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余暇のための公教育

は
じ
め
に

人
類
学
者
の
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
グ
レ
ー
バ
ー
は
、
現
代
社
会
は
労
働
時
間
を
大
幅
に
削
減
し
大
量
の
余
暇
を
生
み
出
す
ほ
ど
の
技
術
力
を
有
し
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
余
剰
時
間
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
「
ブ
ル
シ
ッ
ト
ジ
ョ
ブ
（
ク
ソ
ど
う
で
も
い
い
仕
事
）」
に
あ

ふ
れ
て
い
る
と
喝
破
し
た
。
こ
の
よ
う
な
考
察
の
途
上
で
、
仕
事
そ
の
も
の
に
意
味
を
見
出
さ
な
い
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
見
解
が
参
照
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
重
要
だ
ろ
う）

1
（

。
こ
れ
は
、
余
暇
に
重
き
を
置
か
な
い
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
仕
事
の
た
め
の
単
な
る
息
抜
き
で
あ
る
と
思
考
し
が
ち
な
現

代
社
会
の
潮
流
は
唯
一
の
も
の
で
は
な
く
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
提
示
す
る
見
解
を
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
選
択
肢
と
し
て
わ
れ
わ
れ
が
持
つ
可
能

性
を
示
唆
す
る
。
彼
は
『
政
治
学
』
に
お
い
て
余
暇
こ
そ
が
人
間
の
目
的
で
あ
る
と
主
張
し
、
そ
の
目
的
を
果
た
す
手
段
の
1
つ
と
し
て
公
教
育

を
重
視
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
両
者
の
関
係
に
は
不
明
瞭
な
点
が
多
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
音
楽
教
育
論
を
手
が
か
り
に
、

公
教
育
の
余
暇
へ
の
寄
与
の
内
実
を
明
確
化
す
る
こ
と
を
目
論
む
。

余
暇
の
た
め
の
公
教
育

―
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
政
治
学
』
に
お
け
る
音
楽
教
育
論
に
着
目
し
て酒　

井　

健
太
朗
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本
稿
の
構
成
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
第
一
節
で
は
、
余
暇
を
重
視
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
議
論
を
概
観
し
た
う
え
で
、
彼
が
そ
こ
で
観
想

活
動
を
す
る
こ
と
こ
そ
が
幸
福
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
節
で
は
、『
政
治
学
』
第
七
巻
お
よ
び
第
八
巻
の
最
善
の
国

家
に
お
け
る
教
育
論
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
公
教
育
こ
そ
が
余
暇
に
観
想
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
第
三
節
で
は
、

そ
の
公
教
育
の
う
ち
で
音
楽
教
育
が
最
も
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
こ
の
音
楽
教
育
と
観
想
活
動
の
関
係
に
つ
い
て
先
行
研
究
に
反
論

し
た
う
え
で
、
本
稿
の
解
釈
を
提
示
す
る
。
第
四
節
で
は
、
想
定
さ
れ
る
反
論
に
応
答
す
る
こ
と
で
、
本
稿
の
解
釈
を
よ
り
確
か
な
も
の
と
す
る
。

一　
余
暇
に
お
け
る
観
想
活
動

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
余
暇
に
関
す
る
見
解
を
確
認
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
『
形
而
上
学
』
Ａ
巻
第
一
章
を
参
照
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
そ
こ

で
、
感
覚
、
記
憶
、
経
験
、
そ
し
て
学
問
的
知
識
な
い
し
技
術
と
い
う
認
知
プ
ロ
セ
ス
を
提
示
し
た
う
え
で
、
事
柄
の
原
因
に
関
わ
る
技
術
と
関

わ
ら
な
い
経
験
を
対
比
さ
せ
る
（M

etaph. A
 1 , 980 a27 -981 b10

）
2
（

）。
そ
の
う
え
で
、
技
術
の
発
明
者
に
着
目
し
た
以
下
の
よ
う
な
主
張
が
な
さ
れ

る
。

だ
が
、
さ
ら
に
い
ろ
い
ろ
の
技
術
が
発
明
さ
れ
て
ゆ
き
、
そ
し
て
そ
の
或
る
も
の
は
実
生
活
の
必
要
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
他
の
或
る
も

の
は
安
楽
な
暮
ら
し
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
も
い
つ
で
も
人
は
、
こ
の
娯
楽
的
な
術
の
発
明
者
の
方
を
、
前
者
の
そ

れ
よ
り
も
、
そ
の
認
識
が
何
ら
か
の
実
際
的
効
用
を
も
狙
っ
て
い
な
い
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
い
っ
そ
う
多
く
知
恵
あ
る
者
だ
と
考
え
た
。

そ
こ
か
ら
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
楽
を
目
指
し
て
の
で
も
な
い
が
し
か

し
生
活
の
必
要
の
た
め
で
も
な
い
と
こ
ろ
の
認
識
［
諸
学
］
が
見
い
だ
さ
れ
た
、
し
か
も
最
も
早
く
そ
う
し
た
暇
な
生
活
を
し
始
め
た
人
々

の
地
方
に
お
い
て
最
初
に
。
だ
か
ら
、
エ
ジ
プ
ト
あ
た
り
に
最
初
に
数
学
的
諸
技
術
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
で
は
そ
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の
祭
司
階
級
の
あ
い
だ
に
暇
な
生
活
を
す
る
（σχολάζειν

）
余
裕
が
恵
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。（M

etaph. A
 1 , 981 b17 -25

）

こ
こ
で
は
、
世
間
一
般
の
通
念
が
、
実
生
活
に
直
結
し
な
い
技
術
の
発
明
者
に
「
知
恵
」
が
帰
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
は
理
解
し
て
い
る
。
単
な
る
生
活
の
た
め
の
技
術
よ
り
も
安
楽
な
暮
ら
し
の
た
め
の
技
術
が
、
安
楽
な
暮
ら
し
の
た
め
の
技
術
よ
り
も
実

生
活
に
何
ら
関
係
し
な
い
も
の
の
た
め
の
技
術
が
尊
重
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
技
術
を
発
明
す
る
た
め
に
は
「
暇
な
生
活
を
す
る
」
こ

と
、
す
な
わ
ち
余
暇
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
技
術
の
具
体
例
と
し
て
「
数
学
的
諸
技
術
」
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
先
の
引
用
に
続
く
箇
所
で
、
お
そ
ら
く
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
第
六
巻
の
知
の
分
類
を
想
定
し
つ
つ
、「
第
一
の

原
因
や
原
理
」
に
か
か
わ
る
「
知
恵
（σοφία

）」
の
う
ち
、
制
作
知
よ
り
も
「
観
想
知
（θεω

ρητικαί

）」
の
方
が
優
先
さ
れ
る
と
述
べ
る
（M

etaph. 

