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ソ

ォ

フ

ィ

ス

ト

文
獻

考

堀

豊

彦

(
傍
線
、
筆
者
)

ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト

と
い
へ
ば
、
そ
の
解
義
、
批
判
、
評
価

は
も
は
や
、一
般
に
決
定
的
で
あ
る
。
特
異
な
る
風
貌

を
呈
し
た
る
古
典
的
ギ

リ
シ
ヤ
時
代
の

一
つ
の
啓
蒙
期
を
舞
墓
と
毛

て
、
そ
の
い
く
ら
か
の
學
問
的
貢
献
と
特
徴
あ
る
彼
等
の
性
格
を
叙
述
し
、
而
し
て
末

尾
に
排
撃
的
擯
斥
的
な
反
批
判
を
附
け
て
お
き
さ

へ
す
れ
ば
、
そ
れ
で
大
盟
間
違
な
い
も
の
の
如
く
に
な
つ
て
ゐ
る
。
斯
様
に
、
そ

の
理
會

と
解
釈

と
批
判

と
に
謂
は
ば

一
つ
Tの
定
型
が
で
き
あ
が
⑤
て
ゐ
る
、

と
で
も
言

つ
て
差
支
な
い
程
で
あ
、り
、
從
つ
て
そ
の
研
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究
に
當
つ
て
も
亦
そ
の
解
明
に
お
い
て
も
い
さ
さ
か
安
易
な
る
塗
の
想
ひ
が
す
る
。
し
か
も
」
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
と
呼
称

せ
ら
れ
し
そ
れ

ら
の
人

々
の
活
躍
せ
る
時
代
の
特
異
性
は
暫
く
お
い
て
、
哲
學
の
立
場
、
政
治
學
理
説

の
領
域
、
廣
く

一
般
文
化
の
分
野
に
診
け
る

彼
等
の
學
問
的
、
文
化
的
寄
與
に
關
し
て
、
そ
の
貢
献
も
、
そ
の
重
要
性
も
決
し
て
積
極
性
を
も
つ
て
遇
せ
ら
る
る
こ
と
は
な
く
、

せ
い
ぜ
い
消
極
的
な
る
貢
献
の
役
割
を
演
じ
た
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
存
在
の
意
"義
が
認
誰
せ
ら
れ
る
こ
と
を
も

つ
て

一
般
と
す
る

の
で
あ
る
。
加
ふ
る
に
亦
、
上
述
の
如
き
解
義

・
評
価
す
ら
彼
等
の
世
界
観
や
理
説
に
対
し

て
、
延
て
は
そ

の
歴
史
的
文
化
史
的
役

割
に
關
し
て
厚
意
的
な
る
性
質
を
帯
び
た
る
も
の
を
選
び
た
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
つ
て
、
偏
に
嫌
悪
と
冷
笑
と
侮
蔑
と
排
撃

と
に

終
始
徹
し
た
る
も
の
さ

へ
珍
し
く
な

い
の
み
か
、
そ
の
類
の
も
の
に
し
て
有
力
な
る
代
表
的
な
る
、
標
準
的
な
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
解
釈
さ

へ
あ
る
、
と
い
ふ
の
が
こ
の
方
面
の
現
歌
で
あ
る
。
從
つ
て
、
ソ
す
フ
ィ
ス
ト
の
立
場
や
そ
の
文
化
的
所
産
に
つ
き
、
合

せ
て
そ
の

一

般
文
化
的
貢
献
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
積
極
性
を
論
證

し
擁
護
す
る
が
爲
に
は
、
間
接
的
な
二
次
的
な
資
料

で
は
到
底
不
可
能
で
あ

り
、

い
か
に
し
て
も
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
自
身

の
、
就
中
そ
の
代
表
者
的
勉
位
の
人
々
の
直
接
的
資
料
、
部
ち
論
著
乃
至
有
力
な
る
断
片
が

新
ら
た
に
発
見

せ
ら
れ
て
そ
れ
に
基
い
て
薪
し
き
解
明
、
解
釈

、
論
證

が
試
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課

で
あ
る
。
然

る
に
、
そ

の
様
な
源
泉
的
資
料
の
發
見
も
薪
規
に
は
求
め
ら
れ
す
、
從
つ
て
、
斯
か
る
正
統
的
解
義
に
帥
し
て
の
解
明

の
期
待
し
難

い
こ
と
は

必
定
で
あ
る
と
し
て
も
、
他
面
、
厚
意
あ
る
解
明
、
論
謹
に
し
て
新
ら
た
に
現
は
れ
た
る
も
の
の
あ
る
も

一
向
に
こ
れ
を
聞
か
な
い

の
で
あ
る
。

さ
て
、
ソ
.
フ
ィ
ス
ト
に
關
し
、
或
は
彼
等
に
対
す

る
理
會
や
批
判
の
立
場
並
に
志
向
の
厚
意
的
或
は
拒
否
的
.た
る
の
如
何
は
別

と



し
て
も
、
お
よ
そ
彼
等
に
、
而
し
て
彼
等
に
關
す
る
研
究
に
つ
け
る
事
禮
に
し
て
、
上
述
の
如
く
で
あ
る
か
ら
、
妙
く
共
政
治
學
理

説
の
分
野
に
あ
つ
て
新
機
軸
を
致
し
た
る
新
研
究
の
提
唱
は
な
い
か
の
如
く
で
あ
る
。
併
し
、
既
述
の
如
く
ソ
博
フ
ィ
ス
ト
に
纒
ば
れ

る
解
義
と
批
判
と
に
所
謂

一
般
的
定
型
的
な
る
も
の
が
與

へ
ら
れ
て
ゐ
る
と
考

へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
た
め
か
、
筆
者
の
観
る
所

で
は
少

数
者
意
見
的
居
る
厚
意
的
解
義
と
理
會

と
を
、
彼
等

に
寄
す
る
所

の
僅
か
の
、
併
し
乍
ら
権
威
葡
墨
者
の
學
説
す
ら
も

一
般
は
も
と

よ
り
學
者
の
間
に
於

て
さ

へ
と
か
く
顧
慮
せ
ら
る
る
所
、
極
め
て
薄

い
か
の
観
が
あ
る
。

こ
れ
は
も
と
よ
り
筆
者
の
淺
學
に
し
て
且

つ
渉
獄
狭

い
が
故
で
あ
ら
ジつ
事
は
、
特
に
断
は
る
ま
で
も
な
い
所
で
あ
ら
う
。
そ
こ
で
、

こ
の
小
稿
は
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
の
立
場
や
理
説

に
対
し

て
温
か
き
理
會
を
寄
す
る
す
ぐ
れ
た
る
學
者
の
、
僅
か
な
を
論
著
に
つ
い
て
謂
は
ば
目
次
的
な
素
描
的
考
誰
を
豫
定
す
る
も

の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
ソ
◎
フ
ィ
ス
ト
に
附
纒
ふ
不
評
は
諸
説
蹄

