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プ
ラ
ト
ン
と
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス

(1) 

田

字

英

中

問
題
の
あ
り
か

今
日
で
は
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
哲
学
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
だ
れ
で
も
知
っ
て
い
る
。
「
哲
学
」
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
も
の
で
、

「
哲
学
者
」
と
は
ど
ん
な
仕
事
を
す
る
人
間
な
の
か
を
知
ら
な
く
て
も
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
哲
学
者
で
あ
っ
た
と
い
う
そ
の
事
実
だ
け
は
、

だ
れ
も
が
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
も
し
プ
ラ
ト
ン
が
い
な
か
っ
た
な
ら
、

わ
れ
わ
れ
は
そ
の
事
実
を
知
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら

く
、
わ
れ
わ
れ
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
い
う
名
前
さ
え
も
知
ら
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
い
う
の
は
、
「
哲
学
者
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
を

わ
れ
わ
れ
に
伝
え
た
の
は
プ
ラ
ト
ン
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
は
、
書
物
と
い
う
も
の
を
た
だ
の
一
行
も
書
か
な
か
っ
た
。

わ
れ
わ
れ
が
今
日
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

ほ
と
ん
ど
全
く
、
プ
ラ
ト
ン
が
書
き
残
し
た
対
話
篇
の
お
か
げ
な

の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
つ
い
て
書
き
残
し
た
の
は
プ
ラ
ト
ン
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
は
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
思
い
出
』
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プ
ラ
ト
ン
と
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス

を
記
し
て
い
る
し
、

ア
リ
ス
ト
ア
ァ
ネ
ス
は
喜
劇
『
雲
』
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
登
場
さ
せ
た
。
だ
が
、

そ
こ
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
ソ
ク
ラ
テ

ス
は
、

せ
い
ぜ
い
、
退
屈
な
モ
ラ
リ
ス
ト
か
、
頭
の
お
か
し
い
滑
稽
な
ソ
フ
ィ
ス
ト
で
し
か
な
い
。
そ
の
よ
う
な
人
物
が
二
千
年
に
余
る

命
脈
を
保
ち
う
る
と
は
、
と
う
て
い
思
え
な
い
。
た
だ
ひ
と
り
プ
ラ
ト
ン
だ
け
が
「
哲
学
者
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
を
書
き
残
し
た
の
で
あ
り
、

こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
、

い
ま
わ
れ
わ
れ
の
と
こ
ろ
に
生
き
て
い
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
、
プ
ラ
ト
ン
の
ソ
ク
ラ

テ
ス
の
お
か
げ
で
、

い
わ
ば
そ
の
生
命
の
輝
き
に
照
=
り
さ
れ
て
、

ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
も
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
、
不
ス
の
ソ
ク
ラ
テ
ス

も、

A
7
な
お
日
の
目
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
も
プ
ラ
ト
ン
の
「
哲
学
者
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
が
な
か
っ
た
な
ら
、

か
れ
ら
の
ソ
ク
ラ
テ

ス
は
と
う
の
昔
に
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
か
、
あ
る
い
は
、

た
か
だ
か
、
古
典
学
者
た
ち
の
博
識
の
一
隅
に
痕
跡
を
と
ど
め
る
だ
け
の

だ
が
こ
こ
で
一
つ
疑
惑
が
生
ず
る
。
も
し
も
わ
れ
わ
れ
が
「
哲
学
者
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
を
知
り
う
る
の
は
た
だ
プ
ラ
ト
ン
の
作
品
を
と
お
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も
の
に
な
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

し
て
だ
け
で
あ
り
、

そ
れ
以
外
の
ど
こ
か
ら
も
こ
れ
を
知
り
え
な
い
と
し
た
ら
、

は
た
し
て
わ
れ
わ
れ
は
「
哲
学
者
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
を
歴

史
上
に
実
在
し
た
人
物
で
あ
る
と
ど
こ
ま
で
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
か
し
た
ら
そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
の
創
作
し
た
人
格

だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
は
一
種
の
戯
曲
で
あ
り
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
そ
こ
に
登
場
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
人
び
と
と

問
答
す
る
。
そ
の
問
答
が
架
空
の
も
の
だ
と
い
う
証
拠
は
な
い
が
、
架
空
の
も
の
と
考
え
る
こ
と
を
妨
げ
る
証
拠
も
存
在
し
な
い
の
で
あ

る
。
紀
元
前
五
世
紀
の
ア
テ
ネ
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
い
う
名
の
人
物
が
い
た
と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
何
人
か
の
ひ
と
び
と
が
記
録
を
残
し
た

の
は
そ
の
同
一
の
人
物
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

ほ
ぽ
事
実
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
残
さ
れ
た
記
録
が
伝
え

る
内
容
は
、
互
い
に
大
き
く
く
い
違
い
、
重
な
る
部
分
は
む
し
ろ
極
め
て
少
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
が
伝
え
て
い
る
も
の
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
つ

い
て
の
歴
史
的
事
実
で
あ
る
と
断
定
す
る
根
拠
は
ど
こ
に
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。



た
と
え
ば
こ
ん
な
ふ
う
に
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か

l
l
l
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
い
う
男
は
た
し
か
に
い
た
。
か
れ
は
一
風
変
っ
た
男
で
、

お
し
ゃ
べ
り
好
き
で
、
機
知
に
富
み
、

ま
た
他
方
、
教
祖
的
な
と
こ
ろ
も
あ
り
、

い
つ
も
取
巻
き
連
中
に
固
ま
れ
て
い
た
。
プ
ラ
ト
ン
自

身
も
、
時
折
そ
の
仲
間
に
加
わ
り
、
奇
妙
な
魅
力
を
秘
め
た
か
れ
の
問
答
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
実
際
、
プ
ラ
ト
ン
は

か
れ
に
対
し
て
好
意
さ
え
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

そ
こ
へ
き
て
、
あ
の
告
訴
と
裁
判
と
刑
死
と
い
う
事
件
で
あ
る
。

プ
ラ
ト
ン
も
か
れ
の
救
済
に
肩
入
れ
す
る
こ
と
を
試
み
る
が
失
敗
に
終
る
。
そ
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
死
後
、
プ
ラ
ト
ン
は
か
れ
を
題
材
に

し
た
戯
曲
を
作
る
こ
と
を
思
い
た
つ
の
で
あ
る
。
創
作
の
動
機
は
、

か
つ
て
政
界
で
の
活
躍
を
志
し
な
が
ら
こ
れ
に
挫
折
し
た
プ
ラ
ト
ン

の
憂
国
の
情
あ
る
い
は
怨
睦
と
、
生
来
の
学
問
好
き
と
、

そ
し
て
な
に
よ
り
も
、
類
い
ま
れ
な
文
学
的
才
能
と
の
結
び
つ
き
で
あ
っ
た
。

プ
ラ
ト
ン
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
戯
曲
の
主
人
公
に
仕
立
て
、
こ
の
人
物
の
中
に
自
ら
の
す
べ
て
を
投
入
し
た
。
プ
ラ
ト
ン
の
手
に
よ
っ
て
ソ

に
超
越
し
た
理
想
像
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
プ
ラ
ト
ン
自
身
の
投
影
像
と
も
い
う
べ
き
も
の
と
な
っ
て
い
た
|
|
と
。

唱
E
Aqo 

唱
E
A

ク
ラ
テ
ス
像
が
彫
琢
さ
れ
磨
き
上
げ
ら
れ
、
こ
こ
に
「
哲
学
者
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
原
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
遁
か

ソ
ク
ラ
テ
ス
を
主
人
公
と
す
る
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
は
、
文
芸
作
品
と
し
て
も
第
一
級
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
事
り
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
、

そ
の
こ
と
が
、
プ
ラ
ト
ン
の
伝
え
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
歴
史
的
事
実
と
し
て
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
る

こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
作
者
プ
ラ
ト
ン
の
文
学
的
才
能
が
豊
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
れ
ば
考
え
ら
れ
る
だ
け
、

そ
れ
だ
け
一
層
、

そ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
の
文
学
的
想
像
力
の
産
物
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
惑
が
膨
ら
む
と
も
考
え
ら
れ
る
。
小
説
家
と
は
嘘
つ
き

の
上
手
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
プ
ラ
ト
ン
の
伝
え
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
よ
り
も
、

ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の
伝
え
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ほ
う
が
、
実
際
の
史
実
に
近
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
考
え
方
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
実
務
的
な
軍
人
で
あ
っ
た
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
な
ら
ば
、
平
凡
な
常
識

北
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ラ
ト
ン
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歴
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的
ソ
ク
ラ
テ
ス

人
の
目
に
映
っ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
、
余
計
な
作
為
や
脚
色
を
加
え
る
こ
と
な
し
に
、
歴
史
的
事
実
の
ま
ま
に
伝
え
て
く
れ
て
い
る
は
ず
だ

と
も
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
は
、

た
し
か
に
、
プ
ラ
ト
ン
の
よ
う
な
哲
学
者
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲

学
の
精
神
を
伝
え
る
と
い
う
点
で
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
遥
か
に
及
。
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
現
実
の
言
葉
と
行
動
を

忠
実
K
伝
え
る
こ
と
に
お
い
て
は
、

む
し
ろ
プ
ラ
ト
ン
よ
り
も
信
頼
で
き
る
|
|
と
考
え
た
く
な
る
。

し
か
し
、
こ
こ
ま
で
考
え
て
く
る
と
、
今
度
は
逆
の
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
も
し
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
、
伝
え
ら
れ
て
い
る
通
り
、
非
凡
な

人
間
で
あ
り
、
常
識
を
超
え
た
人
間
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
人
聞
を
、

ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
は
理
解
で
き
た
だ
ろ
う

か
。
非
凡
な
人
聞
は
、
平
凡
な
人
間
に
は
理
解
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
と
も
、
歴
史
的
事
実
が
問
題
に
な
る
と
き
は
、
平
凡
な

事
実
だ
け
が
問
題
に
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
非
凡
な
人
間
に
つ
い
て
も
、

そ
の
人
物
に
つ
い
て
の
平
凡
な
事
実
だ
け
が
歴
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史
の
事
実
で
あ
り
、

そ
れ
を
超
え
る
非
凡
な
部
分
は
、

た
と
え
ば
思
想
史
の
問
題
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
事
実
と
は
別
な
も
の
な
の
だ
ろ
う

か
。
も
し
そ
う
だ
と
し
た
ら
、

な
る
ほ
ど
、
事
実
を
認
識
し
、
記
録
す
る
の
は
、

か
え
っ
て
常
識
的
で
平
凡
な
歴
史
家
の
ほ
う
が
優
れ
て

い
る
と
い
う
の
も

一
理
あ
り
そ
う
に
聞
こ
え
る
。
し
か
し
、

そ
の
と
き
、
非
凡
な
人
間
で
あ
っ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
事
実
は
ど
う
な
る
の

か
。
頭
を
切
っ
た
、
胴
体
と
手
足
だ
け
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
|
|
つ
ま
り
、
哲
学
者
と
い
う
部
分
を
取
り
除
い
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
|
|
ソ

ク
ラ
テ
ス
の
歴
史
的
事
実
な
の
か
。
し
か
し
、
哲
学
者
で
な
く
な
っ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
語
る
こ
と
に
何
の
意
味
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
の

か
。
も
し
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
哲
学
者
で
な
か
っ
た
と
し
た
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
歴
史
的
事
実
を
問
題
に
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
再
び
プ
ラ
ト
ン
へ
と
帰
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
問
題
に
な
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
、

プ
ラ
ト
ン
の
伝
え
て
い
る
哲
学
者
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
歴
史
的
事
実
な
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
う
な
る
と
、

わ
れ
わ
れ
は
再
び
あ
の
最
初
の
難
問

へ
と
追
い
戻
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
文
学
的
才
能
を
兼
ね
備
え
た
哲
学
者
プ
ラ
ト
ン
が
伝
え
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
、

い
っ
た
い
ど
こ
ま
で



を
、
わ
れ
わ
れ
は
「
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
と
し
て
信
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
あ
く
ま

で
も
「
プ
ラ
ト
ン
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
」

で
あ
っ
て
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
そ
の
ひ
と
を
知
る
道
は
、

わ
れ
わ
れ
に
は
も
は
や
全
く
断
た
れ
て
い
る
の

か
こ
の
間
題
を
解
く
た
め
に
、

お
そ
ら
く
、

わ
れ
わ
れ
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
は
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
を
、
あ

ら
た
め
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
の
こ
と
が
、
プ
ラ
ト
ン
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
ど
の
よ
う
に

伝
え
た
か
と
い
う
こ
と
に
、
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
時
に
そ
れ
は
、

一
般
に
、
哲
学
者
に
と
っ
て
事

実
と
は
ど
の
よ
う
な
意
昧
を
も
つ
も
の
か
と
い
う
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
問
題
は
、
ま

さ
に
、
哲
学
者
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
歴
史
的
事
実
が
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ

私
に
は
、
「
事
実
」
は
、
哲
学
者
に
と
っ
て
は
、
詩
人
や
小
説
家
な
ど
の
芸
術
家
に
と
っ
て
と
は
違
っ
た
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
あ
る
場
合
に
は
、
哲
学
者
は
、
虚
構
を
排
し
、
歴
史
家
の
よ
う
に
振
舞
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
然
性

qo 
qa 

司
自
ム

る。も
あ
り
う
る
と
思
う
。
プ
ラ
ト
ン
は
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
対
話
篇
を
書
き
始
め
た
と
き
、