A
 1 , 981 b25 -982 a3

）。
先
の
数
学
的
諸
技
術
を
代
表
と
す
る
実
生
活
に
何
ら
関
係
し
な
い
技
術
は
、
こ
の
「
観
想
知
」
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
。
そ

も
そ
も
そ
の
知
恵
は
、『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
第
六
巻
第
七
章
に
お
い
て
思
慮
（φρόνησις

）
と
対
比
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
思
慮

が
「
普
遍
的
な
知
と
個
別
的
な
認
知
の
両
方
」（E

N
, V

I 7 , 1141 b21 -22

）
に
関
わ
り
、
他
方
、「
関
わ
る
事
柄
が
常
に
同
じ
」（E

N
, V

I 7 , 1141 a26

）

知
恵
は
普
遍
的
な
知
の
み
を
対
象
と
す
る
と
主
張
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
な
知
恵
を
有
す
る
人
（「
知
者
（σοφός

）」）
は
、
思
慮
あ
る

人
と
異
な
り
利
益
に
関
係
す
る
個
別
的
な
知
を
持
た
ず
、「
尋
常
で
な
い
こ
と
、
驚
く
べ
き
こ
と
、
困
難
な
こ
と
、
神
的
な
こ
と
」
を
対
象
と
す
る

普
遍
的
な
知
を
持
つ
（E

N
, V

I 7 , 1141 b2 -8

）。

さ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
第
一
〇
巻
第
六
章
か
ら
第
九
章
に
お
い
て
、「
幸
福
（εὐδαιμονία

）」
論
を
展
開
す
る
。

そ
こ
で
は
知
性
（νοῦς

）
が
最
善
の
徳
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
も
と）

3
（

、
そ
れ
ら
を
発
揮
す
る
観
想
活
動
が
「
も
っ
と
も
完
全
な
幸
福
」
で
あ
る
と

述
べ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（E

N
, X

 7 , 1177 a12 -21

）。
そ
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
の
中
で
も
、
そ
の
「
幸
福
は
余

暇
の
う
ち
に
あ
る
」（E

N
, X

 7 , 1177 b4

）
と
述
べ
る
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
な
観
想
活
動
と
余
暇
を
結
び
つ
け
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
で
の
観
想
活

動
は
哲
学
を
指
す
（E

N
, X

 7 , 1177 a18 -27

）。
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二　
最
善
の
国
家
に
お
け
る
公
教
育
の
必
要
性

前
節
で
は
、
余
暇
に
お
け
る
哲
学
的
観
想
活
動
こ
そ
が
幸
福
で
あ
る
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
を
確
認
し
た
。
次
に
、
こ
の
理
想
を
達

成
す
る
た
め
の
手
立
て
と
し
て
の
教
育
に
つ
い
て
も
論
じ
る
必
要
が
あ
る
。
本
節
で
は
、『
政
治
学
』
第
七
巻
お
よ
び
第
八
巻
に
お
け
る
最
善
の
国

家
の
教
育
論
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
余
暇
の
た
め
に
公
教
育
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

ま
ず
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
政
治
学
』
に
お
い
て
公
教
育
論
を
提
示
す
る
文
脈
を
確
認
し
よ
う
。
彼
は
、
最
善
の
国
家
に
近
い
現
実
に
存
在

す
る
国
々
に
つ
い
て
調
査
し
て
い
く
際
、
当
時
の
ギ
リ
シ
ア
社
会
に
お
け
る
「
ゆ
と
り
あ
る
生
活
」
が
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
通
念
を
参
照

し
た
う
え
で
、
そ
の
実
現
方
法
を
考
察
す
る
こ
と
は
困
難
な
問
題
で
あ
る
と
評
価
す
る
（II 9 , 1269 a34 -36

）。
し
か
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ

ば
、
立
法
者
（
政
治
家
）
は
ま
さ
に
、「
最
善
の
人
々
」
の
た
め
に
余
暇
を
確
保
せ
ね
ば
な
ら
な
い
（II 11 , 1273 a32 -35

）。
と
い
う
の
も
、
余
暇

の
な
い
状
態
（ἄσχολον

）
は
思
考
を
妨
害
し
、「
自
由
人
の
身
体
や
魂
や
思
考
を
、
徳
の
実
践
や
行
使
に
は
役
立
た
な
い
も
の
に
」
し
て
し
ま
う

か
ら
で
あ
る
（V

III 2 , 1337 b8 -15

）。
む
し
ろ
、「
徳
の
涵
養
や
政
治
的
実
践
に
は
ゆ
と
り
が
必
要
」（V

II 9 , 1329 a1 -2

）
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、

自
由
人
（
そ
し
て
そ
の
中
で
も
最
善
の
人
々
）
は
ゆ
と
り
あ
る
生
活
を
過
ご
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
政
治
学
』
第
七
巻
第
一
四
章
に
お
い
て
、
政
治
家
の
本
来
の
任
務
を
明
ら
か
に
す
る
。
彼
は
余
暇
―
労
働
、
平

和
―
戦
争
、
美
し
い
事
柄
を
目
指
す
行
為
―
必
要
不
可
欠
で
有
益
な
事
柄
と
い
う
三
つ
の
ペ
ア
を
提
示
し
た
う
え
で
、
最
善
の
国
家
に
お
け
る

政
治
家
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ペ
ア
の
前
者
が
後
者
よ
り
重
視
さ
れ
る
こ
と
を
理
解
し
た
う
え
で
立
法
し
、
そ
の
法
律
を
も
と
に
、
余
暇
や
平
和
、
そ

し
て
美
し
い
事
柄
を
目
指
す
行
為
を
選
択
す
る
よ
う
な
教
育
体
制
を
敷
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
（V