一
し
て
は
ゐ
な
い
が
、

一
般
的
に
定
ま
れ
る
も
の
を
採
上
げ
て
み
て
も
そ
こ

に
別
段
深
い
意
義
が
あ
る
繹
で
は
な
い
。
試
み
に
、
そ
れ
ら
を
摘
約
し
て
揚
出
し
て
み
る
な
ら
ば
、
大
禮
下
記
の
如
き
も
の
と
な
る

で
あ
ら
う
。

第

一
に
は
、
彼
等
が
人
間
研
究
、
い
ひ
換
れ
ば
、
人
事
の
諸
問
題
を
徹
底
的
に
究
明
せ
ん
と
し
た
態
度
、
並
に
そ
の
提
唱
せ
る
理

説
が
薪
規
な
る
言
説
で
あ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
彼
等
の
人
間
研
究

と
い
ふ
事
や
、
そ
の
態
度

が
當
時
の
人
々
、
特
に

敬
度
な
る
信
念
や
傳
統
的
信
仰
を
有
す
る
人

々
に
信
頼
を
結
ぎ
得
な
か
つ
た
、
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
以
前
の
自
然
哲
學

者
す
ら
當
時
の
傳
統
的
信
仰
を
有
す
る
人
遺
か
ら
は
疑
惑
を
も
つ
て
眺
め
ら
れ
、
彼
等
を
表
明
す
る
名
辭
は
本
來
中
立
的
意
義
を
も



つ
氣
象
學
者
乃
至
天
体
研
究
者
と
い
ふ
も
の
で
あ
つ
た
が
、
同
時
に
ま
た
無
神
論
者
と
い
ふ
不
面
目
な
る
汚
名
を
も
浴
び
せ
ら
れ
る

こ
と
も
あ
っ
た
。
A
n
a
x
a
g
o
r
a
s

が
世
の
冷
遇
を
受
け
た
の
は
斯
様
な
原
由
に
基
く
も
の
で
あ
つ
た
と
去
は
れ
る
。
當
時
に
あ
つ
て

は
ギ
リ
シ
ヤ
哲
學
の
濫
膓
以
來
纒
縣

と
し
て
傳
來
し
き
た
)
、
高
貴
な
る
も
の
と
し
て
考

へ
ら
れ
し
宇
宙
論

に
つ
け
る
哲
學
的
思
惟

の
所
産
に
關
與
し
て
さ

へ
、
な
ほ
斯
く
の
如
く
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
夫
等
を

一
郷
し
て
通
俗
的
に
人
事
研
究
に
、
し
か
も
現
實

的
實
誰
的
態
度
を
持
し
て
こ
れ
に
當
り
た
る
、
ソ
◎
フ
ィ
ス
ト
が
世
の
輕
蔑
を
招
い
た
こ
と
は
強
ち
無
根
な
こ
と
で
は
な
か
つ
た
の
で

あ
ら
う
。

第
二
に
は
、
彼
等
が
貴
族

・
富
者
の
子
弟
を
教
導
し
た
と
い
ふ
こ
と
、
別
し
て
青
年
を
刺
戟
し
、
延
て
は
道
義
、
倫
理
を
躁
躍
し

て
頽
發

せ
し
め
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
記
し
た
る
所
に
依
れ
ば
、
P
r
o
t
a
g
o
r
a
s

の
滞
在
し
た
カ
リ
ア
ス
の
家

は
ア
テ

ナ
イ
の
最
桑

醤

美

家
辺

つ
で
あ
犯
・
そ
レ
て
亘
額
の
霧

を
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
に
支
払
つ
て
ゐ
た
芸

穣

ミ

に
は
當
時
の

ギ
リ
シ
ヤ
は
ペ
ル
シ
ヤ
戦
争

に
輝
か
し
き
勝
利
を
納
め
て
、
專
制
的
な
ポ
リ
ス
の
孤
立
的
生
活
か
ら
人
々
を
解
放
し
、
内
に
お
い
て

は
人
間
の
力
の
自
畳
か
ら
衆
民
政
治
の
撞
頭
を
招
來
し
た
。
貴
族
や
金
権
者
は
次
第

起
高
ま
り
ゆ
く
民
衆
の
勢
威
に
抗
す
る
が
た
め

、の
自
衛
手
段
を
必
要
と
し
た
。
鼓
に
ソ
曹
フ
ィ
ス
ト
の
雄
辯
、
論
難
術
が
そ
の
所
を
得
た
理
由
が
あ
る
。
人
は
こ
の
種

の
批
難
の
蔭
に

民
衆
の
高
ま
り
き
た
れ
る
勢
力
と
人
間
の
自
畳
の
高
揚
と
を
見
出
し
得
る
と
共
に
、
を
こ
に
こ
そ
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
の
出
現
を
促
し
た
歴

史
的
社
會
的
事
由
と
を
観
取
し
得
る
で
あ
ら
う
。

.

第
三
に
、
彼
等
が
概
し
て
ア
テ
ナ
イ
人
で
は
な
か
つ
た
こ
と
で
あ
る
。
試
み
に
著
名
な
る
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
に

つ
い
て
こ
れ
を
み
る
に



ま壷

ま}

の

人

で
あ

り

、

の
人

々

で
あ

つ
た

。

ま

た

ま}

ま壱

は

シ

シ
リ

ー

の

の

人

で
あ

り

、

ま乙

と

の
人
々
で
あ
つ
た
。
民
族
的
衿
待
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
文
化
臨
衿
特
を
裕
か
に
有
し
た
ギ
リ
シ
ヤ
人
に
取
り
、

異
邦
人
の
社
會
的
跳
梁
並
に
文
化
的
活
躍
を
み
る
こ
と
は
決
し
て
快
よ
き
こ
と
で
は
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。

第
四
に
、
彼
等
が
物
質
的
報
酬
を
受
取
り
3
大
の
蓄
財
を
も
な
し
た
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
元
來
ギ
リ

シ
ヤ
人
0
人
生
観
は
貴

族
主
義
的
で
あ
つ
た
。
賃
銀
を
受
く
る
と
い
ふ
こ
と
は
こ
の
國
で
は
如
何
な
る
國

々
に
お
け
る
よ
り
も
輕
蔑

せ
ら
れ
総
)。
古
來
テ
ー

ベ
に
は
十
年
間
市
場
取
引
と
無
関
係

で
な
け
れ
ば
、
公
職
に
就
く
こ
と
を
得
な
い
、
と
い
ふ
規
定
が
あ
つ
た
。
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
、
手
工
職
人
や
商
人
は
充
全
な
る
市
民
権
を
享
受
し
得
ざ
る
も
の
た
る
べ
し
、

と
い
ふ
意
見
は
他
に
も
擦
る
所
は
あ
つ

た
が
、
斯
か
る
賃
銀
関
係

に
負
ふ
所
も
亦
多
大
で
あ
つ
た
。
只
こ
れ
に
關
聯
し
て
い
さ
さ
か
例
外
的
な
の
は
馨
者
の
如
き
者
で
・
彼

等
の
如
く
比
較
的
少
数
な
る
報
酬

・
賃
銀
獲
得
の
職
業
人
は
市
民
権
所
持
者

一
般
と
等
し
き
杜
會
的
尊
敬
を
享
け
る
と
い
ふ
事
も
・

全
然
な
い
こ
と
も
な
か
つ
た
。
併
し
、
報
酬
㌔
賃
銀
を
う
け
て
知
識
を
授
く
る
所
の
仕
事
を
な
す
者

へ
の
批
難
は
何
故
か
最
も
峻
烈

を
極
め
た
。
斯
か
る
者
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
れ
ば
、
他
に
秀
れ
た
る
能
力
あ
り
な
が
ら
自
ら
奴
隷
的
仕
事