ま
ず
は
そ
の
よ
う
な
仕
事
に
と
り
か
か
っ
た
の
だ
と

い
う
の
が
私
の
推
測
で
あ
る
。
小
論
の
目
的
は
、

そ
の
必
然
性
を
で
き
る
限
り
明
ら
か
に
し
、
私
の
推
測
を
説
得
力
の
あ
る
も
の
に
す
る

こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
の
考
察
に
先
立
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
は
、
「
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
の
問
題
、

つ
ま
り

い
わ
ゆ
る
「
ソ
ク
ラ

テ
ス
問
題
」
が
、
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
に
議
論
さ
れ
て
き
た
か
を
振
り
返
っ
て
お
く
ほ
う
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

わ

れ
わ
れ
の
視
野
が
広
め
ら
れ
、
同
時
に
、
上
述
の
わ
れ
わ
れ
の
問
題
の
考
察
へ
と
必
然
的
に
み
ち
び
か
れ
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

北
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プ
ラ
ト
ン
と
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス

バ
I
ネ
ッ
ト
H

テ
イ
ラ
ー
説
と
標
準
的
見
解

「
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
と
言
え
ば
、

ひ
と
は
、

ま
ず
、
こ
の
説
を
思
い
出
す
。
パ

l
ネ
ッ
ト
(
』

o
E
∞Z
B
Z
)
と
テ
イ
ラ
ー
(
〉
・

開・、『白
1
0円
)

は
、
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
に
登
場
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、

す
べ
て
、
歴
史
上
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
そ
の
ま
ま
忠
実
に
再
現
し

そ
こ
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
口
か
ら
語
ら
れ
る
哲
学
説
は
す
べ
て
、
歴
史
的
に
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
そ
の
ひ
と
の
説
で
あ
る
と
主

張
し
た
(
一
九
一
一
前
一
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
普
通
に
は
プ
ラ
ト
ン
の
説
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
、
中
期
対
話
篇
の
「
イ
デ
ア
論
」
ま
で

も
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
あ
ま
り
に
も
極
端
な
見
解
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
現
在
で
は
こ
れ
を
そ
の

た
も
の
で
あ
り
、

ま
ま
の
形
で
信
奉
す
る
者
は
い
な
い
。
し
か
し
、
パ
!
ネ
ッ
ト
と
テ
イ
ラ
ー
も
、

か
れ
ら
の
説
を
単
純
素
朴
に
無
根
拠
に
提
唱
し
た
わ
け
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で
は
な
い
。
少
く
と
も
、
初
期
対
話
篇
に
お
い
て
、
プ
ラ
ト
ン
が
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
人
格
と
そ
の
哲
学
を
で
き
る
か
ぎ
り
忠
実
に
、
完
全

な
形
で
描
き
出
そ
う
と
し
た
に
ち
が
い
な
い
と
い
う
か
れ
ら
の
主
張
は
、
プ
ラ
ト
ン
を
読
み
こ
ん
だ
碩
学
な
ら
で
は
の
洞
察
に
基
づ
い
て

い
た
と
、
私
に
は
思
わ
れ
る
。

プ
ラ
ト
ン
が
、

そ
の
初
期
対
話
篇
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
中
期
対
話
篇
に
お
い
て
も
な
お
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
哲
学
の
忠
実
な
記
録
者
と

し
て
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
い
う
パ

l
ネ
ッ
ト
と
テ
イ
ラ
ー
の
主
張
は
、

わ
れ
わ
れ
に
は
受
入
れ
難
い
。
こ
の
主
張
の
主
要
な
根
拠
は
、
プ

ラ
ト
ン
の
初
期
な
ら
び
に
中
期
と
、
後
期
と
の
聞
に
見
ら
れ
る
大
き
な
変
化
、
す
な
わ
ち
、
初
期
お
よ
び
中
期
の
対
話
篇
に
お
い
て
常
に

対
話
を
主
導
し
て
い
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
、
後
期
対
話
篇
で
は
主
役
の
座
を
他
の
人
物
に
明
け
渡
す
よ
う
に
な
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の

変
化
は
、
パ

1
ネ
ッ
ト
と
テ
イ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
が
、
後
期
に
至
っ
て
、
も
は
や
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
口
か
ら
語
ら
せ
る
に
は
相
応

し
く
な
い
と
考
え
る
哲
学
思
想
、

つ
ま
り
プ
ラ
ト
ン
独
自
の
哲
学
を
確
立
し
、
こ
れ
を
作
品
の
中
で
語
り
始
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

てコ



ま
り
、
プ
ラ
ト
ン
が
後
期
に
至
っ
て
よ
う
や
く
こ
の
よ
う
な
配
慮
を
見
せ
た
と
い
う
こ
と
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
初
期
と
中
期
の
作
品
で
は
、

プ
ラ
ト
ン
は
ま
だ
そ
の
よ
う
な
配
慮
の
必
要
を
感
じ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
理
由
は
、

そ
こ
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
っ
て
語

ら
れ
た
哲
学
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
の
哲
学
で
あ
る
こ
と
を
、
プ
ラ
ト
ン
自
身
が
認
め
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
一
つ
の
可
能
な
解
釈
で
は
あ
ろ
う
。
だ
が
、
必
然
的
な
解
釈
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、

た
し
か
に
、
プ
ラ
ト
ン
が
中
期
対
話
篇

そ
れ
を
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
」
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
、

わ
れ
わ
れ
も
、
お
そ
ら
く
、
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
」
は
、
必
ず
し
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲

学
の
記
録
で
あ
る
必
然
性
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
自
分
な
り
に
理
解
し
、
プ
ラ
ト
ン
自
身
の
言
葉
で
表
現
し
な
お
し
た

の
哲
学
説
を
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
語
ら
せ
る
の
に
相
応
し
い
も
の
」
と
考
え
、

で
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
(
し
た
が
っ
て
、
実
は
、
そ
れ
は
す
で
に
つ
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
」
と
言
っ

て
よ
い
も
の
で
あ
る
が
、
プ
ラ
ト
ン
は
そ
れ
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
帰
す
べ
き
も
の
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
)
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
は
「
問
う
」

寸
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
」

哲
学
で
あ
っ
た
が
、
プ
ラ
ト
ン
が
そ
の
問
い
に
「
答
え
」
た
も
の
が
、
中
期
対
話
篇
の
哲
学
で
あ
っ
た
と
、
私
は
考
え
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス

戸

hυ
内
、

υ

唱

i

が
聞
い
求
め
て
い
た
も
の
を
、
プ
ラ
ト
ン
は
「
イ
デ
ア
」
と
名
付
け
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
の
方
法
を
、
プ
ラ
ト
ン
は
「
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ

ケ
i
」
と
呼
ん
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
、
私
は
思
う
。
こ
の
見
方
が
も
し
間
違
っ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
が
、
イ
デ
ア
と

デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ

l
を
主
題
と
す
る
哲
学
説
を
、
ゆ
る
や
か
な
意
味
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
も
の
と
見
な
し
た
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
以
後
の
話
を
、
プ
ラ
ト
ン
の
初
期
対
話
篇
の
範
囲
に
限
定
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
も
と
も
と
、
「
ソ
ク

ラ
テ
ス
問
題
」
は
、
初
期
対
話
篇
に
つ
い
て
最
も
尖
鋭
に
関
わ
れ
る
問
題
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
初
期
対
話
篇
は
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
歴
史

的
事
実
を
忠
実
に
伝
え
る
こ
と
を
意
図
し
た
か
、

そ
し
て
そ
れ
を
実
現
し
え
た
か
、

と
い
う
の
が
わ
れ
わ
れ
の
問
題
で
あ
る
。
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プ
ラ
ト
ン
と
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス

パ
l
ネ
ッ
ト
U
テ
イ
ラ
ー
説
は
、
こ
れ
ら
の
問
い
に
肯
定
を
も
っ
て
答
え
る
。
パ

l
ネ
ッ
ト
は
、

そ
の
著
「
プ
ラ
ト
ン
哲
学
』
に
お
い

て、

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
プ
ラ
ト
ン
が
哲
学
者
と
し
て
よ
り
か
む
し
ろ
劇
作
家
と
し
て
著
作
を
は
じ
め
た
こ
と
は
、

ア
コ
ご
'
コ

+
J
ふ

''+LF-

に
知
り
う
る
。
そ
の
著
の
大
多
数
に
お
い
て
容
易
に
看
取
し
う
る
こ
と
は
、

か
れ
の
主
目
的
が
、
も
は
や
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
つ
い
て
直
接
に

は
知
っ
て
い
な
い
時
代
の
人
々
の
た
め
に
こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
教
説
の
記
憶
を
保
存
す
る
こ
と
(
中
略
)
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(
中
略
)
明
白
な
こ
と
は
、

か
れ
が
み
ず
か
ら
の
偉
大
な
る
師
に
よ
っ
て
深
甚
な
る
印
象
を
受
け
た
こ
と
と
そ
し
て
か
れ
の
主
な
る
努
力

が
最
初
に
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
、
こ
れ
を
知
ら
な
い
ひ
と
び
と
の
た
め
に
生
か
す
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
」

(
H
T
E
)。
プ
ラ
ト
ン
は
「
偉

大
な
る
戯
曲
的
天
才
」
で
あ
り
、
「
か
れ
に
は
師
の
記
憶
を
保
存
す
る
こ
と
が
も
っ
と
も
し
が
い
の
あ
る
仕
事
と
思
え
た
。
」
な
ぜ
な
ら
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
は
な
に
も
書
か
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
「
こ
の
記
憶
は
も
し
か
れ
が
保
存
し
な
か
っ
た
な
ら
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
で
あ

136一

ろ
う
」
し
、
後
の
時
代
の
人
々
は
、
ア
テ
ナ
イ
の
哲
学
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
何
一
つ
知
ら
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
(
弓

lg)。

し
か
も
、
プ
ラ
ト
ン
は
、

か
れ
の
こ
の
目
的
を
見
事
に
成
し
遂
げ
た
。
「
こ
の
企
て
に
か
れ
が
ど
れ
だ
け
成
功
し
た
か
に
つ
い
て
は
も
と

よ
り
な
ん
ら
か
の
疑
問
が
存
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
思
う
に
事
も
疑
い
え
な
い
こ
と
は
、
彼
が
こ
の
仕
事
を
な
す
に
と
く
に
す

ぐ
れ
た
資
格
を
具
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
当
時
か
れ
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
芸
術
家
で
あ
っ
た
し
、

ま
た
物
心
の
つ
い
て
以
来
つ
ね
に
ソ

ク
ラ
テ
ス
を
知
っ
て
い
た
。
」
(
自

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
パ

l
ネ
ッ
ト
が
、
プ
ラ
ト
ン
の
意
図
が
、
初
期
に
お
い
て
、
師
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
を
「
如
実
に
再
現
せ

ん
と
」
(
民
)
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
を
、

い
さ
さ
か
も
疑
っ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
か
れ
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
こ
の
よ
う
な
意
図
に
対

す
る
か
れ
の
信
頼
の
理
由
を
述
べ
る
代
わ
り
に
、

そ
れ
を
「
そ
の
著
の
大
多
数
に
お
い
て
容
易
に
看
取
し
う
る
こ
と
」

で
あ
る
と
言
っ
て

い
る
。
こ
の
言
い
方
は
無
愛
想
だ
が
、
パ
ー
ネ
ッ
ト
の
洞
察
を
そ
の
ま
ま
表
現
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
私
も
、

か
れ
の
意
見
に
は
賛
成
で
き



る
と
思
う
。
し
か
し
、

わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
言
行
を
あ
り
の
ま
ま
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
理
由
が
あ
っ
た

か
ど
う
か
を
、
後
で
再
び
取
り
上
げ
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
も
う
ひ
と
つ
、
パ

l
ネ
ッ
ト
が
、
初
期
の
プ
ラ
ト
ン
が
「
哲

学
者
で
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
芸
術
家
」

で
あ
っ
た
と
言
い
、

し
か
も
同
時
に
「
歴
史
家
」
(
勾
)

で
も
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
の
は
、
面

白
い
。
パ

1
ネ
ッ
ト
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
初
期
の
プ
ラ
ト
ン
の
仕
事
が
、
自
分
の
哲
学
説
を
述
べ
る
こ
と
で
は
な
く
、
師
で
あ
っ

た
哲
学
者
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
言
葉
と
行
動
を
再
現
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
、

と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、

し
か
し
、
プ
ラ
ト
ン
が
哲

学
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
、
必
ず
し
も
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
、
哲
学
者
と
芸
術
家
と

歴
史
家
の
三
人
が
同
居
し
、
し
か
も
両
立
し
て
い
た
可
能
性
を
、
パ

l
ネ
ッ
ト
は
示
唆
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、

わ
れ
わ
れ
は
、
後
で
再
び
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

プ
ラ
ト
ン
の
初
期
の
作
品
の
う
ち
、
特
に
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』
に
つ
い
て
は
、
パ

l
ネ
ッ
ト
の
見
解
が
、
同
書
へ
の
か
れ
の
注
釈

高

r一
不
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
作
品
は
、
「
実
質
的
に
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
口
か
ら
語
ら
れ
た
弁
明
そ
の
も
の
」