II 14 , 1333 a30 -b5 . cf. V
III 

3 , 1338 a9 -13

）。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
教
育
は
誰
が
担
う
べ
き
で
あ
る
の
か
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
答
え
は
、
最
善
の
国
家
に
お
い
て
教
育
を
担
う
の
は
公
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で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
国
家
全
体
に
と
っ
て
目
的
は
一
つ
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
必
然
的
に
す
べ
て
の
市
民
の
教
育
も
一
つ
で
あ
り
、
同
じ
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
し
、
教
育
の
配
慮
も
、
各
個
人
が
自
分
の
子
ど
も
を
個
人
的
に
世
話
し
、
自
分
が
よ
い
と
思
う
独
自
の
教
科
を
教
え
る
と
い
っ
た
現
在

の
個
人
単
位
の
や
り
方
で
は
な
く
、
共
通
に
な
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
公
共
の
事
柄
に
関
す
る
訓
練
も
共
通
に
行
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
と
と
も
に
市
民
は
誰
で
あ
れ
、
自
分
を
自
分
に
属
す
る
も
の
と
考
え
て
は
な
ら
ず
、
各
人
は
国
家
の
一
部
な
の
で
あ
る
か
ら
、
す

べ
て
の
市
民
が
自
分
を
国
家
に
属
す
る
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
個
々
の
部
分
へ
の
配
慮
は
、
全
体
へ
の
配
慮
に
向
か
う
の

が
自
然
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
人
は
ラ
ケ
ダ
イ
モ
ン
人
を
賞
賛
で
き
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
は
子
ど
も
に
対
し
て
最
大
限
の
配

慮
を
し
、
そ
の
配
慮
を
共
同
で
行
う
か
ら
で
あ
る
。（V

III 1 , 1337 a21 -32

）

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
当
時
の
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
私
教
育
に
異
を
唱
え
、
公
教
育
を
推
奨
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
国
そ
れ
自
体
の
目
的
は
一

つ
で
あ
り
、
国
民
は
国
の
部
分
で
あ
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
部
分
の
教
育
は
全
体
の
た
め
に
行
わ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
主
張
に
眉
を
ひ
そ
め
る
人
は
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
彼
の
立
場
は
あ
る
意
味
で
全
体
主
義
（totalitarianism

）
で
あ

り）
4
（

、
実
際
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
こ
こ
で
称
賛
す
る
ラ
ケ
ダ
イ
モ
ン
（
ス
パ
ル
タ
）
は
全
体
主
義
国
家
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は

『
政
治
学
』
の
中
で
、
軍
事
的
全
体
主
義
国
家
と
し
て
の
ラ
ケ
ダ
イ
モ
ン
と
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
教
育
を
し
ば
し
ば
批
判
す
る
（II 9 , 1271 a41 -b10 , 

V
II 14 , 1333 b5 -10 , V

II 15 , 1334 a40 -b2

）
5
（

）。
こ
こ
で
ラ
ケ
ダ
イ
モ
ン
が
称
賛
さ
れ
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
「
自
分
が
よ
い
と
思
う
独
自
の
教

科
を
教
え
る
」
当
時
の
非
体
系
的
な
教
育
体
制
を
批
判
す
る
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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三　
音
楽
教
育
と
余
暇

前
節
で
は
、
最
善
の
国
家
に
お
け
る
立
法
家
の
任
務
が
余
暇
を
適
切
に
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ

の
よ
う
な
法
律
の
も
と
で
公
教
育
を
実
施
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
本
節
で
は
、
そ
の
公
教
育
の
う
ち
で
も
音
楽
教
育
に
着
目
し
、

そ
れ
と
余
暇
の
関
係
を
考
察
し
た
い
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
余
暇
の
た
め
の
公
教
育
と
し
て
音
楽
教
育
を
想
定
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
彼
は
『
政
治
学
』
第
八
巻
第
三
章
に

て
当
時
の
教
育
内
容
で
あ
っ
た
「
読
み
書
き
」、「
体
育
」、「
音
楽
」、
そ
し
て
「
図
画
」
を
提
示
し
た
う
え
で
、
他
の
三
つ
と
比
較
し
て
、
音
楽
が

無
益
な
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
批
判
を
検
討
す
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
こ
で
、
前
節
で
参
照
し
た
よ
う
な
余
暇
を
過
ご
す
こ
と
こ
そ
が

望
ま
し
い
と
い
う
議
論
を
繰
り
返
し
た
後
、「［
…
…
］
明
ら
か
に
ま
さ
に
そ
の
た
め
［
余
暇
を
過
ご
す
た
め
］
に
こ
そ
先
人
た
ち
は
音
楽
を
導
入

し
た
の
で
あ
る
」（V

III 2 , 1338 a22

）
と
述
べ
る
。
こ
の
言
明
か
ら
は
、
彼
が
あ
く
ま
で
も
当
時
の
教
育
内
容
を
前
提
し
た
う
え
で
、
そ
の
中
か

ら
余
暇
に
必
要
な
も
の
と
し
て
音
楽
教
育
を
選
択
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
は
、「［
…
…
］
自
由
人
に
ふ
さ
わ
し

く
美
し
い
か
ら
こ
そ
、
息
子
た
ち
に
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
教
育
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
数
と
し
て
一
つ
か
、
あ

る
い
は
多
数
か
、
ま
た
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
い
か
に
し
て
教
え
る
べ
き
か
、
そ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
で
述
べ
ね
ば
な
ら
な
い
」

（V
III 2 , 1338 a30 -34

）
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
取
る
。
し
か
し
、「
現
存
す
る
本
書
［『
政
治
学
』］
で
は
こ
の
約
束
は
果
た
さ
れ
て
い
な
い
」
の
だ

か
ら）

6
（

、
余
暇
と
公
教
育
の
関
係
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
、
さ
し
あ
た
り
音
楽
教
育
を
検
討
す
る
以
外
の
道
は
わ
れ
わ
れ
に
残
さ
れ
て
い
な
い
だ

ろ
う
。

さ
て
、『
政
治
学
』
の
教
育
論
を
考
察
す
る
際
、
最
善
の
国
家
で
余
暇
に
行
う
べ
き
事
柄
が
し
ば
し
ば
問
題
と
さ
れ
る
。
第
一
節
で
確
認
し
た
よ