に
耽
け
る
者
に
し
て
・

堕
落
せ
る
者

と
し
て
損
斥
せ
ら
れ
た
。
ギ
リ
シ
ヤ
の
政
治
形
盟
が
漸
次
衆
民
政
治
に
移
り
ゆ
く
と
共
に
裁
判
所
に
お
け
る
辯
護
人
の

業
務
が
生
じ
て
來
た
が
、
こ
の
種
の
業
務
に
就
く
者
磁
不
當
な
る
報
酬
を
受
け
る
と
い
ふ
點
か
ら
、
當
時
は

ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
と
同
様
に

喜
劇
に
お
け
る
嘲
笑
の
対
象

と
さ
れ
た
程
で
あ
つ
五
。
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
の
雄
、

の
如
き
は
、
そ
の
爲
人
、
性
格
が
生
來
眞
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摯
な
る
人
で
あ
つ
た
が
、
修
僻

・
雄
辯
學
の
學
園
を
開
設
す
可
く
余
儀

居
く
せ
ら
れ
て
最
初
の
報
酬
を
門
弟

よ
り
受
取
る
際
漸
塊

の

涙
を
禁
じ
得
な
か
つ
た
、
と
傳

へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

ギ
リ
シ
ヤ
の
古
き
傳
承

に
よ
れ
ば
タ
ー
レ
ス
や
ヒ
ツ
ポ
ク
ラ
テ
ス

(
H
i
p
p
o
k
r
a
t
e
s
 
o
f
 
C
h
i
o
s

)
の
如
き
哲
墨
者
は
研
鑚

の
故
に

は
、
或
は
家
産
を
傾
け
、
或
は
財
富
を
蓄
積
し
得
る
程
の
明
が
あ
つ
て
も
、
敢
て
こ
れ
を
受
け
な
か
つ
た
と
言
は
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ

に
比
し
て
P
r
o
t
a
g
o
r
a
s

は
古
代
ギ
リ
シ
ヤ
第
二

の
彫
刻
家

フ
ィ
デ
ィ
ア
ス

(
P
h
i
d
i
a
s
,
 
 
4
9
0
-
4
3
3
,
 
B
.
 
C
.

)
に
劣
ら
ざ
る
程
の
資
産
を

作

つ
た
と
言
は
れ
、
プ

ロ
タ
ゴ
ー
ラ
ス
の
第

一
の
門
弟
P
r
o
d
i
k
o
s

は
五
百
ド
ラ
ク
フ
マ
の
受
講
料
を
と
つ
た
と
言
は
れ
る
。
こ
れ

ら
が
清
廉
な
.る
哲
學
者
的
態
度
か
ら
み
て
ソ
愛
フ
ィ
ス
ト
が
俗
悪
家

と
し
て
侮
蔑

せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
名
利

と
財
と
を
求
む
る
心
は

昔
も
今
も
憂
ら
ざ
る
人
の
世
の
恒
で
あ
り
な
が
ら
.
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
は
不
蓮
に
も
こ
の
故
に
劇
し
く
排
撃
せ
ら
れ
た
。
そ
の
故
か
彼
等

を
こ
の
不
蓮
な
る
打
郷
か
ら
救
抵
し
、
辯
護
せ
る
、
後
世
の
學
者
の
言
説
は
ま
た
こ
の
點

に
多
く
の
力
が
注
が
れ
て
ゐ
る
。

第
五
に
、
上
來
列
學
し
き
た
り
し
諸
事
由
に
も
増
し
て
効
果
的
影
響
を
與

へ
た
も
の
は
、
有
力
な
る
卓
越

せ
る
人
格
者

に
し
て
優

越
せ
る
文
筆
力
を
所
持
せ
る
者
の
、
自
嚢
的
な
意
識
的
な
る
目
的
に
基
く
事
由
を
挙
げ

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
即
ち
、
プ
ラ
ト
ン
の

強
烈
な
る
、
執
拗
な
る
ま
で
に
叡
徹
底
せ
る
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト排
斥
で
あ
る
。

ゴ
ム
ペ
ル
ツ

(
T
h
e
o
d
o
r
 
G
o
m
p
e
r
z

)
は
い
さ
さ
か
誇

張
的
言
辭
を
も
つ
て
現
し
た
と
も
解
釈

せ
ら
れ
る
が
、
こ
の
間
の
消
息
に
つ
き
止
目
に
値
し
う
且
つ
そ
の
類

の
紹
介

、
表
現

の
故
に

或
は
却

つ
て
紙
背
に
徹
す
る
と
思
ぽ
し
き

一
面
の
事
理
を
、

い
み
じ
く
も
解
明
し
得
て
ゐ
る
。
即
ち
、
プ
ラ
ト
ン
は
自
己
の
學
説

と

學
派

と
を
ソ
す
フ
ィ
ス
ト
の
夫
等
と
混
合

せ
ら
れ
る
こ
と
、
乃
至
は
い
さ
さ
か
な
り
と
も
類
似
せ
る
所
あ
り
と
せ
ら
る
る
事
を
畏
れ
、



自
己
の
立
場
を
後
者
よ
り
判
然
区
別
せ
ん
こ
と
に
痛
く
腐
心
し
た
。
ま
こ
と
に
彼
の
如
き
天
賦
の
才
能

と
高
貴
な
る
家
門
の
背
景
と

に
恵
ま
れ
し
者
が
、
ギ
リ
シ
ヤ
人
の
實
践
的
世
界
観
的
人
生
態
度
た
ケ
し
所
の
公
的
生
活
の
白
日
の
中
に
榮
春

と
権
力
と
に
充
ち
て

生
活
す
る
こ
と
の
代
り
に
、
學
園
の
影
の
う
ち
に

『
僅
か
な
る
子
弟
と
樂
し
げ
に
語
合
ひ
つ
、
』
語
を
錬
り
、
患

ひ
を
分
析
し
て
静

か
に
教
授
に
沈
潜
し
た
と
い
ふ
事
は
、
當
代
に
あ

つ
て
は
何
人
よ
り
も
彼
の
近
縁

・
近
接

の
者
よ
り
不
可
思
議
に
思
は
れ
た
事
で
あ

つ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
を
し
て
、
自
己
の
独
自

の
至
高
な
る
立
場
、
邸
ち
人
間
性
に
目
標
付
け
ら
れ
し
根
源
の
再
生
を
、
ソ
寸
フ
ィ

ス
ト
の
卑
近
な
る
目
的
に
向
け
ら
れ
し
業
績
と
、
顯
著
に
対
立

せ
し
む
可
く
努
力
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
彼
の
師
ソ
ク

ラ
テ
ス
が
當
時
の
人
々
に
よ
つ
て
は
全
然
、
或
は
勘
か
ら
す
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
と
同
類
と
考