(
E
)
で

弓

tqo 

守
目
-
h

あ
り
、
「
わ
れ
わ
れ
が
「
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
を
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
に
あ
た
っ
て
最
も
信
頼
す
べ
き
基
盤
と
な
り
う
る
も
の
」
(
宏
)

で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
自
ら
の
弁
護
の
た
め
に
行
っ
た
法
廷
演
説
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
書
か
れ
て
い
る
。
「
こ
れ
が
ソ

ク
ラ
テ
ス
の
口
か
ら
語
ら
れ
た
実
際
の
演
説
の
逐
語
的
再
現
で
は
な
い
こ
と
は
た
だ
ち
に
納
得
で
き
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
新
聞
記
者
で
は
な

か
っ
た
か
ら
だ
。
し
か
し
、

そ
の
反
面
、

わ
れ
わ
れ
は
か
れ
が
そ
の
裁
判
に
立
ち
会
っ
て
い
た
こ
と
も
知
=
り
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
す
れ
ば
、
こ
の
作
品
が
、

ほ
か
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
対
話
篇
の
ば
あ
い
と
は
異
な
り
、

む
し
ろ
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
報
告
書
の
性
格
を
帯

び
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
ま
っ
て
く
る
。
(
中
略
)
法
廷
に
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
、

ほ
か
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
友
人
た
ち
と
共
に
出
席

し
て
い
た
こ
と
に
加
え
て
、

五
百
人
の
陪
審
裁
判
官
が
席
に
着
き
、

さ
ら
に
傍
聴
人
た
ち
が
|
|
し
か
も
こ
の
事
件
の
セ
ン
セ

l
シ
ヨ
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プ
ラ
ト
ン
と
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス

ナ
ル
な
性
格
か
ら
す
れ
ば
間
違
い
な
く
膨
大
な
数
の
傍
聴
人
が
|
|
そ
こ
に
は
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
が

『
弁
明
』
を

公
刊
し
た
と
き
、

そ
れ
ら
の
出
席
者
の
大
部
分
が
、
ま
だ
存
命
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
プ
ラ
ト
ン
の
意
図
は
、
明
ら
か
に
、

ソ
ク
ラ
テ

ス
の
性
格
と
言
行
に
あ
ら
た
め
て
真
実
の
光
を
あ
て
、

そ
れ
に
よ
っ
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
名
誉
を
挽
回
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
と
す

れ
ば
、
も
し
プ
ラ
ト
ン
が
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
振
舞
い
に
つ
い
て
、
ま
た
か
れ
の
弁
明
の
大
筋
に
つ
い
て
、

な
ん
ら
か
の
作
り
ご
と
を
人
々

の
前
に
差
し
出
す
よ
う
な
こ
と
を
し
た
ら
、
自
分
が
意
図
し
た
こ
と
を
自
分
で
台
無
し
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。
」

(
8
l宮
)
。

パ
1
ネ
ッ
ト
の
こ
の
見
解
に
は
説
得
力
が
あ
り

一
般
の
支
持
を
得
て
い
る
。
か
れ
が
言
う
よ
う
に
、

ひ
と
は
自
ら
の
目
的
を
最
も
有
効

に
実
現
す
る
た
め
に
真
実
を
語
る
と
い
う
こ
と
が
、
あ
る
場
合
に
は
、

た
し
か
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
プ
ラ
ト
ン
の
目
的
が

る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
て
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、

ま
す
ま
す
、

わ
れ
わ
れ
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
言
葉
を
ソ
ク
ラ
テ
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|
|
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
名
誉
を
擁
護
す
る
と
い
う
動
機
と
は
別
に
1
1
1
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
真
実
を
か
れ
自
身
に
と
っ
て
も
ま
た
明
ら
か
に
す

ス
に
つ
い
て
の
証
言
と
し
て
信
頼
し
て
よ
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
パ

l
ネ
ッ
ト
H

テ
イ
ラ
ー
説
の
主
張
の
う
ち
、
プ
ラ
ト
ン
が
、

そ
の
著
作
活
動
の
最
初
の
時
期
に
お
い
て
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対

話
を
忠
実
に
再
現
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
と
す
る
考
え
は
、
大
方
の
学
者
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
。

つ
ま
り
、
プ
ラ
ト
ン
の
初

期
対
話
篇
に
話
を
限
定
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
語
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
「
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
と
見
な
す
見
解
は
、

い
わ
ば
標

準
的
見
解
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
見
解
は
パ

1
ネ
ッ
ト
H

テ
イ
ラ
ー
説
の
い
わ
ば
半
分
に
過
ぎ
な
い
。
こ

の
説
を
有
名
に
し
た
の
は

む
し
ろ
残
り
の
半
分

つ
ま
り
、
プ
ラ
ト
ン
が
対
話
篇
の
中
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
語
ら
せ
て
い
る
哲
学
説
は
、

中
期
対
話
篇
の
そ
れ
も
含
め
て
、
す
べ
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
説
で
あ
る
と
い
う
極
論
で
あ
る
。
こ
の
議
論
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
初
期
と
中
期
の

聞
の
異
質
性
を
認
め
て
い
な
い
点
が
、
何
よ
り
も
問
題
で
あ
る
が
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が

『
形
而
上
学
』

で
五
回
っ
て
い
る

ソ
ク
ラ
テ
ス



と
プ
ラ
ト
ン
に
つ
い
て
の
証
言
を
無
視
し
て
い
る
点
に
も
問
題
が
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
『
形
而
上
学
』

(krS2出
1
5
お
よ
び

冨
呂
叶
∞
g
l
ω
N
)
に
お
い
て
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
倫
理
的
な
事
柄
に
つ
い
て
普
遍
的
な
定
義
を
求
め
、
プ
ラ
ト
ン
は
そ
れ
を
引
き
継
い
で
イ

デ
ア
の
説
を
立
て
た
と
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
プ
ラ
ト
ン
初
期
対
話
篇
の
哲
学
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
も
の
で

あ
り
、
プ
ラ
ト
ン
中
期
対
話
篇
の
哲
学
が
プ
ラ
ト
ン
の
も
の
で
あ
る
と
証
言
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

(
3
)
 

ロ
ス
(
者
・

0
・
m
g印
)
は
、
注
釈
書
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
市
上
学
」
(
邑
官
)
の
序
説
に
お
い
て
、

パ
i
ネ
ッ
ト
H

テ
イ
ラ
ー

説
を
丹
念
に
反
駁
し
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
記
述
が
十
分
に
信
頼
に
値
す
る
こ
と
を
論
じ
た
。

ロ
ス
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
、
二
十
年

も
の
長
い
間
に
わ
た
っ
て
ア
カ
デ
メ
イ
ア
の
一
員
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
だ
け
か
加
り
し
て
も
、

そ
の
証
言
の
重
要
性
を
否
定
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
し
(
阿
国
司
)
、

し
か
も
「
ア
カ
デ
メ
イ
ア
の
知
性
」
と
ま
で
称
さ
れ
、
プ
ラ
ト
ン
の
最
優
秀
の
弟
子
で
あ
っ
た
か
れ
が
、

ソ
ク
ラ

テ
ス
の
哲
学
と
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
を
か
く
も
極
端
に
把
握
し
損
な
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
論
じ
て
い
る
(
凶
同
当
庄
)
。

ロ
ス
の
こ
の
見
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解
も
、

き
わ
め
て
正
当
な
も
の
と
見
ら
れ
、
多
く
の
学
者
の
賛
同
を
得
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
、

ロ
ス
に
よ
っ
て
、
パ

l
ネ
ッ
ト
H

テ
イ
ラ
ー
説
の
極
端
が
正
さ
れ
、
こ
こ
に
、
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
問
題
」
の
標
準
的
見
解
と

も
い
う
べ
き
も
の
が
ほ
ぼ
確
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
プ
ラ
ト
ン
の
初
期
対
話
篇
は
、
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
を
ほ
ぼ
忠

実
に
写
し
伝
え
る
も
の
で
あ
り
、
中
期
対
話
篇
で
は
、
プ
ラ
ト
ン
は
、
自
ら
の
哲
学
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
口
を
借
り
て
語
る
よ
う
に
な
っ
た
、

(
4
)
 

ツ
エ
ラ

l
(
冨
∞
@
)
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
伝
統
的
な
解
釈
と
同
じ
も
の
で
あ
り
、
結
局
は
、

と
い
う
見
方
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
実
は
、

古
く
か
ら
の
解
釈
に
立
ち
戻
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
以
後
も
、

(
5
)
 

の
哲
学
史
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
い
る
。
以
下
に
と
り
あ
げ
る
ヴ
ラ
ス
ト
ス
(
巴
記
)
も
、
形
式
的
に
分
類
す
れ
ば
、

一
般
的
に
、
こ
れ
が
標
準
的
な
見
解
と
し
て
信
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ガ
ス
リ
l
(
]巴
討
)

」
こ
に
属
す
る
。

北
大
文
学
部
紀
要



プ
ラ
ト
ン
と
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス

ギ
ゴ
ン
と
文
芸
学

し
か
し
、
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
問
題
」
は
、
標
準
的
見
解
の
成
立
に
よ
っ
て
最
終
的
に
決
着
が
着
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
標
準
的
見
解
は
、
ツ
エ

ラ
l
、
パ

1
ネ
ッ
ト
、
テ
イ
ラ
ー

ロ
ス
ら
の
権
威
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
権
威
に
挑
戦
を
試
み
る
者
も
当
然
出
て

く
る
。
ま
た
、
標
準
的
見
解
は
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
つ
い
て
の
、
プ
ラ
ト
ン
の
証
言
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
証
言
を
信
頼
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
成
立
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
の
証
言
の
歴
史
的
資
料
と
し
て
の
価
値
に
、

な
ん
ら
か
の
理
由
で
疑
い
を
抱
く
者

オ
ロ
フ
・
ギ
ゴ
ン
(
。
-
。
丈
記
向
。
ロ
)
の

(
6
)
 

『
ソ
ク
ラ
テ
ス
i
|
|
文
学
と
歴
史
に
お
け
る
か
れ
の
像
1

1
』
(
巴
町
)
も
、

そ
の
よ
う
な

- 140一

が
出
て
き
た
と
し
て
も
、
怪
し
む
に
足
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

懐
疑
論
の
一
つ
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
、
も
し
プ
ラ
ト
ン
が
単
に
戯
曲
作
家
と
し
て
の
み
見
な
さ
れ
る
と
し
た
ら
、

か
れ
の
作
品

に
登
場
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
は
か
れ
の
創
作
で
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
こ
と
に
な
る
と
述
べ
た
。
ギ
ゴ
ン
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
哲
学
者
で
あ
っ

た
こ
と
を
決
し
て
否
定
は
し
な
い
が
、
プ
ラ
ト
ン
は
自
ら
の
哲
学
思
想
を
、

ち
ょ
う
ど
戯
曲
作
家
が
す
る
の
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
登
場

人
物
と
し
て
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
語
ら
せ
た
の
で
あ
り
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
歴
史
的
事
実
を
忠
実
に
伝
え
よ
う
と
い
う
意
図
は
ま
っ
た
く
無

か
っ
た
と
主
張
す
る
。
か
れ
の
挙
げ
る
論
拠
は
、
作
者
プ
ラ
ト
ン
は
自
ら
の
作
品
の
中
に
顔
を
見
せ
よ
う
と
し
な
い
点
で
、
歴
史
家
よ
り

は
悲
劇
作
家
に
共
通
す
る
態
度
を
と
っ
て
い
る
こ
と
、
対
話
篇
の
登
場
人
物
は
類
型
的
で
、
特
定
の
歴
史
的
個
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
な

い
こ
と
、

な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
ギ
ゴ
ン
の
立
論
の
最
大
の
特
徴
は
、

そ
の
文
芸
学
的
手
法
に
あ
る
。

つ
ま
り
、
当
時
、
プ
ラ
ト
ン
の

対
話
篇
以
外
に
も
数
多
く
の
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
文
学
」
が
書
か
れ
た
が
、

ま
ず
、

そ
れ
ら
す
べ
て
に
共
通
な
い
く
つ
か
の
文
芸
形
式
上
の
性



格
を
発
見
し
、

つ
ぎ
に
こ
の
一
般
法
則
な
い
し
理
論
を
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
に
も
当
て
は
め
て
考
え
る
と
い
う
や
り
方
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ

テ
ス
を
主
人
公
と
す
る
対
話
篇
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
ほ
か
、

ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
、

ア
イ
ス
キ
ネ
ス
、

ア
ン
テ
ィ
ス
テ
、
不
ス
、

ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ポ

ス

エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
、
パ
イ
ド
ン
、
と
い
っ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
た
が
、

そ
れ
ら
は
み
な
同
じ
性
格
の

作
品
で
あ
っ
た
と
、
ギ
ゴ
ン
は
考
え
る
。
こ
れ
ら
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
文
学
の
伝
え
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
す
べ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
の
思
想
の