う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
哲
学
的
観
想
活
動
が
最
も
尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
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は
最
善
の
国
家
の
市
民
は
全
員
が
哲
学
的
観
想
活
動
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
は
、
哲
学
的
観
想
に
必
要
で
あ

る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
観
想
的
理
性
に
基
づ
い
た
行
為
を
す
べ
て
の
人
が
実
行
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
示
唆
し
て
お
り
（V

II 14 , 1333 a24 -

30
）、
そ
の
可
能
性
に
懐
疑
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
解
釈
者
た
ち
は
『
政
治
学
』
に
お
い
て
音
楽
教
育
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
最
善
の
国
家
の
教
育
論
に
つ
い
て
「
余
暇
に
行
わ
れ
る
べ
き
最
善
の
活
動
は
哲
学
で
あ
る
が
、
哲
学
者
以
外
の
人
々
は
音
楽
に
関
わ
る
事

柄
を
行
う
べ
き
だ
」
と
い
う
よ
う
に
想
定
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
解
釈
者
た
ち
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
以
下
の
よ
う
な
主
張
を
帰
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。

（
μ
）
音
楽
の
公
教
育
を
行
う
こ
と
で
、
音
楽
と
い
う
観
想
活
動
で
余
暇
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

こ
れ
は
「
音
楽
の
公
教
育
を
行
う
こ
と
で
、
音
楽
（
活
動
）
で
余
暇
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
」
と
い
う
主
張
と
同
義
で
は
な
い
。

し
か
し
、『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
と
同
じ
く
『
政
治
学
』
に
お
い
て
も
余
暇
の
う
ち
に
幸
福
が
あ
り
（V

III 3 , 1338 a1 -6

）、
後
述
す
る
よ
う
に

余
暇
で
行
わ
れ
る
べ
き
活
動
と
し
て
は
観
想
活
動
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
音
楽
で
余
暇
を
過
ご
す
」
と
い
う
主
張
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
人
は
、

（
μ
）
を
暗
黙
の
前
提
と
し
て
有
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）

7
（

。
そ
れ
ゆ
え
、（
μ
）
は
『
政
治
学
』
の
教
育
論
を
考
察
す
る
う
え
で
重
要
な
も
の

で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

し
か
し
、（
μ
）
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
想
定
か
否
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
本
稿
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
議
論
は
以
下
の
三
点
を
明
ら
か

に
し
て
い
た
。

（
α
）
余
暇
の
う
ち
で
な
さ
れ
る
べ
き
は
観
想
活
動
で
あ
る
（
第
一
節
）

（
β
）
余
暇
の
た
め
の
教
育
は
公
教
育
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
二
節
）
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（
γ
）
余
暇
に
必
要
な
教
育
内
容
は
音
楽
で
あ
る
（
本
節
前
半
）

こ
れ
ら
（
α
）
〜
（
γ
）
か
ら
先
の
（
μ
）
を
導
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、（
α
）
を
以
下
の
よ
う
に
修
正
す
る
必
要
が
あ

る
。

（
α’
）
余
暇
の
う
ち
で
な
さ
れ
る
べ
き
観
想
活
動
は
音
楽
で
あ
る

そ
れ
ゆ
え
、（
μ
）
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
修
正
の
妥
当
性
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
問
題
を
よ
り
適
切
に
理
解
す
る
た
め
に
、（
α’
）
を
採
用
す
る
先
行
研
究
の
中
か
ら
、
岩
田
と K

raut

の
解
釈
を
参
照
し
よ
う
。
岩
田
は
音

楽
の
原
語
ム
ー
シ
ケ
ー
に
つ
い
て
「
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
で
は
、
そ
れ
は
哲
学
の
同
義
語
で
あ
っ
た
が
、
一
般
的
に
は
、
詩
や
文
学
、
つ
ま
り
人
文

系
統
の
詩
文
全
体
を
指
」
す
ほ
ど
広
い
意
味
を
有
す
る
と
主
張
す
る）

8
（

。
そ
の
う
え
で
、「
こ
の
［
ム
ー
シ
ケ
ー
と
い
う
］
営
み
に
従
事
す
る
こ
と

が
、
一
般
市
民
に
と
っ
て
の
観
想
的
生
活
に
相
当
す
る
」
と
結
論
す
る
の
で
あ
る）

9
（

。
ま
たK

raut

も
、
岩
田
と
同
じ
く
、
哲
学
者
で
は
な
い
市
民

た
ち
が
音
楽
を
行
う
こ
と
を
推
奨
し
て
い
る
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
を
解
釈
し
て
い
る）

（1
（

。
た
だ
し
そ
の
際
の
彼
の
戦
略
は
、
哲
学
と
音
楽
が

真
理
に
関
わ
る
点
で
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
で
、
観
想
＝
哲
学
と
音
楽
を
接
続
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る）

（（
（

。

岩
田
とK

raut

両
者
の
解
釈
に
共
通
す
る
の
は
、
余
暇
の
中
で
な
さ
れ
る
べ
き
観
想
活
動
と
は
哲
学
で
あ
る
、
あ
る
い
は
そ
の
活
動
の
一
部
は

哲
学
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
態
度
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
哲
学
と
音
楽
が
同
一
も
し
く
は
類
似
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
で
き
れ

ば
、（
α’
）
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
が
彼
ら
の
想
定
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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【
岩
田
解
釈
と
（
α’
）
の
導
出
】

（
δ
）
余
暇
の
う
ち
で
な
さ
れ
る
べ
き
観
想
活
動
は
哲
学
で
あ
る

（
ε
）
哲
学
と
い
う
営
み
は
ム
ー
シ
ケ
ー）

（1
（

の
一
部
で
あ
る

そ
れ
ゆ
え
、（
α’
）
余
暇
の
う
ち
で
な
さ
れ
る
べ
き
観
想
活
動
は
ム
ー
シ
ケ
ー
で
あ
る

【K
raut

解
釈
と
（
α’
）
の
導
出
】

（
δ
）
余
暇
の
う
ち
で
な
さ
れ
る
べ
き
観
想
活
動
は
哲
学
で
あ
る

（
ζ
）
哲
学
と
音
楽
は
真
理
に
関
わ
る
点
で
類
似
し
て
い
る

そ
れ
ゆ
え
、（
α’
）
余
暇
の
う
ち
で
な
さ
れ
る
べ
き
観
想
活
動
は
音
楽
で
あ
る

こ
の
推
論
の
う
ち
、（
δ
）
に
つ
い
て
は
岩
田
とK

raut

の
両
者
の
解
釈
が
と
も
に
前
提
す
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
哲
学
と
音
楽
の
類
似
性
を
示