へ
ら
れ
て
ゐ
た
に
も
拘
は
ら
す
、
彼
の
努
力

に
よ
り
、
幾
分
の
無
理
が
全
然
な
い
こ
と
は
な
か
つ
全
が
、
ソ
ψ
フ
ィ
ス
ト
と
は
全
く
異
り
,
後
世
の
記
憶

の
光
榮
あ
る
位
置
に
立
た

し
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
つ
て
も
こ
れ
を
窺
知
し
得

る
、
と
。
斯
か
る
理
會
の
仕
方
は
表
顯
的
に
は
プ
ラ
ト
ン
の
体
話
篇

の
み
を
採
上

げ
て
ゐ
る
が
、
人
は
こ
れ
ら
の
背
後

に
當
期
の
ギ
リ
シ
ヤ
、
特
に
ア
テ
ナ
イ
の
社
會
的
風
汐
を
、
而
し
て
更

に
廣
く
且
つ
深
く
ギ
リ

シ
ヤ
的
正
統
的
精
神

の
歴
史
性
を
も
考
慮
す
可
き
で
あ
ら
う
。
こ
の
こ
と
は
他
面
わ
れ
わ
れ
を
し
て
郷
土
、
組
國
、
歴
史
の
あ
り
か

た
の

一
面
を
も
考

へ
せ
し
め
る
も
の
が
あ
る
。

上
來
蓮

べ
き
た
り
し
が
如
き
諸
點
が
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
不
評
の
主
要
な
る
理
由
乃
至
事
由
で
あ
る
。
柳

よ
、
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
と
呼
稱

せ
ら

れ
し
人
々
は
同

一
學
派
を
形
成
組
成
し
た
も
の
で
は
な
か
つ
た
か
ら
し
て
、
ソ
.
フ
ィ
ス
ト
の
範
囲

・
限
界
を
定
立
す
る
こ
と
は
出
來



難
い
訳
で
あ
る
が
、
ソ
曽
フ
ィ
ス
ト
と
呼
ば
れ
し
人
々
、

或
に
自
ら
斯
く
名
乗
り
し
人
々
の
間
に
は
P
r
o
t
a
g
o
r
a
s

や
I
s
o
k
r
a
t
e
s

や G
o
r
g
i
a
s

や
P
r
o
d
i
k
o
s
等

々
の
如
く
、
と
も
か
く
も
卓
越
し
た
人

々
に
も
乏
し
く
は
な
か
つ
た
。
併
し
、
中
に
は
如
何
が
は
し
き

者
も
多
い
、
夫
等
の
似
非
知
者
や
そ
の
エ
ピ
ゴ
ー
ネ

ン
が
世
人
の
批
難
、
損
斥
に
値
す
る
が
如
き
言
説
や
行
動
を
敢
て
な
す
者
が
、

時
代
の
転
換
期
、
即
ち

民
論
の
擾
頭
、
躍
動
せ
る
時
代
に
、
而
し
て
民
衆
の
政
治
的
活
躍
を
廣
く
、
し
か
も
急
激
に
誘
磯
せ
る
古
典

的
ギ
リ
シ
ヤ
の
特
異
な
る
政
治
社
會

に
お
い
て
跳
梁
し
て
、
健
實
な
る
正
統
的
ギ
リ
シ
ヤ
精
神

と
道
義
と
を
動
揺
せ
し
め
た
際
、
そ

れ
ら
が
心
あ
る
人
々
の
輩
蜷

と
輕
蔑
と
を
招
い
て
排
撃
を
蒙
つ
た
と
い
ふ
こ
と
は
寧
ろ
當
然
な
事
理
で
あ
る
。
併
し
、
輕
薄
な
る
徒

輩
の
所
在
、
活
躍
は
大
な
り
小
な
り
に
何
時
の
世
に
も
絶
ゆ
る
こ
と
な
き
、
人
の
社
會

の
恒
で
も
あ
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
プ
ラ
ト
ン

が
謂
は
ば
絡
生
を
賭
し
て
ひ
た
む
き
な
る
心
身
を
注
い
で
、
そ
の
超
克

に
當

つ
た
も
の
は
斯
か
る
亜
流
の
徒
輩
を
対
象

と
し
て
で
は

な
か
る
可
き
で
あ
つ
た
。
か
く
考

へ
來
た
れ
ば
、
如
何
に
特
異
な
る
時
代
と
独
特
恥
る
社
會

と
を
歴
史
的
所
與

と
し
て
受
容
れ
る
と

し
て
も
、
上
揚
の
如
き
諸
種
の
事
由
が
斯
く
も
重
要
な
る
意
義

と
結
果

と
を
生
起
せ
し
め
た
と
は
洵
に
理
會

に
窮
せ
し
む
る
も
の
が

あ
る
、
と
言
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
の
諸
事
由
の
う
ち
、
報
酬
受
理
と
プ
ヲ
ト
ン
の
挑
戦
排
斥
と
が
、
結
局
ソ
寸
フ
ィ
ス
}
不

評
の
最
も
根
本
的
原
由
で
あ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
を
考
慮
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
愈

よ
以
て
事
体
全
貌
の
荷

ふ
意
義
の
不
可
思
議
に

驚
か
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ら
う
。
再
び
ゴ
ム
ペ
ル
ツ
に
聞
け
ば
、
彼
が
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
悪
評
の
主
因
を
解
説
叙
述
し
た
る
末
尾
に
そ
れ

ら
を
要
約
し
て
、
結
局

『言
葉
の
恣
意
』

(
D
i
e
 
 
L
a
u
r
i
e
 
d
e
s
 
S
p
r
a
c
h
g
e
b
r
a
u
c
h

)
と

『假
令
全
時
代
を
通

じ
て
の
最
大
の
も
の
に

非
ら
す
と
す
る
も
、

一
大
文
筆
の
天
才
』
と
の
二
つ
の
屈
服
し
難
き
強
敵
が
結
合
し
て
ソ
愛
フ
ィ
ス
ト
に
當
つ
た
、
と
述

べ
た
事
は
ま



た
表
現
の
巧
み
を
味
は
し
め
る
も
の
が
あ
る
。

と
に
も
か
く
に
も
ソ
看
フ
ィ
ス
ト
は
悪
評

と
汚
名
に
包
ま
れ
た
る
不
運
な
る
星
の
下
,に

生
き
た
人
々
で
あ
つ
た
。

わ
れ
わ
れ
は
既

に
世
の
多
く
の
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
解
義
並
に
批
判
の
概
要
に
つ
い
て
述

べ
、
就
中
プ
ラ
ト
ン
が
徹
頭
徹
尾
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト

電

的
啓
蒙
の
超
克

。
排
斥
に
力
を
致
し
た
こ
と
を
顧
み
た
。
淘
に
プ
ラ
}
ン
の
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
へ
の
論
難
は
張
烈
を
極
め
、
そ
の
諏
…刺
も