代
弁
者
の
役
割
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、

し
た
が
っ
て
ま
た
、
歴
史
的
資
料
と
し
て
は
、
ど
れ
一
つ
と
し
て
信
用
で
き
る
も
の
は

な
い
。
こ
う
し
て
、
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
も
は
や
「
知
ら
れ
得
な
い
も
の
」
と
言
う
ほ
か
は
な
い
と

い
う
の
が
ギ
ゴ
ン
の
結
論
に
な
る
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
ギ
ゴ
ン
の
論
法
は
、

は
た
し
て
成
り
立
つ
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
文
芸
学
の
強
み
は
、
実
証
性
と
客
観
性
に
あ

る
。
あ
る
時
代
の
あ
る
タ
イ
プ
の
文
芸
作
品
群
が
あ
る
一
つ
の
性
格
を
も
つ
こ
と
が
一
般
理
論
と
し
て
確
か
め
ら
れ
て
い
て
、
あ
る
作
者
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の
あ
る
作
品
が
そ
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
こ
と
が
言
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
作
品
も
ま
た
そ
の
性
格
を
も
つ
こ
と
が
、
客
観
的
に
実
証
さ
れ
る
。

ひ
そ

し
か
し
、
こ
こ
に
は
ま
た
、
文
芸
学
の
弱
み
も
潜
ん
で
い
る
。
と
い
う
の
は
、
問
題
と
さ
れ
る
当
の
作
者
な
り
当
の
作
品
な
り
が
、
そ
の

一
般
理
論
に
と
っ
て
の
例
外
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
が
つ
ね
に
残
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、

そ
の
例
外
が
あ
る
ば
か
り
に
、

さ
き
の
文

芸
学
的
理
論
自
体
が
実
は
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
少
な
く
と
も
論
理
的
に
は
あ
り
う
る
。
た
と
え
ば
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
を
自
説
の

代
弁
者
と
し
て
使
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
プ
ラ
ト
ン
以
外
の
す
べ
て
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弟
子
た
ち
に
つ
い
て
事
実
で
あ
り
、

ま
た
フ
ラ
卜

ン
に
お
い
て
も
、
中
期
以
後
の
作
品
に
つ
い
て
は
事
実
で
あ
る
が
、
初
期
対
話
篇
に
つ
い
て
だ
け
は
例
外
で
あ
っ
て
、

そ
の
時
期
の
プ
ラ

ト
ン
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
実
際
の
対
話
を
で
き
る
か
ぎ
り
忠
実
に
な
ぞ
っ
て
い
た
、
と
考
え
る
こ
と
は
、
十
分
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
(
実
際
、

ギ
ゴ
ン
は
、

そ
の
へ
ん
の
と
こ
ろ
に
は
無
頓
着
で
、
プ
ラ
ト
ン
の
初
期
と
中
期
の
哲
学
的
内
容
の
大
き
な
違
い
を
、

ほ
と
ん
ど
全
く
意
に

北
大
文
学
部
紀
要



プ
ラ
ト
ン
と
‘
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス

介
し
て
い
な
い
J

と
こ
ろ
が
、

、
例
外
を
許
さ
な
い
、
と
い
う
よ
り
、
捌
例
外
後
見
つ
け
出
す
能
力
安
持
た
な
い
。
そ
れ
は
、

な
み

あ
る
共
通
の
表
面
的
形
式
そ
も
つ
作
品
な
ら
、
す
べ
て
を
等
し
並
に
扱
う
だ
け
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
お
期
の
作
品
も
中
期
の
作
品
も
、

ま
た
、
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
も
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の
対
話
篇
も
、

そ
し
て
、
哲
学
的
対
話
鱒
も
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
も
、
裁
酪
的
形
式
を
も
っ
と

い
う
だ
け
で
同
じ
理
論
が
適
熱
さ
れ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
文
芸
学
の
強
み

は
、
そ
の
学
構
的
方
法
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
、
当
の
文
芸
持
品
の
内
容
を
理
解
す
る
必

ま
っ
た
く
な
く
、

た
だ
外
晃
上
の
持
徴
だ
け
に

れ
ば
足
り
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
文
芸
学
の
方
法
は
、

し
た
が
っ
て
、
対
象
と

す
る
作
品
の
評
舗
に
は
爵
わ
ろ
う
と
し
な
い
。

つ
ま
り
、
当
の
作
品
が
芸
術
的
に
脳
後
れ
て
い
る
か
い
な
い

に
し
な
い
し

そ
れ

の
作
者
が
優
れ
た
芸
術
家
で
あ
る
か
否
か
を
期
間
細
胞
に
し
な
い

!
i
i
あ
る
い
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、

そ
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の
作
品
が
哲
学
と
し
て
優
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
歴
史
記
述
と
し
て
描
後
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、

そ
の
作
者
が
哲
学
者
と
し
て
榎
れ
て
い
る

か
ど
う
か
、
監
史
家
と
し

て
い
る
か
ど
う
か
を
も
問
問
題
に
し
な
い
。
と
な
れ
ば

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
文
芸
学
は
、
あ
る
作
品
が
芸

術
作
品
と
蓄
え
る
か
ど
う
か

る
か
ど
う
か
、

る
か
ど
う
か
も
、
判
断
す
る
資
格
を
持
た
な
い
こ
と
に
な
る
。

プ
ラ
ト
ン
が
作
品
化
し
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
歴
史
的
事
実
を
怯
え
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
判
断
す
る
資
格
も
、

し
た

が
っ
て
、
怪
し
い
も
の
に
な
ら
ざ
る

リ
イ
ぬ
み
品
、

-
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い
ま
、
抽
象
的
論
理
を
も
て
あ
そ
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

い
た
い
の
は

た
と
え
ば
、
哲
学

い
プ
ラ
ト

ン
が
、
師
と
仰
ぐ
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
裁
判
と
死
刑
を
見
守
っ
た
後

mmを
書
こ
う
と
し
た
か
1

1
哲
学
の
作
品
を
か
、
芸
術
の
作
品
を
か
、

慶
史
の
作
品
を
か

i
i
こ
の
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
が
想
像
し
、
推
測
し
、

そ
し
て
知
る
こ
と
が
で
会
る
た
め
に
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て

哲
学
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
、

そ
し
て
、

そ
こ
に
お
い
て
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
生
と
死
の
事
実
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い



、、

た
か
を
、
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
文
芸
学
で
は
な
く
て
、

ど
う
し
て
も
プ
ラ
ト
ン
の
作
品
の
内
面
に
わ
れ
わ
れ
自
身
が
入
り
込
ん
で
ゆ
く
ほ
か
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
他
で
も
な

ぃ
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
プ
ラ
ト
ン
と
と
も
に
哲
学
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
逆
に
、
こ
う
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
に
関
心
を
持
た
な
か
っ
た
な
ら
、

い
や
、

わ
れ
わ
れ
は
寸
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
は
何
で
あ
っ
た
か
」
と
問
う
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、

し
た
が
っ
て
「
ソ
ク

ラ
テ
ス
問
題
」
は
存
在
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
、
と
。
わ
れ
わ
れ
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
事
実
を
尋
ね
求
め
る
と
き
、

わ
れ
わ
れ
は
い
つ
も
プ
ラ

ト
ン
と
共
に
そ
れ
を
問
い
求
め
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
事
実
は
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
問
題
で

あ
っ
た
か
ら
、

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
プ
ラ
ト
ン
の
作
品
を
理
解
し
、

そ
れ
に
共
感
し
、

そ

だ
か
ら
、
作
品
の
内
部
的
理
解
に
関
わ
ら
な
い
文
芸
学
に
と
っ
て
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
問
題
に
な
り
え
な
い
。
ギ
ゴ
ン
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
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れ
を
さ
ら
に
知
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
な
ら
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
問
題
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

内
面
に
入
り
込
も
う
と
は
せ
ず
、
結
局
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
を
「
知
ら
れ
得
な
い
も
の
」
と
し
て
放
棄
し
た
。
か
れ
は
プ
ラ
ト
ン
に
関
心
を
も

た
な
か
っ
た
か
ら
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
も
本
当
に
は
関
心
を
も
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

四

ヴ
ラ
ス
ト
ス
の
見
解

近
年
に
お
け
る
卓
越
し
た
プ
ラ
ト
ン
学
者
で
あ
っ
た
ヴ
ラ
ス
ト
ス
(
の
思
想
弓
当
忠
吉
田
)

は
、
昨
年
の
秋
こ
の
世
を
去
っ
た
が
、

カ〉

れ
は
そ
の
晩
年
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
研
究
に
没
頭
し
て
い
た
。
か
れ
に
と
っ
て
「
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
の
問
題
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
作
品
の
内

北
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プ
ラ
ト
ン
と
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス

部
か
ら
必
然
的
に
顛
そ
も
た
げ
て
く
る
調
鰯
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、

{
7
)
 

か
れ
に
よ
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
の

は
、
ど
う
し
て

も
「
二
人
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
」

l
i
i

ク
ラ
テ
ス
」
と

ラ
ト
ン
の
ソ
ク
ラ
テ

-

1

6

が
震
る
こ
と

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
プ
ラ
ト
ン
の
作
品
の
中
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
い
う
間

の
名
欝
で
呼
ば
れ
て
い
る
人
物
が
、
実
は
非
常
に
輿
な
っ

た
l
i
i
互
い
に
対
立
す
る
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の

i
i
l
二
と
お
り
の

て
い
る
の
で
、
こ
の
二
人
を
ど
う
し
て
ち
区
裂
し
な

い
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ヴ
ラ
ス
ト
ス
は
、

そ

の
哲
学
の
内
容
と
方
法
の
相
違
を
、

わ
た
っ
て
詑
較

対
照
し
、

に
基
づ
い
て
、
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
を
一
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
。

ヴ
ラ
ス
ト
ス
の
結
論
は

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
一
一
つ
の
グ
ル

i
フ
と
は
初
期
対
露
瀧
群
と
中
期
対
話
議
群
で
あ
り
、
薦
者
の
「
ソ
ク
ザ
ブ
テ

が
壁
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
~
後
者
の
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
は
プ
ラ
ト
ン
自
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
ヴ
ラ
ス
ト
ス
に
よ
れ

ば
、
こ
の
結
論
は

一
段
離
を
経
て
導
か
れ
る
も
の
で
、
上
に
述
べ

一
議
論
だ
け
で
は
、
ま
だ
そ
の
結
論
は
出
て
こ
な
い
。
と
い
う
の

144 

は
、
上
の

る
こ
と
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
二
つ
の

に
対
{
め
し
て

人
の
「
ソ
ク
ラ
テ

i
i
i
ソ
ク
ラ
テ
ス
ー
と
ソ

ク
ラ
テ
ス

2
i
i
i
が
居
て
、
こ
の
こ
人
が
ま
っ
た
く
蒸
溜
な
哲
学
を
展
開
慌
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
だ
け
な
ら
、
プ

ラ
ト
ン
の
内
部
で
の

の
変
化
に
す
ぎ
な
い
か
も
知
れ
な
い
と
ヴ
ラ
ス
ト
ス
は
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
か
れ
は
、
こ
こ
か
ら
さ

ら
に
第
二
段
階
の

す
す
み
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
」
と
し
て
述
べ
て
い
る
も
の
が
、
中
中
小
さ
し
く
プ
ラ
ト
ン

の

ソ
ク
ラ
テ
ス
ー
の

一
致
し
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
寸
プ
ラ
ト
ン
の

と
し
て
述
べ
て
い
る
も
の
が
、
プ
ラ
ト
ン

の

一
致
す
る
こ

(
そ
し
て
さ
ら
に
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
を
も
接
関
し
て
、
)
こ
れ
に
よ
っ
て
、

プ
ラ
ト
ン
の
拐
賂
対
話
篇
の
哲
学
が
霊
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
で
あ
る
と
結
論
し
て
い
る
。

し
か
し
、
ヴ
ラ
ス
ト
ス
の
「
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
論
の

な
特
長
は

む
し

の

一
段
欝
の

あ
る
。
こ
の
議
論
は



プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
そ
の
も
の
が
、

そ
の
哲
学
的
内
容
か
、
り
し
て
内
部
的
必
然
的
に
、
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
存
在
|
|
お
よ
び
そ
の

人
と
哲
学
ー
ー
を
指
し
示
し
て
い
る
こ
と
を
、
ヴ
ラ
ス
ト
ス
自
身
が
考
え
て
い
る
以
上
に
強
力
に
証
明
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
プ

ラ
ト
ン
の
対
話
篇
の
「
二
人
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
」

の
哲
学
が
、
も
し
本
当
に
、
ヴ
ラ
ス
ト
ス
が
言
う
よ
う
に
、
「
同
一
の
頭
脳
に
宿
る
と
は

と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
」
「
さ
も
な
け
れ
ば
精
神
分
裂
症
の
頭
脳
で
あ
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
ほ
ど
に
異
な
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、

そ

れ
ら
は
プ
ラ
ト
ン
一
人
の
作
品
で
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
と
き
、

た
と
え
第
二
段
階
の
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
ほ
か
の

外
部
的
証
言
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
も
う
一
人
の
|
|
プ
ラ
ト
ン
自
身
で
な
い
方
の
|
|
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
実
際
に
は
、
作
者
で
あ