そ
う
と
す
る
際
、
両
者
の
戦
略
は
異
な
っ
た
も
の
と
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、（
α’
）
の
真
偽
が
（
δ
）
と
（
ε
）
な
い
し
（
ζ
）
の
真
偽
に
依
存

す
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

ま
ず
（
δ
）
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
真
で
あ
る
こ
と
を
積
極
的
に
否
定
す
る
必
要
は
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
第
七
巻
第
一
四
章
で
「
劣
っ

た
も
の
は
つ
ね
に
、
よ
り
優
れ
た
も
の
の
た
め
に
存
在
す
る
」（1333 a21 -22

）
と
述
べ
た
う
え
で
、
前
者
に
実
践
的
理
性
お
よ
び
仕
事
を
、
後
者

に
観
想
的
理
性
お
よ
び
余
暇
を
割
り
当
て
て
い
る
（1333 a23 -b5

）
（1
（

）。
そ
し
て
、
彼
自
身
の
見
解
と
明
言
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
観
想
活

動
を
哲
学
と
同
定
す
る
箇
所
が
存
在
す
る
（V

II 2 , 1324 a25 -29

）。
先
に
示
し
た
よ
う
に
最
善
の
国
家
の
す
べ
て
の
市
民
が
哲
学
的
観
想
活
動
を

実
行
で
き
る
か
否
か
は
問
題
と
な
る
も
の
の
、『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
と
『
政
治
学
』
の
強
い
関
係
性
を
考
慮
す
れ
ば
、
哲
学
を
観
想
活
動
の
モ

デ
ル
と
解
す
る
こ
と
は
間
違
い
と
ま
で
は
言
え
な
い
と
思
わ
れ
る）

（1
（

。
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し
か
し
仮
に
（
δ
）
を
認
め
る
と
し
て
も
、（
ε
）
と
（
ζ
）
を
真
な
る
言
明
と
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
岩
田
が
（
ε
）
を
主
張
す
る
際
に
依

拠
す
る
の
は
ム
ー
シ
ケ
ー
と
い
う
言
葉
の
歴
史
的
用
法
で
あ
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
に
根
拠
を
見
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
他
方
、K

raut

は
（
ζ
）
の
た
め
に
様
々
な
テ
ク
ス
ト
的
根
拠
を
提
示
す
る
が
、
そ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
は
哲
学
と
音
楽
が
何

ら
か
の
点
で
類
似
し
て
い
る
可
能
性
は
示
す
こ
と
が
で
き
て
も
、
そ
れ
が
真
理
に
関
わ
る
点
で
類
似
し
て
い
る
こ
と
の
確
証
に
至
る
も
の
で
は
な

い）
（1
（

。そ
れ
ゆ
え
、（
α’
）
は
成
立
せ
ず
、
結
果
と
し
て
（
μ
）
を
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
実
際
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
も
音
楽
教
育
の
目
的

に
つ
い
て
問
い
か
け
る
際
、「
余
暇
の
暮
ら
し
や
思
慮
に
対
し
て
何
ら
か
の
貢
献
を
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
」（V

III 5 , 1339 a25 -26

）
と
慎
重
な

表
現
を
用
い
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
先
の
主
張
を
弱
め
、
よ
り
穏
当
な
解
釈
を
提
示
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
は
、
先
の
主
張
を
以
下

の
よ
う
に
修
正
す
る
こ
と
で
あ
る
。

（
μ’
）
音
楽
の
公
教
育
を
行
う
こ
と
で
、
観
想
活
動
で
余
暇
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

或
る
研
究
者
が
述
べ
る
よ
う
に
「
彼
［
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
］
が
実
際
に
述
べ
て
い
る
こ
と
を
も
と
に
わ
れ
わ
れ
の
見
解
を
構
築
す
べ
き
」
で
あ
る

な
ら
ば）

（1
（

、
わ
れ
わ
れ
は
（
μ
）
で
は
な
く
（
μ’
）
を
受
け
入
れ
る
べ
き
だ
ろ
う）

（1
（

。

四　
余
暇
に
お
け
る
観
想
活
動
の
た
め
の
音
楽
教
育

前
節
で
は
岩
田
とK

raut

の
解
釈
に
反
論
し
た
う
え
で
、
本
稿
の
解
釈
（
μ’
）
を
提
示
し
た
。
本
節
で
は
、
こ
の
（
μ’
）
へ
の
想
定
上
の
反
論

に
応
答
す
る
こ
と
で
、
本
稿
の
解
釈
を
よ
り
確
か
な
も
の
と
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
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さ
て
、（
μ’
）
へ
の
次
の
よ
う
な
反
論
が
予
想
さ
れ
る
。（
μ
）
に
お
い
て
は
、
音
楽
教
育
の
意
義
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
音
楽
教
育
を
す
る
こ

と
で
、
実
際
に
余
暇
に
お
い
て
音
楽
と
い
う
観
想
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
他
方
、（
μ’
）
で
は
音
楽
教
育
の
意
義
が
不
明
瞭
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
解
釈
が
妥
当
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
音
楽
教
育
は
余
暇
に
お
け
る
観
想
活
動
に
い
か
な
る
寄
与
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る

の
だ
ろ
う
か
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
は
、
音
楽
が
（
一
）
遊
び
や
息
抜
き
、（
二
）
徳
の
教
育
、（
三
）
余
暇
の
暮
ら
し
（διαγω

γή

）
の
い
ず
れ
に
関
わ
る
か

を
問
う
た
う
え
で
、「
音
楽
は
そ
れ
ら
す
べ
て
に
位
置
づ
け
る
の
が
理
に
か
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
ら
す
べ
て
に
関
与
す
る
と
思
わ
れ
る
」（V

III 5 , 

1339 b14 -15

）
と
主
張
す
る
。
余
暇
と
公
教
育
の
関
係
を
考
察
す
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
の
は
（
三
）
で
あ
る
が
、
そ
の
内
実
に
つ
い
て
は
そ
れ