亦
辛
辣
、
鏡
利
で
あ
つ
た
。
彼
の
封
話
篇

の
多
く
が
こ
れ
を
示
し
て
居
り
、
そ
こ
で
は
輕
蔑

と
嘲
笑

と
が
彼

の
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
へ
の
態

度

の
総

て
の
様
で
あ
つ
た
。
併
し
、
彼
に
も

一
つ
の
例
外
と
稻
す
可
き
か
、
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
に
樹
し
て
善
意

・
厚
意
を
寄
せ
た
場
合
が

全
封
話
篇
中
、
只

一
箇
所
だ
け
は
勘
く
共
あ
る
こ
.と
を
知
り
縄
る
の
は
、
思
想
史
の
断
層
に
止
目
す
る
者
の
心
に
潤
ひ
を
與

へ
す
に

は
お
か
な
い
。
即
ち

、
そ
れ
は
彼
の
封
話
篇

『
リ
シ
ス
』
の
う
ち
、
ソ
守
フ
4
ス
ト
M
i
c
c
u
sに
關
す
る
言
表

で
あ
る
。
(
本
稿
胃
頭
掲

田
、
参
照
)
そ
れ
に
し
て
も
プ
ラ
ト
ン
が
賞
讃
の
意
を
表
明
し
た
の
は
僅
か
に

一
行

に
も
充
た
ざ
る
簡
単

な
る
も
の
で
あ
つ
た
し
、

M
i
c
c
u
s

そ
の
人
は
決
し
て
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
と
呼
ば
る
る
者
の
う
ち
主
要
な
る
人
物
で
は
な
く
、

プ
ラ
ト
ン
の
斯
く
も
簡
略
な
る
片
言

隻
句
を
し
も
無
か
つ
た
な
ら
ば
、
恐
ら
く
は
そ
の
名
が
世
に
知
ら
る
可
く
も
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
程
の
人
で
あ
つ
た
。

そ
れ
に
つ
け
て
も
、
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
に
樹
し
て
温
き
理
會
を
寄
せ
大
方
の
批
難
排
撃
に
樹
し
て
、
彼
等
を
辯

護
し
、
彼
等
の
立
場

と

理
説
、
主
張
と
に
厚
意
的
解
義
を
樹
立
披
瀝
し
た
る
學
者
が
な
か
つ
た
の
で
は
も
と
よ
り
な
い
。
但
し
、
そ
れ
は
槌
か
に
少
数
で
は



あ
つ
た
。
從

つ
て
.隔
れ
ら
は
學
界
に
お
け
る
評
説
と
し
て
は
少
数
者
的
意
見
と
も
稻
す
可
き
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
、
そ
れ
ら
の
う
ち

に
は
所
謂
定
説
乃
至
支
配
的
見
解
に
対
し

て
事
更
に
奇
異
を
街
ふ
が
た
あ
の
独
善
者
流
の
言
説
で
は
な
か
つ
た
と
言
ひ
能
ふ
も
の
が

存
す
る
。
然
る
に
、
そ
れ
ら
が
兎
角
看
却
せ
ら
れ
勝
ち
な
の
で
あ
る
。.
こ
の
小
稿
は
前
述
の
如
く
以
下
そ
れ
ら
の
文
献
に
つ
き
、
謂

憾
ば
目
次
的
素
描
を
試
み
る
で
あ
ら
う
。

そ
も
そ
も
、
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
に
は
後
世
に
遺
す
程
の
論
著
が
な
か
つ
た
。
E
.
 
B
a
r
k
e
r

が
そ
の
著
G
r
e
e
k
 
P
o
l
i
t
i
c
a
l
 
T
h
e
o
r
y
,

P
l
a
t
o
 
a
n
d
 
H
i
s
 
P
r
e
d
e
c
e
s
s
o
r
s
,
 
2
.
 
e
d
.
 
1
9
2
5
.

の
う
ち
に
附
録
的
に
英
諜
し
て
挿
入
せ
る
、
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
A
n
t
i
p
h
o
n
の

『
眞
理

に
つ
い
て
』
な
る
二
つ
の
断
片
の
如
き
は
、
こ
の
類
の
文
(献
?
)
と
し
て
は
寧
ろ
稀
有
に
纒
れ
る
も
の
と
言

ふ
可
き
で
あ
ら
う
。
そ

れ
は
要
す
る
に
、
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
的
原
始
的
自
然
法
的
理
説
で
あ
(細
)・
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
自
分
の
筆

晟

れ
る
文
献

の
婆

た
る
こ
と
斯
く

の
如
し
と
し
て
、
こ
れ
に
加
ふ
る
に
、
彼
等
が
講
述
せ
る
所
が
後
世
に
傳
承

せ
ら
れ
る
こ
芝
も
亦
極
め
て
薄

か
つ
た
。
彼
等
は
既
述

の
如
く
多
く
ギ
リ
シ
ヤ
に
お
い
て
は
異
邦
人
で
あ
り
、
概
し
て
定
住
の
虚
を
持
た
す
、
異
境
に
あ
り
て
さ
ま
ざ
ま
な
る
生
活
の
苦
闘

を
相
互
間
に
お
い
て
も
展
開
し
た
の
で
あ
め
、
彼
等
の
間
に
は
何
等
の
統

一
あ
る
學
派
も
結
成
さ
れ
す
、
更
に
そ
の
講
述
せ
る
處
を

記
録
し
或
は
そ
の
手
記
を
淺
し
、
或
は
そ
の
生
き
た
る
記
憶
を
記
述
し
て
保
存
し
、
且
つ
こ
れ
ら
を
整
理
編
成
ル
て
後
世
に
遺
し
た

所
の
忠
實
な
る
門
弟
も
彼
等
に
は

一
般
に
な
か
つ
た
。
こ
の
こ
と
は
他
方
に
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
に
対
す
る
論
難
の
有
力
な
、
且
つ
慣
値
高

く
美
は
し
き
精
神

的
所
産
が
幸
運
に
も
淺
存

せ
る
こ
と
あ
る
の
事
實

と
比
較
す
る
と
き
、
彼
等
の
不
幸
と
不
蓮
と
不
利
と
は
蓋
し
多

言
を
要
さ
ぬ
で
あ
ら
う
。
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
の
文
筆
的
所
産
は
彼
等
の
逝
い
た
僅
か
の
数
世
紀
後
に
お
い
て
も
、
人
に
知
ら
る
る
も
の
極



め
て
僅
少
で
あ
り
、
僅
か
に
貧
弱
な
る
断
想
断
片
の
み
で
あ
つ
た
ひ
し
か
も
こ
の
僅
か
な
る
断
片
の
み
が
後
世
の
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
研
究