る
プ
ラ
ト
ン
を
素
直
に
信
じ
て
、
ま
さ
し
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
そ
の
人
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
最
も
自
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
前
提
に
な
っ

て
い
る
、
初
期
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
中
期
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
の
異
質
性
は
、

わ
れ
わ
れ
自
身
が
あ
ら
た
め
て
研
究
し
確
認
す
べ
き
問
題

だ
が
、
ヴ
ラ
ス
ト
ス
の
指
摘
す
る
十
項
目
は
そ
の
た
め
の
手
掛
か
り
に
な
る
。
と
に
か
く
、
ヴ
ラ
ス
ト
ス
は
、

わ
れ
わ
れ
が
「
ソ
ク
ラ
テ

「
h
d

凋
仏
&

τ
i
 

ス
問
題
」
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
と
き
、
必
然
的
に
、
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
の
哲
学
的
内
容
に
関
わ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
、
正
し
く
示
し

て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
ヴ
ラ
ス
ト
ス
は
、
プ
ラ
ト
ン
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
関
係
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
ど
う
捉
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
か
れ
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
証
言
に
依
拠
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
初
期
対
話
篇
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
が
、
こ

れ
と
は
別
に
、
プ
ラ
ト
ン
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
関
わ
り
の
中
に
、
初
期
の
プ
ラ
ト
ン
が
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
忠
実
に
伝
え
た
に
ち
が
い
な

い
と
い
う
必
然
性
を
、

な
に
か
見
出
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
ヴ
ラ
ス
ト
ス
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
と
一
見
ま
っ
た
く
正
反
対
の
こ
と
を
言
い
出
す
の
で
あ
る
。
か
れ
の
言
葉
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

北
大
文
学
部
紀
要



プ
ラ
ト
ン
と
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス

私
の
想
定
で
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
圧
倒
的
関
心
は
、
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
扱
っ
た
著
作
で
掲
げ
て
い
る
目
的
と
は
際
立
っ
て
対
照
的
に
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
を
、
記
憶
す
べ
き
も
の
と
し
て
保
存
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
新
た
に
創
り
出
す
こ
と
|
|
す
な
わ
ち
、
戯
曲
の
中
に
ソ
ク
ラ
テ
ス

の
哲
学
を
生
か
し
、
劇
中
の
人
物
に
ま
さ
し
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
や
っ
た
仕
方
で
哲
学
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
豊
富
な
記
憶
が
そ
こ
で
材
料
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
当
然
期
待
さ
れ
て
よ
い
。
だ
が
私
の
想
定
が
そ
の
こ
と
に
頼
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
私
の
主
旨
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
、
初

期
の
作
品
に
お
い
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
の
基
本
的
な
信
念
を
共
有
し
な
が
ら
、
す
で
に
、
こ
の
信
念
の
中
核
を
な
す
肯
定
命
題
や
、
否
定
命
題
や
、

判
断
保
留
す
べ
き
命
題
を
自
分
で
考
え
ぬ
く
と
い
う
仕
事
に
取
り
掛
か
っ
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
を
も
っ
た
対
話
相
手
を
登
場
さ
せ
て
ソ
ク
ラ
テ

ス
の
諸
命
題
を
こ
れ
ら
の
意
見
と
対
決
さ
せ
、
こ
れ
ら
を
論
駁
さ
せ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
仕
事
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
プ
ラ

ト
ン
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
を
再
現
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
出
現
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
自
ら
語
り
出
す
こ
と
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が
で
き
る
文
芸
形
式
を
採
用
し
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
の
哲
学
を
主
張
し
か
っ
擁
護
す
る
の
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
と
事
柄
で
あ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
と
、
プ
ラ
ト
ン
が
執
筆
し
て
い
る
時
点
で
プ
ラ
ト
ン
が
考
え
る
、

そ
の
こ
と
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
語
ら
せ
て
い
る
。
(
呂
強
調
は
ヴ
ラ
ス
ト
ス
)

ヴ
ラ
ス
ト
ス
の
こ
の
言
葉
は
、
歴
史
家
プ
ラ
ト
ン
を
正
面
か
ら
否
定
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、

ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
は

歴
史
家
で
あ
っ
た
。
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
は
、
自
分
の
著
作
の
目
的
は
、
自
分
が
実
際
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
会
話
に
立
ち
会
っ
て
聞
い
た
こ
と
の

報
告
で
あ
る
と
公
言
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
プ
ラ
ト
ン
は
、
そ
の
よ
う
な
類
い
の
こ
と
は
一
言
も
言
わ
な
い
。
か
れ
は
、
「
弁

明
』
に
お
い
て
だ
け
例
外
的
に
、
自
分
が
そ
の
裁
判
の
場
に
居
た
と
い
う
事
実
を
記
し
て
い
る
が
、

そ
れ
以
外
は
、
自
分
の
作
っ
た
ソ
ク

ラ
テ
ス
劇
に
自
分
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
は
な
く
、

か
え
っ
て
、
多
く
の
場
合
、
自
分
の
不
在
を
明
確
応
し
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
、
こ
れ

ら
初
期
の
作
品
を
、

そ
れ
以
後
の
す
べ
て
の
作
品
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
の
と
全
く
同
様
に
、
哲
学
の
仕
事
の
つ
も
り
で
書
い
て
い
る



の
で
あ
っ
て
、
伝
記
作
品
を
書
い
て
い
る
つ
も
り
は
な
い
の
だ
、
と
ヴ
ラ
ス
ト
ス
は
言
う
(
邑

lg)。

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
こ
と
は
、
哲
学
的
創
作
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
記
録
で
は
な
い
と
は
っ
き
り
否
定
し
て
い
る
。

つ
ま
り
か
れ
は
、
プ
ラ
ト
ン
が

ヴ
ラ
ス
ト
ス
の
こ
の
見
解
は
、

そ
れ
自
体
と
し
て
は
全
く
正
当
で
あ
り
、

わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
全
面
的
に
受
け
入
れ
て
よ
い
と
私
に
は

思
わ
れ
る
。
だ
が
、

そ
う
す
る
と
、
ヴ
ラ
ス
ト
ス
の
「
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
は
ど
う
な
る
の
か
。
ヴ
ラ
ス
ト
ス
は
、
最
終
的
に
は
、

ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
そ
の
他
の
証
言
と
の
一
致
を
根
拠
に
、
プ
ラ
ト
ン
初
期
対
話
篇
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
あ
る
こ
と
を
証

明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
も
し
そ
れ
が
、

か
れ
が
こ
こ
で
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
プ
ラ
ト
ン
に
よ
っ
て
「
新
し
く
創
り
出
さ
れ

た
」
ソ
ク
ラ
テ
ス
だ
と
す
る
と
、

そ
も
そ
も
初
め
か
ら
、
「
歴
史
的
」

ソ
ク
ラ
テ
ス
と
は
一
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ヴ
ラ
ス
ト
ス
は
矛

盾
し
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
矛
盾
は
見
掛
け
だ
け
の
も
の
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
や
ら
、
ヴ
ラ
ス
ト

ス
の
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
、
も
う
少
し
注
意
深
く
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
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思
い
出
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
生
き
て
い
る
ソ
ク
ラ
テ
ス

検
討
す
べ
き
こ
と
は
、
ヴ
ラ
ス
ト
ス
が
、
プ
ラ
ト
ン
の
初
期
対
話
篇
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
つ
い
て
、
何
を
否
定
し
、
何
を
肯
定
し
て
い
る

の
関
心
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
を
記
憶
す
べ
き
も
の
と
し
て
保
存
す
る
こ
と
が
プ
ラ
ト
ン
の
第
一

し
た
が
っ
て
ま
た
、
著
作
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ン
の
関
心
は
、
そ
の
点
で
、
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の
そ
れ

わ
れ
わ
れ
は
、
ヴ
ラ
ス
ト
ス
が
こ
こ
で
、
プ
ラ
ト
ン
が
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
記
憶
を

か
で
あ
る
。
ま
ず
か
れ
が
主
張
し
て
い
る
の
は
、

と
は
違
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、

保
存
し
得
た
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
プ
ラ
ト
ン
の
目
的
と
関
心
が
そ
こ
に
な
か
っ
た
と
し

北
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プ
ラ
ト
ン
と
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス

て
も
、

か
れ
が
結
果
的
に
そ
れ
を
実
現
し
え
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
に
、
ヴ
ラ
ス
ト
ス
は
、
豊
富
な
記

憶
が
実
際
に
そ
こ
に
用
い
ら
れ
た
蓋
然
性
な
い
し
は
必
然
性
を
否
定
し
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
が
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
つ
い

て
の
か
れ
自
身
の
記
憶
、

お
よ
び
か
れ
の
身
近
な
ひ
と
び
と
の
記
憶
を
材
料
と
し
て
用
い
、

そ
の
結
果
と
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
つ
い
て
の

正
確
な
記
憶
を
保
存
し
得
た
こ
と
と
、
プ
ラ
ト
ン
が
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
こ
と
自
体
に
か
れ
の
目
的
を
置
い
て
い
な
か
っ
た

」
と
と
は
、
両
立
す
る
。
否
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
も
し
プ
ラ
ト
ン
が

ソ
ク
ラ
テ
ス
と
そ
の
哲
学
に
深
い
敬
愛
の
念
を
い
だ
き

そ
の
富
R

の

姿
を
知
る
こ
と
に
全
霊
を
傾
け
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、

そ
の
時
期
の
プ
ラ
ト
ン
が
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
歴
史
的
事
実
に
つ
い
て

も
、
そ
の
最
も
本
質
的
な
部
分
を
他
の
誰
に
も
ま
し
て
正
確
に
把
握
し
、

そ
の
結
果
と
し
て
、

わ
れ
わ
れ
に
そ
れ
を
伝
え
得
て
い
る
こ
と

は
、
む
し
ろ
必
然
の
理
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
真
実
を
と
い
う
だ
け
で
な
く
て
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
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つ
い
て
の
個
々
の
歴
史
的
事
実
に
つ
い
て
、
プ
ラ
ト
ン
ほ
ど
に
多
く
を
わ
れ
わ
れ
に
伝
え
て
く
れ
た
者
は
、
他
に
い
な
い
だ
ろ
う
。
愛
す

る
者
が
知
る
者
だ
か
ら
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
哲
学
を
求
め
る
の
と
同
じ
情
熱
を
も
っ
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
知
ろ
う
と
し
た
。
と
い
う
よ
り
、

む
し
ろ
、
両
者
は
同
義
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
を
読
め
ば
読
む
ほ
ど
、

そ
の
こ
と
を
確
信
す
る
よ
う
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
の

多
く
が
、
プ
ラ
ト
ン
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
の
は
、
こ
の
こ
と
に
よ
る
。

そ
れ
で
は
次
に
、
プ
ラ
ト
ン
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
を
「
新
た
に
創
り
出
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
と
か
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
を
再
現

し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
「
出
現
さ
せ
て
い
る
」
の
で
あ
る
と
い
う
、
ヴ
ラ
ス
ト
ス
の
見
解
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
プ
ラ
ト
ン
の
ソ
ク
ラ

テ
ス
が
「
創
作
さ
れ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
」

で
あ
り
な
が
ら
、

な
お
か
つ

「
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
」

で
あ
る
と
考
え
る
余
地
は
あ
り
う
る
か
。

あ
り
う
る
、

と
私
は
思
う
。
そ
し
て
、
ヴ
ラ
ス
ト
ス
も
そ
う
考
え
て
い
る
、
と
思
う
。
か
れ
の
言
葉
を
見
ょ
う
。
ま
ず
、
ヴ
ラ
ス
ト
ス
は
、

プ
ラ
ト
ン
が
創
り
出
し
、
出
現
さ
せ
て
い
る
の
は
、
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
」
哲
学
で
あ
る
と
、
繰
り
返
し
言
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け



れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
、
単
に
プ
ラ
ト
ン
が
、
自
分
で
創
り
出
し
た
作
品
に
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
」

か
ぷ

の
名
前
を
冠
せ
た
だ
け
の
も
の

で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ヴ
ラ
ス
ト
ス
自
身
が
与
え
て
い
る
説
明
に
従
え
ば
、
「
新
た
に
創
り
出
し
た
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
「
戯
曲

の
中
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
を
生
か
し
、
劇
中
の
人
物
に
ま
さ
し
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
や
っ
た
仕
方
で
哲
学
さ
せ
た
」
と
い
う
こ
と
だ
か
ら

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ヴ
ラ
ス
ト
ス
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
中
に
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
」
が
「
生
き
て
」

い
る
と
考
え
て
い
る

の
で
あ
る
。

ヴ
ラ
ス
ト
ス
が
こ
こ
で
い
ち
ば
ん
言
い
た
い
こ
と
は
、

お
そ
ら
く
、
プ
ラ
ト
ン
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
「
思
い
出
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
」

で
は
な

く
て
「
生
き
て
い
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

か
れ
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
つ
い
て
の
豊
富
な
記
憶
を
材

料
に
し
た
こ
と
は
認
め
る
け
れ
ど
も
、
自
分
の
想
定
が
そ
の
こ
と
に
頼
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、

