き
で
あ
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
し
か
し
、
そ
の
点
を
ひ
と
ま
ず
お
け
ぱ
、
よ
く
、
正
し
く
、
美

し
く
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
い
う
よ
う
に
、
は

た
し
て
国
法
の
定
め
た
こ
と
、
命
じ
た
こ
と
に
は
何
で
も
し
た
が

う
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
大
い
に
問
題
で
あ
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ろ
う
。
今
日
の
わ
れ
わ
れ
か
ら
す
れ
ば
、
国
法
の
つ
く
ら
れ
る
過

程
を
み
て
も
、
ま
た
国
法
の
も
つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
性
椿
、
と

く
に
階
級
社
会
に
お
け
る
そ
の
階
級
的
性
楕
を
考
え
て
も
、
国
法

に
た
い
す
る
批
判
的
態
度
は
ど
う
し
て
も
必
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
国
家
と
は
何
か
、
法
と
は
何
か
と
い
う
間
題
を
根
本
的

に
考
え
ぬ
く
こ
と
な
し
に
、
す
ま
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
こ
と
を

意
味
す
る
。

　
と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
よ
く
、
美
し
く
、
正
し
く
生

き
る
と
い
う
こ
と
が
、
は
た
し
て
ど
う
い
う
生
き
方
を
選
ぶ
こ
と

に
な
る
の
か
、
そ
し
て
、
何
が
人
間
に
と
っ
て
生
き
る
に
値
す
る

生
き
方
な
の
か
、
と
い
う
間
題
は
、
核
兵
器
を
始
め
と
し
て
凶
悪

な
兵
器
が
ま
す
ま
す
開
発
さ
れ
、
人
間
の
「
平
和
に
生
き
る
権

利
」
を
踏
み
に
じ
っ
て
「
死
の
商
人
」
が
ま
す
ま
す
侶
傲
に
ふ
る

ま
っ
て
い
る
、
こ
の
二
十
世
紀
の
最
後
の
時
代
に
生
き
る
わ
れ
わ

れ
に
と
っ
て
、
哲
学
上
、
倫
理
学
上
の
き
わ
め
て
根
本
的
で
、
さ

し
迫
っ
た
問
題
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
提
起
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ど
こ
ま
で
も
徹
底
し
た
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
と
民
主
主
義
を
基
礎
と
し
な
が
ら
、
個
人
的
、
階
級
的
、

民
族
的
、
人
類
的
な
視
点
か
ら
の
、
そ
の
複
薙
な
諸
連
関
の
な
か

か
ら
の
、
問
題
へ
の
真
撃
な
接
近
を
お
こ
な
う
こ
と
が
迫
ら
れ
て

　
　
　
　
盲
〕

い
る
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
曽
箒
9
9
岸
9
お
7
『
ク
リ
ト
ン
』
全
集
第
一
巻
、
二
二
三

　
　
ぺ
ー
ジ
。

　
（
2
）
　
旨
革
一
同
上
訳
、
同
ぺ
ー
ジ
。

　
（
3
）
　
里
算
9
■
晶
ε
曽
N
P
『
法
偉
』
全
集
第
一
三
巻
、
二
五
〇

　
　
ぺ
ー
ジ
。

　
（
4
）
ξ
ぎ
一
黒
F
書
8
員
一
＞
－
o
湯
閏
轟
I
N
o
－
『
ニ
コ
マ
コ
ス

　
　
倫
理
挙
』
金
集
第
二
二
巻
、
七
ぺ
ー
ジ
。

　
（
5
）
　
胃
ぎ
、
二
σ
巨
一
閏
8
1
§
．
同
上
訳
、
同
ぺ
ー
ジ
。

　
（
6
）
　
里
算
9
ρ
岸
9
■
寧
前
掲
訳
、
　
一
四
一
ぺ
－
ジ
。

　
（
7
）
　
－
区
O
二
㎞
二
〕
．
同
上
訳
、
同
ぺ
ー
ジ
。

　
（
8
）
　
ギ
リ
シ
ア
哲
学
史
お
よ
ぴ
現
代
に
い
た
る
哲
挙
史
金
体
（
と
り

　
　
あ
え
ず
東
洋
等
を
の
ぞ
く
）
に
つ
い
て
の
わ
た
く
し
の
一
般
的
展
望

　
　
は
、
と
り
あ
え
ず
、
拙
著
『
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
思
想
家
』
（
一
九
八
二

　
．
年
）
に
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
著
作
は
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
思
想
を

　
　
主
題
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
さ
い
、
と
く
に
、
そ
れ
を
、
古
典
古
代

　
　
的
奴
隷
制
社
会
の
形
成
と
展
開
を
窮
極
の
基
礎
と
す
る
ギ
リ
シ
ア
恩

　
　
想
全
体
の
発
展
の
な
か
で
と
ら
え
、
あ
わ
せ
て
、
現
代
に
い
た
る
後

　
　
世
へ
の
そ
の
影
響
を
も
考
慮
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橘
大
挙
教
授
）
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