`

}

に
直
接
使
用
し
得
る
も
の
に
す
ぎ
す
、
斯
く
源
泉
的
資
料
な
き
も
の
に
対
し

て
周
到
な
る
科
學
的
研
究
が
施

こ
さ
れ
な
い
の
も
敢
て

不
思
議
で
は
な
い
。
源
泉
的
資
料

の
欠
除
に
加

へ
て
、
師

の
衣
鉢
を
傳
ふ
る
良
き
門
弟
を
有
た
な
か
つ
た
こ
と
は
い
か
に
も
彼
等
の

不
幸
で
あ
つ
た
。
こ
れ
ら
の
事
情
に
か
て
て
加

へ
て
、
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
の
言
説
を
最
も
豊
富
に
後
世
に
傳

へ
た
も
の
が
、
皮
肉
に
も
彼

等
の
最
大
の
批
難
者
プ
ラ
ト
ン
の
諸
樹
話
篇
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
封
話
篇
の
性
質
上
言
説
の
表
現
は
眞
相

を
歪
曲
す
る
こ
と
も
多

々
あ
る
可
く
、
加
ふ
に
、
も
と
も
と
厚
意
を
抱
か
ざ
る
観
点
よ
り
し
て
屡
よ
好
ん
で
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
の
思
想
、

言
説

へ
対
し
て
辛
辣
な

る
誠

刺
を
も
つ
て
愚
弄
せ
る
筆
致
の
跡
を
辿
つ
て
、
そ
の
正
し
き
理
會

の
撮
取
把
握
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
從

つ

て
、
そ
の
こ
と
は
表
象
の
機
微
に
通
曉
し
、
言
表
の
心
理
の
デ
リ
カ
シ
イ
を
洞
見
す
る
の
豊
か
な
る
理
解
力

と
、
他
方
時
代
の

一
般

的
文
化
的
精
神

的
志
向
の
性
格
や
内
容
を
泊
化
し
て
認
識
す
る
、
た
く
ま
し
き
悟
性
と
を
以
て
當
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
斯
様
な
意
味

に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
手
近
に
使
用
し
得
る
権
威
あ
る
文
献
と
し
て
、
T
h
e
o
d
o
r
 
G
o
m
p
e
r
z
 
G
r
i
e
c
h
i
s
c
h
e
 
D
e
n
k
e
r
,
 
E
i
n
e

G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 
d
e
r
 
a
n
t
i
k
e
n
 
P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 
3
 
B
d
e
.
 
(
4
.
A
u
f
l
.
,
 
1
9
2
2
-
1
9
3
1
)

の
如
き
が
學
示
せ
ら
れ
る
。

こ
の
著
者
自
ら
は
ソ
ォ

フ
ィ
ス
ト
に
対
し

て
特
に
積
極
的
に
温
き
理
會
を
寄
せ
る
と
い
ふ
立
場
ご

事
更
に
立
脚
す
る
も
の
と
は
定
め
得
な

い
で
あ
ら
う
が
、

こ
の
書
は
斯
か
る
志
向
の
線

に
副
ふ
も
の
と
し
て
考

へ
て
差
支
な
く
、
且
つ
著
者
の
ギ
リ
シ
ヤ
文
化
、
ギ
リ

シ
ヤ
哲
學
に
つ
け
る
豊

か
な
る
知
識

・
識
見
の
故
に
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
に
關
す
る
多
彩
な
る
多
量
な
る
知
識
を
包
藏
せ
る
文
献
で
あ
る
、

と
構
す
可
き
で
あ
る
。

先
き
に
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
不
評
の
理
由
中
、
彼
等
が
物
的
報
酬
を
受
け
た
こ
と
が
極
め
て
重
要
な
お
意
義
を
荷

ふ
も
の
で
あ
つ
た
、
と



述

べ
た
こ
と
で
あ
つ
た
。
今
茲

に
G
o
m
p
e
r
zの
紹
介
の
意
を
も
つ
て
彼
が
そ
の
間
題
に
対
す

る
所
説
を
要
約
し
て
述

べ
し
所
は
、

彼
の
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
観
の

一
面
を
或
は
端
的
に
摘
要
し
得
る
か
も
分
ら
な
い
。
彼
は
こ
の
鐵
に
お
い
て
ソ
呼
フ
ィ
ス
ト
を
庇

つ
て
下
記
の

如
き
趣
旨
に
こ
れ
を
解
明
す
る
の
で
あ
る
。

即
ち
、
ソ
.
フ
ィ
ス
ト
は
そ
の
代
表
的
人
物
も
亦
そ
の

一
般
も
概
し
て
ギ
リ
シ
マ
に
取

つ
て
は
異
邦
人
で
、
夫

々
己
の
が
懲
關
を
後

に
し
て
當
時
の
文
化
の
中
心
ア
テ
ナ
イ
に
移
り
來
た
つ
て
生
活
せ
る
人
々
で
あ
り
、
こ
の
瓢
、
既
に
ア
テ
ナ
イ
の
自
由
市
民
た
り
し

ソ
ク
ラ
テ
ス
や
プ
ラ
ト
ン
等
と
は
大
い
に
事
情
を
異
に
し
た
。
(
ソ
ォ
フ
ィ
ス
トに
し
て
こ
の
場
合
例
外
的
な
る
も
の
は
、イ
ソ
ク
ラ
テ

ス
で
、
彼
は
ア
テ
ナ
イ
の
人
で
あ
つ
た
。
)
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
は
何
等
國
家
的
恩
啓

・
援
助
を
受
く
る
も
の
で
は
な
く
、

生
活
の
た
め
に

は
物
的
報
酬
を
現
實
に
必
要
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。
加
ふ
る
に
、
彼
等
相
互
間
の
競
争
も
亦
激
し
く
、
此
等
の
事
情
は
勢
ひ
そ

の
實
際
生
活
の
諸
方
面
に
深
き
影
響
を
及
し
た
の
で
あ
つ
て
、
プ
ラ
ト
ン
の
如
く
身
自
ら
富
裕
な
る
ア
テ
ナ
イ
の
門
閥
の
家
に
人
と

成

つ
た
も
の
と
は
自
ら
異
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。
併
し
、
知
的
労
務
に
お
い
て
報
酬
を
受
く
る
と
い
ふ
こ
と
が
當
時
の
社
會
通

念
に
お
い
て
如
何
に
侮
蔑
に
値
す
る
行
爲
で
あ
つ
た
に
し
て
も
、
且
叉
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
中
に
は
時

と
し
て
不
浮

の
財
富
を
積
む
者
が
あ

つ
た
に
し
て
も
、
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
は
不
運
な
る
時
代
に
遭
遇
せ
る
、
異
境
に
職

へ
る
淋
し
く
貧
し
き
學
徒
で
あ

つ
た
と
言
は
ね
ば
な
ら

な
い
、
と
言
ふ
の
で
あ
る
。ソ

ォ
フ
ィ
ス
ト

に
つ
け
る
古
來
の
傳
統
的
見
解

に
対
し

て
敢
然
反
駁
的
見
解
を
樹
立
し
て
、
彼
等
を
そ
の
あ
ま
ね
き
不
評
よ
り
救
抵

せ
ん
と
の
意
圖
の
下
に
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
論
を
な
し
た
墨
者
と
し
て
、
G
e
o
r
g
 
G
r
o
t
e
 
(
1
7
9
4
-
1
8
7
1
)

の
名
と
、

そ
の
不
朽
の
名
著

}



H
i
s
t
o
r
y
 
o
f
 
G
r
e
e
c
e
,
 
1
2
 
v
o
l
s
.
 