と
一
一
百
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
ヴ
ラ
ス

ト
ス
が
プ
ラ
ト
ン
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
認
め
る
の
は
、

そ
れ
が
記
憶
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
で
は
な
い
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と
い
う
の
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

か
れ
は
こ
こ
で
プ
ラ
ト
ン
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
記
憶
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
否
定
し
て
い

る
の
で
は
な
い
。
ヴ
ラ
ス
ト
ス
の
否
定
の
意
味
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
あ
る
根
拠
が
、
実
証
的
な
、
記

憶
の
信
濃
性
に
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

一
言
で
言
え
ば
、
プ
ラ
ト
ン
は
歴
史
家
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
は
、
歴
史
家
と
し
て
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
思
い
出
」
を
書
い
た
。
か
れ
は
、

か
れ
の
記
述
が
事
実
で
あ
る
こ
と
の
保
証
と

し
て
、
自
分
自
身
が
現
場
に
い
て
自
分
自
身
が
見
聞
し
た
の
だ
と
い
う
点
を
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
た
。
歴
史
家
は
過
去
の
事
実
を
記
録

す
る
。
そ
れ
は
事
実
を
記
憶
に
と
ど
め
、
保
存
し
、
後
の
世
に
残
す
た
め
で
あ
る
。
過
去
の
事
実
は
、
事
実
で
あ
る
限
り
不
変
で
あ
り
、

動
く
こ
と
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
過
去
は
死
ん
で
お
り
、
二
度
と
生
き
返
る
こ
と
は
な
い
。
た
し
か
に
、
「
歴
史
の
教
訓
を
活
か
す
」
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プ
ラ
ト
ン
と
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス

と
は
言
わ
れ
る
が
、
活
か
さ
れ
る
の
は
教
訓
で
あ
っ
て
、
歴
史
の
事
実
で
は
な
い
。
人
の
心
の
中
に
「
生
き
続
け
る
」
思
い
出
も
、
永
遠

に
変
わ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
こ
そ
、

そ
う
言
わ
れ
る
。
歴
史
の
書
物
は
、
過
去
を
わ
れ
わ
れ
の
前
に
「
生
き
生
き
と
」
再
現
し
て
く
れ
る

が
、
そ
れ
は
写
真
や
記
録
映
画
と
同
様
で
あ
っ
て
、
何
度
繰
り
返
し
読
み
直
し
て
も
、

そ
の
内
容
は
変
わ
ら
な
い
。
個
人
に
つ
い
て
の
歴

史
で
あ
る
伝
記
に
つ
い
て
も
、
全
く
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
な
歴
史
を
書
い
た
。

あ
る
い
は
、
少
く
と
も
、

そ
の
よ
う
な
姿
勢
で
書
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
か
れ
は
、

そ
れ
が
動
か
な
い
事
実
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
ヴ
ラ
ス
ト
ス
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
プ
ラ
ト
ン
は
歴
史
家
で
は
な
く
て
哲
学
者
で
あ
っ
た
。
プ
ラ
ト
ン
の
意
図
は
、
死
ん
だ

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
記
憶
を
保
存
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
を
自
分
の
作
品
の
中
に
生
か
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
た
だ
し
、

そ

A
U
 

F
h
u
 

唱

i

れ
は
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
を
作
品
の
中
に
生
き
生
き
と
描
き
出
す
こ
と
と
は
違
う
。
そ
れ
で
は
歴
史
や
文
学
と
同
じ
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
。
プ
ラ
ト
ン
が
し
た
こ
と
は
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
哲
学
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
自
分
で
哲
学
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て

初
め
て
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
は
生
き
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。
哲
学
と
は
、
学
説
で
は
な
く
て
、
生
活
だ
か
ら
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
、

そ
れ
を
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
を
登
場
さ
せ
て
対
話
篇
を
書
く
と
い
う
か
た
ち
で
行
な
っ
た
。

つ
ま
り
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
対
話
篇
を
書
き
つ

a

つ
け
る

と
い
う
仕
事
あ
る
い
は
生
活
に
よ
っ
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
を
自
分
の
身
に
引
き
受
け
、
そ
れ
を
自
分
で
生
き
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

い
の
ち

哲
学
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
魂
で
あ
り
生
命
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
を
プ
ラ
ト
ン
が
引
き
継
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
れ
の
中
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
が

生
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。

プ
ラ
ト
ン
の
目
的
は
、
結
局
、
自
分
が
哲
学
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
ヴ
ラ
ス
ト
ス
が
、
プ
ラ
ト
ン
の
圧
倒
的
関
心
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲

学
を
、
記
憶
す
べ
き
も
の
と
し
て
保
存
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
「
新
た
に
創
り
出
す
」
こ
と
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
る
の
は
、

そ
の
こ
と



ソ
ク
ラ
テ
ス
の
欝
学
を
記
憶
し
保
存
す
る
だ
け
で
は

る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

る
た
め
に
は

哲
学
の
生
活
安
自
ら
生
き
、
哲
学
す
る
こ

で
郵
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ぞ
れ
は
、
簡
単
に
蓄
え
ば
、
自
分
で
考
え
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
分
で
自
分
の
論
理
を
作
り
出
す
こ
と

先
輩
の

一一=ロつ

i
l
i
そ
れ
が
教
説
で
あ
れ
、

で
あ
れ
ー
ー
そ
の

の
よ
う
に
繰
り
巡
す
だ
け
で
は
、
ま
だ
そ
れ
を
理
解
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
の
は
明
白
だ
ろ
う
。
理

解
し
た
と
言
え
る
た
め
に
は

そ
の
言
葉

の
も
の
に
し
だ
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
自
分
の
も
の
と
し
て
盟
定

し
保
存
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
自
分
の
も
の
と
し
て
生
か
し
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
与
る
こ
と
、

い
換
え
れ
ば
、
そ
の
議
翠
そ

新
し
い

に
適
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
と
き
ひ
と
は
、

そ
の
理
解
を
、
新
し
い
自
分
の
一
言
葉

い
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

だ
が
こ
れ
は
、
す
で
に
、

の
論
理
を
新
た
に
議
遺
し
た
の
と
悶
じ
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ヴ
ラ
ス
ト
ス

ザ
」
、

J
U
 

ぞ
れ
は
異
体
的
に
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
の
基
本
的
な
情
念
を
共
苔
し
な
が
ら
、

さ
ま
ざ
ま

っ
た
対
話
相
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手
を
登
場
主
せ
て
、

ソ
ク
ラ
テ
ス

こ
れ
ら
の
意
見
と
対
決
さ
せ
、
こ
れ

て
い
る
」
ま
さ
に
そ
の
仕
事
の
こ
と
で

こ
の
対
決
と
論
駁
に
お
い
て
、
プ
ラ
ト
ン
は
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
の
哲
学
を
主
張
し
か
っ
擁
護
す
る
の
に
も
っ
と

も
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
と
事
柄
で
あ
る
と
、
プ
ラ
ト
ン
が
品
執
筆
し
て
い
る
時
点
で
プ
ラ
ト
ン
が
考
え
る
、

あ
り
、

そ
の
こ
と
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
語
ら

せ
て
い
る
」
(
強
調
は
ヴ
ラ
ス
ト
ス

の
で
あ
る
。
ヴ
ラ
ス
ト
ス
が
、

ラ
ト
ン
は

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
を
再
現
し
て
い
る
の
で
は
な

く
て
出
現
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
」

っ
て
い
る
こ
と
の
意
味
も
、
以
上
の
こ
と
か
ら
、

ほ
ぼ
明
ら
か
だ
ろ
う
。
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プ
ラ
ト
ン
と
燦
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス

剛必剛附

J九

摸

数

だ
が
、
こ
こ

な
疑
問
問
が
生
ず
る
。
ヴ
ラ
ス
ト
ス
が
も
し
そ
う
い
う
こ

う
と
し
た
の
だ
と
し
た
ら
、

か
れ
は
、
ブ
ラ
ト

ン
が
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
」
暫
学
を
創
り
出
し
た

べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
プ
ラ
ト
ン
は
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
名

て
、
プ
ラ
ト
ン
自
身
の
哲
学
を
鋭
り
出
し
た
の
で
は
な
い
か
。
プ
ラ
ト
ン
が
自
ら
哲
学
受
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の

哲
学
が
生
会
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
良
い
と
し
よ
う
。
だ
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
プ
ラ
ト
ン
は
自
分
で
哲
学
す
る
の
で
な

い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も

そ
れ
で

ソ
ク
ラ
テ
ス
を
生
か
す
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の

9hM 

w
h
d
 

唱
-
4

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
も
は
や
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
」
哲
学
で
は
な
く
て
す
で
に

ラ
ト
ン
の
」
哲
学
に
な
っ
て

魂
で
あ
り
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
替
わ
ば
醤
学
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、

ラ
ト
ン
が
自
自

仕
方
で
哲
学
し
た
と
し
て
も
、

そ
こ
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
立
派
に
強
か
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
「
ソ
ク
ラ
テ
ス

、
一
一
一
一
一
口
わ
ば
ソ
ク
ラ
テ
ス
の

肉
体
の
よ
う
に
識
び
去
っ
た
も
の
℃
あ
っ
て
、
も
は
や
プ
ラ
ト
ン
が
こ
れ
に
束
縛
さ
れ
る
理
弱
は
な
か
っ
た
は
ず
で
は
な
い
か
。
プ
ラ
ト

ン
は
ソ
ク
ラ
テ
ス

し
て

る
の
が
当
然
で
あ
り
、

む
し
ろ
、

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
努
め
て
、

か
れ
は
本
当
の
意

味

で
哲
学
す
る
こ

で
き
る
よ
う
に
な
る
。
い
つ
ま
で
も
康
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
拘
泥
し
続
け
る
こ
と
は
、

で
は

あ
っ
て
お
、
創
造
的
な
哲
学
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
で

、
あ
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
「
思
い
出
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
」

」
と
に
な
っ
て
し
ま
う
σ

こ
の
疑
需
は
、

見
立
派
な
疑
問
問
だ
が
、

い
う
い
と
な
み
の
実
欝
を
離
れ
た
抽
象
論
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
、
プ
ラ



ト
ン
が
哲
学
の
歩
み
を
す
す
め
て
い
っ
た
道
程
を
無
視
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
か
れ
の
哲
学
が
最
初
か
ら
か
れ
独
り
の
哲
学

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
「
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
」
を
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
」

か
ら
峻
別
で
き
る
と
い
う
考
え
方
は
、
。
フ

ラ
ト
ン
の
中
期
以
後
の
哲
学
に
つ
い
て
は
当
て
は
ま
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
初
期
に
つ
い
て
は
妥
当
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
プ
ラ
ト
ン
が
、

自
ら
の
哲
学
の
歩
み
を
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
を
模
倣
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
疑
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

れ
は
、
哲
学
す
る
こ
と
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
学
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、

は
、
プ
ラ
ト
ン
が
、
哲
学
す
る
こ
と
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
学
ん
だ
と
い
う
こ
と
ま
で
、
疑
っ
て
か
か
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
で
は
、
か

ま

ね

一
口
に
言
っ
て
、
真
似
る
こ
と
に
よ
っ

て
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
学
ぶ
こ
と
は
真
似
る
こ
と
だ
と
言
わ
れ
る
。
プ
ラ
ト
ン
も
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
を
真
似
て
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
対

話
篇
を
書
い
た
の
で
あ
る
。

ふ
む
つ
ん
」
4

。、
わ
れ
わ
れ
は
、

そ
の
前
に
、
プ
ラ
ト
ン
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
の
さ
ま
を
じ
っ
と
見
守
り
、

そ
の
や
り
と
り
に
ひ
た
す
ら

qa 
zu 

旬
E
A

耳
を
傾
け
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
と
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
多
分
、
プ
ラ
ト
ン
が
哲
学
に
興
味
を
持
ち
始
め
る
で
あ

ろ
う
十
五
歳
の
頃
よ
り
後
の
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
か
ら
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
刑
死
の
時
、

|
|
プ
ラ
ト
ン
が
二
十
八
歳
の
頃
ー
ー
ま
で
の
、

お
よ
そ
十
年
ほ
ど
を
考
え
れ
ば
良
い
だ
ろ
う
。
こ
の
時
期
の
プ
ラ
ト
ン
は
、

ま
だ
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
を
|
|
つ
ま
り
哲
学
を
|
|
真

似
る
力
量
は
な
く
、

た
だ
ひ
た
す
ら
注
意
深
く
師
の
対
話
を
聞
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、

か
れ
の
年
齢
が
進
む
に
つ
れ
て
、

プ
ラ
ト
ン
自
身
も
、

か
れ
の
兄
た
ち
の
グ
ラ
ウ
コ
ン
や
ア
デ
イ
マ
ン
ト
ス
が

『
国
家
」

の
中
で
し
て
い
る
よ
う
に
、
直
接
ソ
ク
ラ
テ
ス
に

質
問
し
、

さ
ら
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
相
手
役
を
つ
と
め
る
機
会
も
生
じ
て
き
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
も
、
時
に
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
見
聞
き