ほ
ど
明
白
で
な
い
。
そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
（
μ
）
の
よ
う
な
解
釈
が
生
じ
う
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
本
稿
で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
（
三
）

で
意
図
し
て
い
る
こ
と
を
明
確
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
重
要
と
な
る
の
は
「
快
楽
」
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
人
々
は
も
は
や
こ
の
快
楽
を
同
じ
も
の
で
あ
る
と
み
な
さ
ず
、
各
人
は
、
自
分
に
合
う
も
の
と
自
分
の
状
態
を
快
楽
と
み

な
す
の
で
あ
り
、
最
善
の
人
は
最
善
の
も
の
を
、
つ
ま
り
、
最
も
美
し
い
も
の
か
ら
生
じ
る
も
の
を
快
楽
と
み
な
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

（ὥ
στε

）、
余
暇
に
お
い
て
時
を
過
ご
す
た
め
に
、
何
ら
か
の
こ
と
が
学
ば
れ
、
教
育
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
、
そ
う
し
た
教
科
や
学
習

は
、
そ
れ
自
体
の
た
め
に
な
さ
れ
る
が
、
他
方
、
仕
事
の
た
め
の
教
科
や
学
習
は
、
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
、
他
の
た
め
に
な
さ
れ
る

べ
き
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
の
理
由
か
ら
、
先
人
た
ち
は
音
楽
を
教
育
に
組
み
入
れ
た
の
で
あ
り
［
…
…
］（V

III 3 , 1338 a7 -14

）

人
に
よ
っ
て
快
楽
と
見
做
す
も
の
が
異
な
る
。
最
善
の
人
に
は
そ
の
人
に
ふ
さ
わ
し
い
快
楽
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
最
善
の
も
の
［
…
…
］、
つ
ま

り
、
最
も
美
し
い
も
の
か
ら
生
じ
る
も
の
」
で
あ
る
。
本
稿
第
一
節
で
示
さ
れ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
れ
は
観
想
活
動
か
ら
生
じ
る
快
楽
を

示
す
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う）

（1
（

。
そ
し
て
こ
の
快
楽
を
味
わ
う
た
め
に
、
音
楽
教
育
が
な
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
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先
の
引
用
は
以
上
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
も
の
の
、
実
際
に
は
引
用
中
の
「
し
た
が
っ
て
」
が
前
後
の
主
張
を
ど
の
よ
う
に
接
続
し
て
い
る

か
は
定
か
で
は
な
い
。
最
善
の
人
々
は
観
想
活
動
か
ら
生
じ
る
快
楽
を
味
わ
う
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
な
ぜ
、
音
楽
教
育
を
行
う
理
由

に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。（
μ
）
の
よ
う
に
観
想
活
動
と
し
て
の
音
楽
を
実
行
す
る
た
め
で
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
隠
れ
た
前
提
が
存
在
す
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
『
政
治
学
』
第
八
巻
第
五
章
に
目
を
転
じ
よ
う
。
そ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
（
一
）
遊
び
に
よ
る
息
抜
き
も
（
三
）
余
暇
の
暮
ら
し

も
快
楽
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、「
目
的
」
で
あ
る
余
暇
の
暮
ら
し
だ
け
で
な
く
息
抜
き
の
た
め
に
も
、
若
者
は
「
最
も
快
い
も
の
の
一
つ
」

で
あ
る
音
楽
を
教
育
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
す
る
（V
III 5 , 1339 b15 -31

）。
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
余
暇
の
暮
ら
し
で

行
わ
れ
る
べ
き
は
観
想
活
動
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
こ
の
箇
所
に
続
くV

III 5 , 1339 b31 -42

の
議
論
は
、
音
楽
の
以
下
の
二
つ
の
特
徴
を
前
提
と
し

て
い
る
。

（
Ａ
）（
他
の
三
教
科
と
異
な
り
）
さ
ら
な
る
目
的
を
持
た
な
い

（
Ｂ
）
快
楽
を
持
つ

と
い
う
の
も
、
当
該
箇
所
で
は
こ
れ
ら
の
派
生
と
思
わ
れ
る
以
下
の
特
徴
が
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
Ａ

－

１
）
過
去
に
生
じ
た
「
労
苦
や
苦
痛
」
の
解
消
を
目
的
と
す
る
た
め
さ
ら
な
る
目
的
を
持
た
な
い

（
Ａ

－
２
）
そ
れ
自
体
が
目
的
で
あ
る
た
め
さ
ら
な
る
目
的
を
持
た
な
い

（
Ｂ

－

１
）
偶
然
の
快
楽
を
持
つ

（
Ｂ

－

２
）
偶
然
で
な
い
快
楽
を
持
つ
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（
Ａ

－

１
）
が
（
Ｂ

－

１
）
の
理
由
に
、（
Ａ

－

２
）
が
（
Ｂ

－

２
）
の
理
由
に
な
っ
て
い
る
。
余
暇
に
お
け
る
観
想
活
動
は
、「
こ
れ
［
余
暇
を
美

し
く
過
ご
す
こ
と
］
こ
そ
が
他
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
の
出
発
点
（ἀρχή

）
で
あ
る
」（V

III 3 , 1337 b32

）
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
る

と
お
り
そ
れ
自
体
が
目
的
で
あ
る
の
で）

（1
（

、（
Ａ

－

２
）
と
そ
れ
に
基
づ
く
（
Ｂ

－
２
）
の
特
徴
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う）

11
（

。
他
方
、

音
楽
は
遊
び
に
も
用
い
ら
れ
、
そ
こ
で
は
（
Ａ

－

１
）
と
そ
れ
に
基
づ
く
（
Ｂ

－

１
）
を
有
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
音
楽
と
余
暇
に

お
け
る
観
想
活
動
は
同
一
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
音
楽
は
（
Ａ

－

２
）
お
よ
び
（
Ｂ

－

２
）
を
観
想
活
動
と
共
有
し
う
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
音
楽
が
（
Ａ
）
と
（
Ｂ
）（
よ
り
精
確
に
は
（
Ａ

－
２
）
と
（
Ｂ

－

２
））
の
両
規
定
を
有
す
る
こ
と
が
、V

III 3 , 1338 a7 -14

に

お
け
る
隠
れ
た
前
提
と
な
っ
て
い
る
と
本
稿
は
解
釈
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
余
暇
の
暮
ら
し
を
与
え
る
の
は
適
切
で
は
な
」（V