 
1
8
4
8
-
-
1
8
5
6

は
余
り

に
も
著
聞

に
亘
る
で
あ
ら
う
。
併
し
乍
ら
、
G
r
o
t
eの
こ
の
高
名
な
る
著
述

の
、

而
し
て
そ
の
全
巻
中
ソ
ゆ
フ
ィ
ス
ト
に
關
す
る
有
名
な
る
第
六
十
七
章
の
出
で
ざ
る
既
に

五
ケ
年
以
前

に
、
G
e
o
r
g
 
H
e
n
r
y

L
e
w
e
s
 
(
1
8
r
7
-
1
8
7
8
)

は
ソ
す
フ
ィ
ス
ト
鼎
護
の
論
述
を
公
刊
し
た
事
で
あ
つ
た
。
蓋
し
、
そ
の
労
作
は
H
e
g
e
lの
V
o
r
l
e
s
u
n
g
e
n

i
i
b
e
r
 
d
i
e
 
G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 
d
e
r
 
P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
,
 
1
8
2
0
.

に
、
而
し
て
叉
直
接
H
e
g
e
l自
身
の
敏
導
に
、
示
唆

せ
ら
れ
饗
導
せ
ら
れ
て

結
實
を
み
た
も
の
で
あ
ら
う
と
解
ぜ

ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は

へ
ー
ゲ
ル
に
よ
り
、
且
叉

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
、
最
も
正
當
に
、
叉
最

も
嚴
粛

に
、
あ
ら
ゆ
る
哲
學
は
そ
の
時
代
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
敏

へ
ら
れ
る
と
共
に
、

へ
ー
ゲ

ル
の
獲
展
に
つ
け
る
矛

盾
の
根
本
的
統

一
の
法
則
の
理
念
は
、
ま
た
進
ん
で
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
の
哲
學
、
思
想
、
理
説
に
、
そ
の
場
を
與

へ
る
こ
と
に
お
い
て
、

ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト

を
近
代
に
再
生
せ
し
む
る
に
力
強
く
働
い
た
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
を
知
る
。
然
り

と
す
れ
ば
、
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
の
哲
學
、

思
想

一
般
に
つ
い
て
、
叉
そ
の
文
化
的
寄
與
の
積
極
的
意
義
に
つ
い
て
、

わ
れ
わ
れ
は
グ
ロ
ー
ト
や

ル
ウ
ィ
ス
に
聴
く
と
共
に
、

ま

た
よ
り
基
本
的
に

へ
ー
ゲ
ル
に
そ
の
根
源
を
仰
が
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
か
く
観
て
く
れ
ば
、
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
研
究
は
そ
こ
か
ら
新
生

面
を
展
開
す
る
で
あ
ら
う
か
ら
、
か
の
所
謂
定
型
的
解
説
や
批
判
の
み
に
終
始
し
て
曼
如
た
る
講
に
は
ゆ
か
な
く
な
る
で
あ
ら
う
。

鼓
に
グ
ロ
ー
ト
、

ル
ウ
ィ
ス
及
び

へ
ー
ゲ
ル
の
三
人
を
基
げ
た
が
、

も
と
よ
り
彼
等
の
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
観
に
は
夫
々
相
互
間
に
相
違

す
る
所
も
勘
く
は
な
か
つ
た
。

讐

へ
ば
、

グ

ロ
ー
ト
並
に
ル
ウ
ィ
ス
の
両
者

は
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
の
懐
疑
的

・
急
進
的
傾
向
を
能
ふ
限
り

極
小
化
せ
ん
と
努
力
し
た
に
対
し

て
、

へ
ー
ゲ
ル
は
左
様
な
特
異
性
を
際
立
た
せ
し
め
よ
う
と
試
み
た
が
如
く
で
あ
る
。
ソ
ォ
フ
ィ
ス

ト
は
前
示
の
如
く
単
一

の
學
派
を
結
成
せ
る
人
々
で
は
な
く
、
相
互
間
に
別
段
蓮
絡
な
ど
が
あ
つ
た
訳
で
は
な

い
し
、
斯
様
な
瓢
か



ら
し
て
も
種
々
の
思
汐
、
傾
向
を
表
明
し
て
ゐ
た
。
上
記
の
溜
護
者
的
な
三
人
の
學
者
に
あ
り
て
も
、
夫
々
各
自
の
強
調
を
置
く
志

向
を
力
強
く
採
上
げ
て
各
自
自
ら
の
選
択

す
る
面
を
以
て
全
暦
面
を
統
括
す
る
も
の
と
し
て
取
扱

つ
た
の
は
是
非
も
な
い
こ
と
で
あ

つ
た
。

へ
ー
ゲ
ル
に
取
つ
て
、

ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
は
主
と
し
て
主
観
主
義
的
観
念
主
義
者
で
あ
り
、

ル
ウ
ィ
ス
に
対
し

て
は
修
僻
學
者
で

あ
り
、
グ
ロ
ー
ト
に
取

つ
て
は
、
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
は
恰
も
彼
等
の
時
代
の
規
準
的
見
解

の
代
表
者
と
し
て
存
立
し
た
。

ル
ウ
ィ
ス
及
び

グ
ロ
ー
ト
は
共
に
本
來
的
な
る
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
は
ギ
リ
シ
ヤ
社
會
の
道
徳
を
頽
魔

せ
し
め
た
も
の
で
は
な
い
、

と
い
ふ
こ
と
を
立
證

す

る
こ
と
を
特

に
念

と
す
る
所
が
あ
つ
た
。
グ

ロ
ー
ト
は
こ
の
點

で
更
に
進
ん
で
、
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
に
寄
せ
ら
れ

し
道
徳
頽
塵
の
汚
名
は

単なる

幻
想
に
過
ぎ
ざ
る
も
の
で
、
ペ
ロ
ボ
ネ
ス
職
役
後

の
ア
テ
ナ
イ
人
の
徳
義
は
マ
ラ
ト
ン
に
奮
職
せ
る
彼
等
の
組
先
の
時
代
の

夫
れ
に
・

い
さ
さ
か
も
遜
色
は
な
か
つ
た
・

と
さ

へ
主
張
鉱
縄
・

彼
の
こ
の
見
蟹

後
・

轟

せ
三

代

の
ギ
リ
シ
ヤ
学
者
B

J
o
w
e
t
t

に
も
支
持
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

併
し
乍
ら
、

グ

ロ
ー
ト
の
こ
の
見
解

に
は
可
な
り
の
誇
張
と
興
奮
と
を
見
逃
し
難
く
、

且
叉

彼
は
こ
の
職
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ン
の
眞
意
を
果
し
て
正
し
い
仕
方
に
お
い
て
理
會
し
て
ゐ
る
か
に
關
し
て
は
疑
問
が
あ
る
。

た
だ
、
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
と
呼
ば
れ
し
人
々
が
共
通
な
る
理
論
を
所
持
し
た
も
の
で
は
な
い
・