し
て
い
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
の
あ
り
さ
ま
を

ち
ょ
う
ど

『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』

の
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
が
し
た
よ
う
に
(
盟
国

gw

呂
町
色
町
役

HSEω
同
)
、
「
家
へ
帰
る
と
直
ぐ
に
、
自
分
の
心
覚
え
と
し
て
書
き
留
め
て
お
い
た
」
こ
と
さ
え
、
十
分
に
想
像
で
き
る
。
だ
が
、

北
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こ
の
時
期
の
プ
ラ
ト
ン
は
、

ま
だ
ソ
ク
ラ
テ
ス
対
話
第
を
自
ら
試
み
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
プ
ラ
ト
ン
が
、
す
で
に
、
当
時
哲
学
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の

i
i
i
た
と
え
ば
ア
ナ
ク

ラ
ス
の
哲
学

i

|
に
興
味
後

持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、

ら
れ
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
「
パ
イ
ド

の
中
で
、
若
い
頃
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
経
験
と
し

れ
て
い
る
こ
と
(
同

MZcw
、
骨
誌
を
ゆ
@
l
宰
)
は
、
も
し
か
す
る
と
プ
ラ
ト
ン
自
身
の
経
験
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ

が
ど
う
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
そ
れ
以
上
に
、
プ
ラ
ト
ン
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
魅
惑
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
ほ
う
が
壌
か
に
愛
護
で
あ
る
。
つ
ま

社

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
魅
か
れ
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
哲
学
に
離
か
れ
た
に
違
い
な
い
。
か

り

で
は
、
プ
ラ
ト
ン
は
、
初
め
、

れ
に
と
っ
て
は
、
「
哲
学
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
よ
う

と
い
う
こ
と
と
ほ
と
ん
ど
需
義
で
あ
り
、
こ
の

こ
と
に
、

か
れ
は
懐
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
は

に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
哲
学
へ
の

は
、
ま
だ
願
望
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で
あ
っ
て
、

の
も
の
で
は
な
い

G

ぞ
れ
が
探
求
と
い
う
行
為
に
な
る
と
き
、
詰
め

る
こ
と
が
始
ま
る
。

「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
よ
う
に
哲
学
す

〕
と
に
撞
れ
た
プ
ラ
ト
ン
は

そ
の
こ
と
を
、

ソ
ク
ラ
テ

い
う
仕
方

め
た
。
そ
れ
は
、
異
体
的
に
は
、
ヴ
ラ
ス
ト
ス

っ
て
い
た
よ
う
に
、

の
登
場
人
物
に
、
ま
さ
し
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
や
っ
た
仕

で
哲
学
さ
せ
る
」
こ
と
、

で
言
え
ば
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
の
仕
方
を
葉
桜
る
こ
と
で
み
っ
た
。
学
問
や
慕
術
な
ど
、
創
造
的
な

仕
事
の
分
野
で
は
、
能
人
の
真
似
を
す
る
こ
と
つ
ま
り
模
倣
は
、
多
く
の
場
合
、
非
難
議
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
も
ち
ろ
ん
、
入
ま
ね
で

は
自
分
の

は
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
し
、
学
問
に
お
い
て

に
お
い
て
も
、

段
階
に
お
い
て
は
、

模
倣
は
そ
の
重
要
な
手
段
で
あ
り
、
見
方
に
よ
っ
て
は
唯
一
の
手
段
で
さ
え
あ
る
。
そ
し
て
、

お
そ
ら
く
こ
れ
と
間
関
連
す
る
こ

実
は
模
倣
と
製
作
は
必
ず
し
も
矛
麗
し
な
い
。

つ
ま
り
、
摸
倣
が
創
作
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ

あ
る
。
こ
の
点
は
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
と

プ
ラ
ト
ン
の
関
係
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
探
究
の
核
心
に
欝
わ
る
こ
と
な
の
で
、
少
し

γ寧
に
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



七

模

倣

と

創

作

模
倣
と
創
作
の
関
係
を
理
解
す
る
た
め
に

一
つ
の
分
り
や
す
い
モ
デ
ル
と
し
て
、

い
ま
、
書
道
に
お
け
る
習
字
を
取
り
上
げ
て
み
よ

ぅ
。
中
国
や
日
本
に
は
、
美
し
い
文
字
を
書
く
こ
と
を
目
標
と
す
る
、
書
道
と
よ
ば
れ
る
芸
術
が
あ
る
。
そ
の
初
歩
を
習
字
と
言
う
が
、

そ
れ
を
真
似
て
、
自
分
で
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
文
字
を
書
い
て
ゆ
く

そ
の
一
般
的
な
方
法
は
、
手
本
を
前
に
置
き
、
こ
れ
を
見
な
が
ら
、

も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
初
め
か
ら
同
じ
よ
う
に
は
書
け
な
い
か
ら
、
何
遍
も
何
遍
も
練
習
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

そ

の
目
的
は
あ
く
ま
で
も
明
確
で
あ
っ
て
、
手
本
と
そ
っ
く
り
同
じ
様
な
文
字
を
書
け
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
こ
れ
は
言

う
ま
で
も
な
く
、
模
倣
で
あ
る
。
し
か
し
、

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
に
す
で
に
創
作
の
要
素
が
入
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
見
落
し
て
は
な
ら

E
U
 

F
h
υ
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九
しそ

の
一
つ
は
、
文
字
を
自
分
で
書
く
と
い
う
こ
と

つ
ま
り
、
手
本
を
真
似
な
が
ら
で
は
あ
っ
て
も
、
文
字
の
形
を
と
に
か
く
自
分
で

作
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
、
習
字
と
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
・
コ
ピ
ー
と
の
違
い
が
あ
る
。
模
倣
は
複
写
と
同
じ
で
は
な
い
。
手
本
を
見

な
が
ら
で
は
あ
っ
て
も
、
自
分
で
文
字
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
文
字
は
と
も
か
く
自
分
の
作
品
に
な
る
。
そ
こ
に
は
、
自
分
で
作

り
出
す
と
い
う
過
程
が
入
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
同
じ
手
本
を
見
て
書
い
た
生
徒
た
ち
の
作
品
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
そ

れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
個
性
が
現
わ
れ
て
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
作
品
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
さ
ら
に
、
習
字
に
お
け

る
模
倣
が
複
写
と
同
じ
で
な
い
こ
と
は
、
そ
の
目
的
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
複
写
の
目
的
は
原
物
と
同
じ
も
の
を
作
る
こ
と
で
あ
る
が
、

習
字
の
目
的
は
、
手
本
と
同
じ
も
の
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
、

つ
ま
り
技
術
の
習
得
に
あ
る
。
自
分
で
書
か
な
け
れ
ば

北
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な
ら
な
い
の
も
、
技
術
を
身
に
つ
け
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
創
作
の
た
め
で
あ
る
。
技
術
が
美
し
い
文

{
子
を
創
り
出
す
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

よ
っ
て
習
得
さ
れ
る
技
術
は
、
文
字
の
形
の
と
り
芳
、
筆
の
使

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
技
術
は
、

そ
れ
に
よ
っ
て
作
り

出
さ
れ
た
文
字
あ
る
い
は
そ
の
形
と
は
区
別
さ
れ
る
。
技
術
は
麗
密
で
あ
り
、
文
字
の
形
は
そ
の
結
果
で
あ
る
。
し

っ
て
、
習
字
に

よ
る
技
術
の

、
手
本
の
文
字
を
美
し
く
書
く
だ
け
で
な
く
、

い
文
字
を
生
み
出
す
原
因
に
ま
で
鶏
っ
て
、
こ
れ
を
自
分
の
も

の
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
、
美
し
い
文
字
晶
化
自
分
で
書
け
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も

こ
れ
は
、
同
時
に
、
指
摘
出
加
の
文
字
か
ら
普
遍
的
な
技
術
へ
護
る
こ
と
で
も
あ
る
。
私
た
ち
は
、
手
本
を
模
倣
し
て
そ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
手
本
と
開
じ
形
の

っ
け

よ
う
に
な
る
ば
か
り
で
は
な
く
、

そ
れ
と
は
到
の
文
字
も
、
閉
じ
離
に
美
し
く
書

く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
は
、
技
術
と
い
う
も
の
が
、
他
の
場
合
に
も
応
用
の
利
く
、

そ
の

156 

意
昧

の
だ
か
ら
で
あ
る
。
技
術
の
習
得
の
意
識
は
、
ま
さ
に
こ
の
、
新
し
い
文
字
の

申
ほ

あ
る
。
こ
う
し
て
こ
こ
に
、
上
り
道
と
下
り
識
か
ら
な
る

で
作
り
出
し
て
ゆ
く
こ
と

が
で
品
目
る
よ
う
に
な
る
と
い

つ
の
回
路
が
彰
戒
さ
れ
る
可
能
性
が
出

で
く
る
。
手
本
を
模
倣
す
る
こ
と
は
、
古
人
の
技
諜
の
結
果
で
あ
る
個
別
の
文
字
を
書
く
こ
と
か
ら
出
発
し
て
、

そ
れ
を
麓
み
出
す
原
臨

で
あ
る
設
箭
へ

り
ゆ
く
道
で
あ
り
、
下
り
道
は
、
こ
う
し

れ
た
技
術
の
議
灘
的
な
応
用
力
を
新
た
な
場
一
聞
に
適
用
し
て
、

個
々
の

形
を
自
分
で
富
市
加
に
作
り
出
し
て
ゆ
く
創
作
の
過
程
で
あ
る
。

丸 "

の

り
道
と
下
り
道
は
、
技
鋳
の
習
得
と
技
鋳
の

し
て
見
れ
ば

つ
の
事
柄
と
し
て
明
確
に
区
関
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
怠
い
。

し
か
し
、
実
擦
の
模
倣
に
お
い
て
は
、
こ
の

つ
ね
に
同
持
に
、

あ
る
い
は
突
互
に
、

。
手
本
を
開
凡
な
が
ら
そ
れ
を
模
倣

し
て
書
い
て
み
る
と
い
う
作
業
は
、
技
捕
を
習
得
し
な
が
ら
こ
れ
を
発
揮
し
、
ま

な
が
ら
習
得
す
る
と
い
う
議
謹
だ
か
ら
で
あ



る
。
こ
こ
に
は
、
見
る
た
め
に
書
く
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
模
倣
の
た
め
に
創
作
す
る
と
言
う
こ
と
が
あ
る
。
模
倣
と
創
作
が
共
存
し
う

る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
ま
ず
こ
の
意
味
で
理
解
さ
れ
る
。

八

形

臨

と

意

臨

と
こ
ろ
で
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
模
倣
は
あ
く
ま
で
も
技
術
の
習
得
の
た
め
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
本
当
の
創
作
を
目
指
す
も
の
で
あ
る

ほ
う
し
よ

か
ら
、
模
倣
を
脱
却
し
て
創
作
に
移
行
す
る
過
程
と
い
う
も
の
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
書
道
で
は
、
意
臨
と
か
倣
書
と
呼
ば
れ
る
段
階

が
こ
れ
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
手
本
を
真
似
て
書
く
こ
と
は
「
臨
書
」
と
言
わ
れ
る
が
、
書
の
専
門
家
は
こ
れ
に
「
形
臨
」
と
「
意

臨
」
の
二
段
階
を
区
別
し
、
前
者
か
ら
後
者
へ
進
む
べ
き
も
の
で
あ
る
と
説
く
。
形
臨
と
は
、
も
っ
ぱ
ら
文
字
の
形
を
真
似
る
こ
と
、
意

こ
こ
ろ

臨
と
は
そ
の
意
を
真
似
る
こ
と
と
い
っ
た
意
味
で
あ
ろ
う
。
初
学
者
は
手
本
の
一
つ
一
つ
の
文
字
を
同
じ
形
に
書
く
こ
と
が
精
一
杯
だ
が
、

ヴ，

e
F
h
d
 

唱

i

練
習
に
よ
っ
て
筆
の
勢
い
や
緩
急
の
リ
ズ
ム
ま
で
を
体
得
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
文
字
の
大
小
や
肥
痩
や
濃
淡
や
潤
渇

ゃ
、
行
の
構
成
の
変
化
を
学
び
、
手
本
全
体
の
背
後
に
あ
る
造
形
感
覚
あ
る
い
は
美
意
識
と
い
っ
た
も
の
ま
で
も
共
有
で
き
る
よ
う
に
な

る
。
こ
の
高
度
の
技
術
を
習
得
す
る
段
階
で
の
臨
書
が
意
臨
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
美
意
識
を
模
倣
す
る
臨
書
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ

な
い
。
こ
う
し
て
、
手
本
の
法
帖
を
様
々
な
面
か
ら
研
究
し
、
十
分
に
練
習
を
積
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
習
者
は
、
手
本
の
高
度
な
技
術

を
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
意
臨
の
段
階
に
到
達
し
た
と
き
、
手
本
で
あ
る
作
品
と
そ
れ
を
臨
書
し
た
作
品
と
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ

う
か
。
こ
こ
で
意
臨
に
つ
い
て
二
つ
の
解
釈
が
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
意
臨
と
は
、
手
本
の
文
字
の
形
を
含
め
て
、

北
大
文
学
部
紀
要



プ
ラ
ト
ン
と
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス

さ
ら
に
行
の
構
成
か
ら
美
意
識
ま
で
を
全
体
的
に
模
倣
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
臨
書
?
あ
る
と
い
う
解
釈
で
あ
り
、
地
の
一
つ
は
、
手
本