III 5 , 1339 a29 -30

）

く
、
そ
れ
ゆ
え
観
想
活
動
も
行
え
な
い
子
ど
も
や
若
者
が
、
将
来
最
善
の
人
々
と
な
っ
て
観
想
活
動
か
ら
生
じ
る
快
楽
を
味
わ
う
た
め
の
準
備
と

し
て
、
四
教
科
中
で
（
Ａ

－

２
）
と
（
Ｂ

－
２
）
の
特
徴
を
観
想
活
動
と
共
有
す
る
唯
一
の
教
科
で
あ
る
音
楽
が
教
育
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
音

楽
が
哲
学
的
観
想
活
動
の
代
替
物
で
あ
る
の
は
、（
μ
）
が
示
す
よ
う
な
余
暇
の
暮
ら
し
の
中0

で
は
な
く
、
余
暇
の
暮
ら
し
の
た
め
の
教
育
の
場
面

0

0

0

0

0

に
お
い
て

0

0

0

0

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
音
楽
教
育

0

0

は
（
三
）
余
暇
の
暮
ら
し
の
た
め
に
な
さ
れ
る）

1（
（

。

ま
た
、
音
楽
教
育
は
（
一
）
遊
び
や
息
抜
き
と
（
二
）
徳
の
教
育
の
点
に
お
い
て
も
余
暇
に
お
け
る
観
想
活
動
の
た
め
に
有
益
で
あ
る
。（
一
）

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
奴
隷
や
日
雇
い
人
で
は
な
い
最
善
の
国
家
の
部
分
た
る
市
民
に
つ
い
て
考
察
す
る
文
脈
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
人
々
も
余

暇
の
た
め
の
仕
事
を
行
い
（V

II 14 , 1333 a41 -b1 , V
III 3 , 1337 b29 -32

）、
そ
の
仕
事
は
「
労
苦
と
緊
張
を
伴
う
」（V

III 3 , 1337 b39 -40

）
と
考

え
て
い
る）

11
（

。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
人
々
も
「
劇
場
」
で
観
客
と
な
り
「
自
由
市
民
で
教
養
あ
る
者
」（V

III 7 , 1342 a19

）
に
ふ
さ
わ
し
い

音
楽
を
聴
く
こ
と
で
快
い
「
息
抜
き
」
を
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る）

11
（

。
さ
ら
に
（
二
）「
平
和
に
暮
ら
し
、
余
暇
を
過
ご
す
と
き
に
は
い
っ
そ
う
必

要
で
あ
る
」（V

II 15 , 1334 a25

）
節
度
と
正
義
は
、
快
い
も
の
で
あ
る
音
楽
に
よ
っ
て
「
立
派
な
性
格
と
美
し
い
行
為
を
正
し
く
判
断
し
、
喜
ぶ

こ
と
」
を
通
じ
て
身
に
つ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
（V

III 5 , 1340 a14 -18

）。
そ
れ
ゆ
え
、
余
暇
に
お
け
る
観
想
活
動
の
た
め
に
は
、
仕
事
の
息
抜
き
を

適
度
に
行
い
、
性
格
に
関
わ
る
徳
を
習
得
す
る
必
要
が
あ
る
。
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本
稿
は
、
音
楽
教
育
の
す
べ
て
の
側
面
（（
一
）

－

（
三
））
に
お
い
て
快
楽
を
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
解
し
て
い
る
。
こ
の
解
釈
に
は
以
下
の

テ
ク
ス
ト
を
根
拠
に
異
議
が
申
し
立
て
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

と
は
い
え
、
探
究
す
べ
き
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
付
随
的
に
起
き
る
に
せ
よ
（συμβέβηκε

）、
音
楽
の
本
質
（φύσις

）
が
、
語
ら
れ
て
き

た
必
要
性
よ
り
も
い
っ
そ
う
価
値
あ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
、
誰
も
が
享
受
で
き
る
音
楽
の
共
通
の
快
楽
を
分

け
持
つ
だ
け
で
は
な
く
（
な
ぜ
な
ら
、
音
楽
は
自
然
本
性
的
な
快
楽
を
持
つ
の
で
、
ど
の
よ
う
な
年
齢
層
に
も
、
ど
の
よ
う
な
性
格
の
者
に

も
、
音
楽
の
使
用
が
愛
さ
れ
る
か
ら
）、
性
格
や
魂
に
対
し
て
そ
れ
が
何
ら
か
の
仕
方
で
貢
献
す
る
か
を
見
届
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（V

III 

5 , 1339 b42 -1340 a6

）

L
ord

は
、
こ
の
箇
所
のσυμβέβηκε

とφύσις
の
対
比
を
、
音
楽
に
と
っ
て
付
帯
的
な
も
の
と
し
て
の
快
楽
と
本
質
的
な
も
の
と
し
て
の
（
徳
の
）

教
育
を
説
明
す
る
も
の
と
解
す
る）

11
（

。
こ
の
解
釈
の
も
と
で
は
、
本
稿
の
議
論
は
音
楽
に
と
っ
て
付
帯
的
に
過
ぎ
な
い
快
楽
に
過
度
な
役
割
を
与
え

て
い
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
議
論
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
引
用
箇
所
に
お
い
て
、
音
楽
の
本
質
が
徳
の
教
育
で0

あ
る

0

0

と
明
言
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、Schütrum

pf
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
こ
の
箇
所
のσυμβέβηκε

は
偶
然
の
快
楽
を
指
し
て
い

る
可
能
性
も
あ
る
（cf. E

N
, V

II 14 , 1154 b16 -20

）
11
（

）。
さ
ら
に
、
仮
にL

ord

に
よ
る
こ
の
同
一
視
を
認
め
た
と
す
れ
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は

（
一
）

－
（
三
）
の
う
ち
で
（
二
）
に
特
権
的
な
地
位
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
余
暇
の
過
ご
し
方
を
重
視
す
る
『
政
治
学
』
の
文
脈
上
、