と
い
ふ
グ
ロ
ー
ト
の
所
説
は

今
日
で
は

一
般
的
支
持
を
得
て
ゐ
る
。
然
る
に
、
B
r
a
n
d
i
s
は
こ
れ
に
反
し
て
彼
等
を
共
通
な
る
原
理
と
志
向

と
を
有
す
る

一
學
派
と
し
て
取

扱
ひ
、
彼
等
は
才
能
あ
る
人
々
で
は
あ
つ
た
が
、
知
識
を
夫
れ
自
體

の
爲
に
求
め
す
し
て
、
夫
れ
を

『
外
形
的
な
利
己
的
な
る
目
的
』

の
達
成
の
手
段
と
し
て
學
間
、
知
識
の
切
萱
り
を
な
し
た
輩
と
し
て
規
定
し
た
。
今
、
こ
の
様
な
批
難
が
適
正
に
該
當
し
得
る
事
例

を
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
に
対
し

て
求
む
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
恐
ら
く
G
o
r
g
i
a
s
と
そ
の
、門
下
の
修
辭
家
蓮
の
み
で
あ
る
で
あ
ら
う
。
人



は
謂
ふ
所
の

『外
形
的
な
利
己
的
な
目
的
』

が

や

が
教
述
し
た
自
然
哲
學
に
依
つ
て
、
如
何
程
助
長

せ
し
め

ら
れ
た
か
に
つ
い
て
見
究
め
得
な
い
で
あ
ら
う
し
、

ま
た

の
人
間
文
化
と
純
粋
認
識
に
対
す

る
綜
合
的
探
求
が
、

彼

が
門
弟
を
蒐
め
、
報
酬
を
徴
し
た
と
い
ふ
事
の
故
に
、
侮
蔑
的
に
誹
誘
せ
ら
れ
て
至
當
で
あ
る
と
、
如
何
な
れ
ば
論
結
し
能
ふ
の
で

あ
ら
う
か
。
獨
乙

學
界
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ヤ
哲
學
の
碩
學

も
亦
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
を
以
て
學
術
の
教
師

と
し
て
規
定
し
た
が
、

な
ほ
彼
等
は
眞
理
の
科
學
的
探
求
者
に
非
ら
す
し
て
、

個
人
的
教
養
を
軍
に
目
的
と
し
た

と
し
て
低
く
評
慣
し
た
。

こ
の
種
の
謂
は
ば
第
二
義
的
主
要
瓢
に
つ
け
る
修
正
的
解
義
は
恐
ら
く
グ

ロ
ー
ト
を
満
足
せ
し
め
な
い
で
あ
ら
う
。
而
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
つ
い
て
考

へ
て
み
て
も
、
彼
も
亦
知
識
や
認
識
を
實
践
か
ら
遊

離
し
て
は
考

へ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
の
哲
墨
や
思
想
、
莚

て
は
そ
の
政
治
學
理
説
に
關
し
て
は
或
は
克
服
せ
ら
れ
、

或
は
是
正
せ
ら
る
可
き
、
数
々
の
瓢
が
あ
る
で
あ
ら
う
。
併
し
乍
ら
、
彼
等
に
対
し

て
、
警

へ
ば
プ
ラ
ト
ン
の
下
し
た
る
解
釈
、
批

判
の
如
き
を
恰
も
そ
の
理
會
の
大
綱
と
し
て
の
み
構
成
定
立
せ
ら
れ
た
ぢ
が
如
き
、
在
來

一
般
の
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
観
は
或
は
却
つ
て
そ

の
眞
相
を
把
握
し
能
は
ぬ
節
が
あ
る
と
さ

へ
考

へ
ら
れ
る
。
こ
の
鐵
に
お
い
て
せ
め
て
グ

ロ
ー
ト
の
原
著
は
新
ら
た
に
讃
み
か

へ
さ

る
る
価
値

が
あ
る
で
あ
ら
う
。
グ

ロ
ー
ト
の

『
ギ
リ
シ
ヤ
史
』
は
ソ
フ
ス
ト
に
關
し
て
た
し
か
に
そ
の
歪
曲
せ
ら
れ
し
見
解
を
是
正

す
る
に
貢
献
す
る
所
が
多
大
で
あ
つ
た
。
こ
の
原
著
は
そ
の
文
罷
さ
ま
で
難
澁
な
ら
ざ
る
に
も
不
拘
、
或
は
そ
の
浩
溝
な
る
が
故
に

か
熟
讃
せ
ら
る
る
こ
と
薄
き
を
思
は
し
め
る
。

以
上
概
説
し
た
る
諸
文
献
の
外
に
讃
閲
を
要
望
し
た
い
と
思
ふ
文
献
は
、

Prodikus
H

ippias
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Z
eller

die 
form

elle  
and 

Praktische

B
ildung 

des 
Subjekts

A
lfred 

W
illiam

 
B

enn
T
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G

reek 
Philoso



で
あ
る
。

尤
も
ソ
ォ
フ
ィ
ス
ト
啓
蒙
の
文
化
史
的
意
義
を
克
明
に
詳
述
せ
る
墨
界
の
権
威
的
文
献
は
、

何
ん
、-

と
言

つ

て
も

の

で
あ
防
う
。
而
し
て
、
政
治
學
理
説
の
研
究
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
の
學
界
は
古
典
的
ギ
リ
シ
ヤ
時
代
に
重
窯
と
關
心

と
を
示
す
こ
と
特
に
深
い
か
と
考

へ
ら
れ
、

そ
れ
故
に
か
、

そ
こ
に
前
掲
の
ル
ウ
ィ
ス
や
グ
ロ
ー
ト
の
如
き
業
績
も
結
實
し
た
の
で

あ
ら
う
か
。
筆
者
が
常

々
に

一
讃
し
た
い
と
念
じ
つ
つ
も
、
資
料
の
入
手
が
叶
入
ら
れ
す
、
も
ご
か
し
く
も

一
抹
の
寂
し
さ
を
畳
え

て
ゐ
る
文
献
は
下
記
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
即
ち

こ
れ
ら
の
う
ち

の
論
文
は
グ

ロ
ー
ト
の
所
説

へ
の
博
識
あ
る
包
括
的
な
る
批
判
で
あ
る
、
と
言
は
れ
覧

だ
け

一
暦
讃
了
勉

學
の
想
ひ
を
唆
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
識
者
の
常
に
言
ひ
古
し
た
る
こ
と
な
が
ら
、
本
邦

學
界
が
古
典

・
原
典
や

権
威
的
論
著
に
存
外
無
關
心
な
る
か
の
態
度
並
に
現
歌
は
洵
に
遺
憾
な
次
第
で
あ
る
。
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前
掲
原
典
全
三
巻
中

こ
の
課
題
を
取
扱

へ
る
分
は
第

一
巻

に
牧
め
ら
れ

て
ゐ
る
。

中
に
編
輯

せ
ら
れ
し
、

な
ら
ば

こ
の
問
題
を
説

け

る
第
六

七
章

は
そ
の
第
八
巻
に
牧
め
ら
れ

て
ゐ
る
。
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