の
形
や
構
成
に
は
と
ら
わ
れ
ず
に
、

け
を
共
有
す
る
議
警
が
意
臨
で
あ
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。

い
換
え
れ
ば
、
第

の

味
で

、
い
わ
ば
車
臨
の
苑
成
で
あ
り
、

の
鐙
臨
は
、
形
臨
の
脱
却
で
あ
る
。

龍
書
と
い
う
も
の
が
手
本
の
模
倣
℃
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

の
意
味
で
の

こ
そ
が
最
高
度
の

で
あ
り
、
こ
れ

以
外
に
議
警
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

な
ら
、
模
倣
で
あ
る
以
上
は
、
す
べ
て
形

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
築
の

勢
い
で
あ
ろ
う
と
リ
ズ
ム
で
あ
ろ
う
と
、
行
の
構
成
で
あ
ろ
う
と
、
手
本
全
体
の

で
は
形
で
あ
る
。

る
と
言
っ
て
も
、

い
意
味
で
の
形
に
現
わ
れ
た
そ
れ
を

て
模
倣
す
る
ほ
か
は
な
い
。
お
よ
そ
形
に
現
わ
れ
な
い

技
櫛
は
存
在
し
な
い
。
彰
に
表
現
で
き
な
い
よ
う
な
技
街
は
、
技
術
と

な
い
。
か
り
に
そ
の
よ
う
な
も
の
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が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を
学
ぷ
意
味
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

、
厳
密
な
意
味
で
は

す
べ
て
形
認
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し

、
高
度
な
形
態
と
し
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
書
の
専
門
家
た
ち
の
苦
う
意
臨
は
、

は
、
第

で
の
そ
れ
を
援
す
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
で
は
、

か
れ
ら
は

こ
と
を
{
一
出
回
っ
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、

そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
に
は
い
く
つ
か
の
正
当
な
理
由
が
あ

つ
の
主
要

な
理
由
は
、
手
本
の
作
品
と
臨
書
作
品
の
あ
い
だ
の
条
件
の
違
い
に
関
係
す
る
。
鍔
え
ば
、
私
た
ち
は
主
義
之

い
た
手
紙
を
手
本
に

し
て
、

そ
の
中
の
凹
字
と
か
六
字
と
か
を
半
紙
に
習
っ
た
り
、
あ
る
一
舗
を
大
き
は
条
鰭
に
頭
書
し
た
り
す
る
。
と
な
れ
ば
、

文

の
続
き
具
合
や
、

構
成
が
異
な
っ
て
く
る
の
そ
の
と
き
、

文
字
の
講
或

i
i
つ
ま
り
文
字
の
大
小
や
濃
淡
の
罷

係
ー
ー
を
そ
の
ま

た
の
で
は
、
半
紙
や
条
一
憾
の
全
体
的
調
和
が
む
し
ろ
損
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
、

そ
の
よ

う
な
変
化
し

も
と
で
の

で
は
、
自
分
の
工
夫
に
よ
っ
て
、
手
本
を
部
分
的
に
変
え
て
室
一
日
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て



時
に
は
、
文
字
の
形
態
そ
の
も
の
も
、
多
少
は
変
え
る
必
要
が
出
て
く
る
。
初
歩
の
綾
醸

れ
ば
そ
れ
で
足
れ
り
と
す
る
わ
け
だ
が
、
よ

、
文
字
の
一
つ

い
段
階
に
進
め
ば
、
文
字
と
文
字
の
関
係
や
丹
の
梯
構
成
に
も
気
を
配
る
こ
曹
と
に
な
る
か

つ
の
形
を
真
説

ら
、
も
は
や
挟
い
意
味
で
の
形
臨
に
こ
だ
わ
る
こ
と
は
諮
っ
て
技
術
習
得
の
鱗
議
に
な
る
。
こ
こ
に
、
形
臨
を
越
え

い
う
、
上

に
述
べ

の
考
え
方
が
出
で
く
る
理
由
が
あ
る
。

」
の
よ
う
に
、

お
い
て
は
、
多
少
な
り
と
も
模
倣
を
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
が
生
じ
て
く
る
が
、
さ
ら
に
こ
れ
が
「
倣

あ
ま

?
っ
と
す
る
文
字
は

、
こ
う
な
れ
ば
も
う
手
本
を
見
な
が

は
毘
出
、
だ
せ
な
い
こ
と
も
あ
ろ
う
し
、
ま
し
て
幾
つ
も
の
文
字
の
総

く
な
る
。
と
い
う
の
は

い
わ

は
、
手
本
と

は
全
く
別
の
新
し

と
言
わ
れ
る
作
品
に
な
る
と
、
手
本
離
れ
と
創
作
の
度
合
い
は
一

な
ら

手
本
の
議
風
に
激
っ
て
書
く
こ

」
と
は

の
形
か
ら
全
体
の

」
と
に
な
る
。
勿
輪
、

そ
う
は

つ

倣
警
の
意
図
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い
だ
る
ま
で
を
ほ
と
ん
ど
自
分
の
工
夫

一
つ
一
つ
の

み
合
わ
せ
と
な
れ
ば
、
同
じ
も
の
を
捜
し
出
す
こ
と
は
ま
す
ま

〉
う
こ
ま

t
i
』

L

手
本
の

造
型
惑
覚
に
倣
う
と
い
う
意
識
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

っ
た
ら
こ
う
盆
問
い
た
だ
ろ
う
と
自

分
に
患
わ
れ
る

に
作
ロ
聞
を
持
っ
て
若
く
の
で
あ
る
。
だ
が
、
作
品
を
書
く
設
揺
に
な
っ
て
王
義
之
の
手
本
そ
参
察
し
た
の
で
は
聞
に

合
わ
な
い
。

る
者
は
、
ぞ
れ
っ
て
王
義
之
な
ら
王
義
之
を
知
り
尽
く
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
臨
書
の

し
に
よ
っ
て
王
義
之
の
議
法
と
窪
田
嵐
を
十
分
身
に
持
け
て
い
な
け
れ
ば
、
倣
警
は
で
き
な
い
。
は
言
わ
ば
蕗
濁
問
題
に
解
答
す
る
こ

と
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
と
没
、
法
帖
の
文
字
を
拾

て
切
り
結
り
す
る
と
い
っ
た
や
り
方
ゆ
怨
す
れ
ば
、
書
法
も
審
風
も
襲
散
霧
消

し
て
し
ま
う
の
技
需
の
結
果
の

け
を
哀
れ
似
て
も
、
新
し
い
文
字
の
組
み
合
わ
せ
に
対
処
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
原
器
で
あ
る
技
術

そ
の
も
の
、

つ
ま
り
警
法
や
書
風
、
あ
る
い
は
造
形
感
賞
な
い
し
は
美
意
識
が
習
得
で
設
で
い
て
は
じ
め
て
、
新
し
い
豊
中
宮
を
作
品
と
し
て

北
大
文
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部
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作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
創
作
に
等
し

あ
る
。

こ
う
し

く
る
と

は
、
模
倣
を
離
れ

に
移
行
す

う
も
の
が
た
し
か
に
存
在
す
る
。
し
か
し
こ

円，

丸嶋E

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
意
臨
で
あ
ろ
う
と
倣
害
で
あ
ろ
う
と
、

そ
こ
に
少
し
で
も
模
倣
の
要
素
が
含
ま
れ
る
競
り
、

そ

こ
の
と
こ
ろ
は
あ
く
ま
で
あ
模
倣
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に

、
そ
れ
は
可
能
な
繰
り
忠
実
な

形
の
模
倣
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
上
に
述
べ
た
模
倣
の
鋭
部
と
一
世
一
口
う
事
と
、

る
よ
う
に

思
わ
れ
る
が
、

そ
う
で
は
な
い
。

も
述
べ
た
よ
う
に
、
模
倣
と
製
作
は
譲
警
の
最
初
の
段
語
か

混
在
す
る
。
た
だ
、

な
る
と
、
韓
倣
の
割
合
が
議
少
し
、
創
作
の
倒
的
合
が
増
大
す
る
。
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
摸
倣
の
脱
却
と
一
言
っ
た
の
マ
あ
る
。

こ
の
と
き
も
、
残
存
す
る
模
倣
の
部
分
は
あ
く
ま
で
も
模
倣
で
あ
っ
て
、
模
倣
が
摸
倣
で
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
も
こ
の
模
倣
は
、
形
の
摸
倣
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
忠
実
な
彰
騒
な
の
守
あ
る
。
意
議
は
、
や
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や
も
す
る
と
、
形
織
を
ゆ
る
や
か
に
し
た
も
の
で
中
め
る
と
誤
解
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、

加
減
な
模
倣
と
い
う
も
の
は
、

し
な
い

の
と
同
じ
で
、

そ
れ
は
間
違
い
で
あ
る
。
忠
実
で
な
い
、
い
い

か
ら
で
あ
る
。
部
分
的
な
摸
倣
と
い
う
も
の
は

あ
っ
て
も
構
わ
な
い
。
手
本
を
習
う
と
き
、
手
本
の
文
字
の
影
や
線
や
耀
遼
援
急
そ
の
他
、
あ
ら
ゆ
る
美
的
要
素
に

療
に
注
意
を
払
う

の
は
難
し
い
。
し
た
が
っ
て
、

む
し
ろ
そ
れ
ら
の
一
部
分
ず
つ
に
談
窓
を
集
中
し
て
窮
々
に
溜
っ
た
ほ
う
が
合
理
的
な
場
合
も
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
の
模
倣
す
る
要
素
に
つ
い
て
は
、

で
き
る
だ
け
思
議
に
手
本
の
形
を
再
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、

そ
の
意
味
で
は
、

さ
き

ペ
た
第
二
の
種
類
の
議
臨
と
い
え
ど
も
、

そ
の
模
倣
の
部
分
は
彰
臨
な
の
で
あ
り
、

ぞ
れ
は
む
し
ろ
部
分
的
形
臨
と

べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
部
分
的
創
作
が
そ
れ
に
並
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

形
蕗
と
創
作
の
こ
の
並
存
の
構
造
は
、
模
倣
そ
の
も
の

で
あ
っ
て
、
お
よ
そ
模
倣
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
常
に
み
と
め
ら
れ



る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
形
臨
は
そ
れ
自
体
が
模
倣
で
あ
る
か
ら
、

い
ま
の
よ
う
な
言
い
方
に
は
少
し
お
か
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

模
倣
の
中
応
模
倣
と
創
作
が
、
構
成
要
素
と
し
て
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
む
し
ろ
、
模
倣
は
見
る
こ
と

と
作
る
こ
と
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
模
倣
は
創
作
を
伴
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
模
倣

の
全
過
程
に
つ
い
て
そ
う
で
あ
っ
て
、
模
倣
か
ら
創
作
へ
の
移
行
過
程
に
お
い
て
も
不
変
で
あ
る
。

模
倣
が
創
作
を
伴
う
理
由
は
、
す
で
に
触
れ
た
と
お
り
、
模
倣
が
つ
ね
に
腕
試
し
を
含
む
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
書
の
手
本
を
習
う

者
は
、
手
本
の
中
に
見
と
め
た
美
し
さ
を
自
分
で
作
り
出
す
こ
と
を
試
み
る
者
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
分
が
技
術
を
習
得
し
え
た

こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
腕
試
し
は
、
単
に
す
で
に
習
得
し
た
も
の
を
確
認
す
る
た
め
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
そ

の
確
認
に
よ
っ
て
技
術
を
習
得
す
る
の
だ
と
も
言
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
分
で
書
い
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
が
ま
だ
技
術
を
習
得

で
き
て
い
な
い
こ
と
を
も
確
認
で
き
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
前
に
は
見
え
な
か
っ
た
手
本
の
美
し
さ
が
見
え
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
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ら
で
あ
る
。
模
倣
と
い
う
作
業
は
、
形
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
を
作
る
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
ま
た
形
を
作
る
こ
と
に
よ
っ

て
形
を
見
る
こ
と
で
も
あ
る
。
技
術
の
修
得
は
手
本
を
見
る
こ
と
で
完
了
し
、
自
分
で
書
い
て
み
る
の
は
単
に
そ
れ
を
確
認
す
る
た
め
だ

(
8
)
 

と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
創
作
も
模
倣
の
一
部
で
あ
り
、
技
術
習
得
の
一
過
程
な
の
で
あ
る
。

(
つ
づ
く
)

注

(
1
)
〉
・
開
・
↓

a
S
F
E
S
E町
、
白
押
さ
の
出
版
年
。
し
か
し
、
こ
の
節
で

の
パ

l
ネ
ッ
ト
H
テ
イ
ラ
ー
説
に
つ
い
て
の
叙
述
は
、
』
o吉
田
=
5
2・

、
宣
言
礼
的
苦

L
由
民
に
よ
る
。
引
用
は
、
そ
の
邦
訳
、
パ

l
ネ
ッ
ト
著
・

出
隆
・
宮
崎
幸
三
訳
「
プ
ラ
ト
ン
哲
学
』
(
岩
波
文
庫

)
S
S
に
よ

る
。
(
)
内
は
問
訳
書
の
頁
を
示
す
。

北
大
文
学
部
紀
要
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