そ
れ
は
不
自
然
で
も
あ
ろ
う）

11
（

。
そ
こ
で
本
稿
で
は
む
し
ろ
「
誰
も
が
享
受
で
き
る
音
楽
の
共
通
の
快
楽
を
分
け
持
つ
だ
け
で
は
な
く

0

0

0

0

0

0

」（
傍
点
筆

者
）
を
よ
り
積
極
的
な
言
明
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
提
案
し
た
い
。
こ
こ
で
は
、
音
楽
が
誰
で
も
ア
ク
セ
ス
可
能
な
共
通
の
快
楽
を
有
す
る
こ
と

が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
こ
の
快
楽
が
付
帯
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
ゆ
え
に
万
人
に
愛
さ
れ
る
音
楽
は
他
の
教
科
に
比
べ
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教
育
の
際
の
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
を
持
つ
（cf. V

III 5 , 1340 b14  -17

）。
そ
れ
ゆ
え
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
音
楽
教
育

0

0

に
つ
い
て
述
べ
る
際
、
快
楽

に
着
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
最
善
の
国
家
に
お
け
る
余
暇
の
観
想
活
動
の
た
め
に
、
音
楽
教
育
が
（
一
）

－

（
三
）
の
あ
ら
ゆ
る
点
で
有
益
で
あ
り
必
要
だ
と

い
う
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
の
提
示
す
る
（
μ’
）
へ
の
想
定
上
の
反
論
は
妥
当
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

本
稿
の
考
察
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
、
公
教
育
と
し
て
の
音
楽
教
育
に
基
づ
く

0

0

0

観
想
活
動
こ
そ
が
余
暇
の
適
切
な
過
ご
し
方
で
あ
る

こ
と
を
示
し
た
。
さ
て
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
解
釈
者
た
ち
は
（
μ
）
を
提
示
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
音
楽
教
育
が
哲
学
的
観
想
活
動
を
行
え

な
い
人
々
を
も
幸
福
に
し
う
る
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。（
μ
）
で
は
な
く
（
μ’
）
を
採
用
し
た
場
合
、
こ
の
人
々
の
幸
福
へ
の
道
は
閉

ざ
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。

第
一
節
末
尾
で
示
し
た
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
は
知
性
が
最
重
要
の
徳
で
あ
り
、
そ
れ
を
働
か
せ
る
哲
学
的
観
想
活
動
が
「
も
っ

と
も
完
全
な
幸
福
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
彼
は
「
そ
の
他
の
徳
［
性
格
に
関
わ
る
徳
］
に
基
づ
い
た
生
き
方
も
ま
た
、
第
二
義
的

に
幸
福
な
生
き
方
で
あ
る
」
と
述
べ
た
う
え
で
、
性
格
に
関
わ
る
徳
と
思
慮
の
相
互
依
存
性
に
言
及
す
る
（E

N
, X

 8 , 1178 a9 -19

）。
そ
う
す
る

と
、
哲
学
的
観
想
活
動
を
行
え
ず
余
暇
を
適
切
に
過
ご
せ
な
い
人
で
あ
っ
て
も
、
性
格
に
関
わ
る
徳
と
思
慮
の
両
者
を
保
有
し
て
い
れ
ば
幸
福
た

り
え
る
だ
ろ
う
（cf. V

II 1 , 1323 b21 -23 , V
II 14 , 1333 a29 -30

）。

そ
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
音
楽
教
育
が
性
格
に
関
わ
る
徳
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
思
慮
の
獲
得
に
も
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
（V

III 

5 , 1339 a25 -26

）。
そ
の
根
拠
と
な
り
う
る
の
は
、
音
楽
は
言
葉
（λόγος

）
の
使
用
を
通
じ
て
（cf. V

III 6 , 1341 a24 -25

）
思
考
（διάνοια

）
に
寄

与
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（V

III 6 , 1341 b6 -8

）。
そ
し
て
、
彼
に
と
っ
て
は
思
慮
も
観
想
に
必
要
な
知
性
も
「
思
考
に
関
わ
る
徳
（διανοητικὴ 
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ἀρετή

）」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
音
楽
が
思
考
に
寄
与
す
る
こ
と
は
、
思
慮
と
知
性
の
両
者
に
、
ひ
い
て
は
完
全
な
幸
福
と
第
二
義
的
な
幸
福
の

両
者
に
寄
与
す
る
こ
と
と
同
義
で
あ
る
。

ま
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
観
想
的
理
性
に
基
づ
い
た
行
為
を
で
き
る
人
は
実
践
的
理
性
（
思
慮）

11
（

）
に
基
づ
い
た
行
為
も
で
き
る
と
考
え
て
い

る
（V

II 14 , 1333 a24 -30

）
11
（

）。『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
に
お
い
て
も
「
人
間
と
し
て
、
多
く
の
人
々
と
と
も
に
生
き
る
か
ぎ
り
、
観
想
す
る
者
と

い
え
ど
も
、［
性
格
に
関
わ
る
］
徳
に
基
づ
い
た
事
柄
を
行
う
こ
と
を
選
び
取
る
の
で
あ
る
」（E

N
, X

 8 , 1178 b5 -6

）
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
先

述
し
た
よ
う
に
性
格
に
関
わ
る
徳
を
有
す
る
人
は
思
慮
も
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
余
暇
に
お
け
る
観
想
活
動
に
は
思
慮
が
必
要
と
さ

れ
、（
一
）

－

（
三
）
に
加
え
そ
の
思
慮
の
育
成
に
も
関
わ
る
と
い
う
点
で
、
音
楽
教
育
は
余
暇
の
た
め
の
公
教
育
に
ふ
さ
わ
し
い
。
こ
れ
が
本
稿

の
結
論
で
あ
る
。
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1
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グ
レ
ー
バ
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）.



─ 34 ─

（
2
）�

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
か
ら
の
引
用
と
参
照
に
つ
い
て
は
、
巻
、
章
、
ベ
ッ
カ
ー
版
の
ペ
ー
ジ
数
と
行
数
を
、L

iddle, Scott and Jones （1996

）（
以

下L
SJ

）
に
よ
る
著
作
名
の
略
号
を
加
え
て
指
示
す
る
（『
政
治
学
』
に
つ
い
て
は
略
号
を
省
略
す
る
）。
引
用
の
際
に
は
参
考
文
献
に
挙
げ
て
い
る
邦

訳
を
参
照
し
た
が
、O

C
T

版
を
底
本
と
し
て
訳
文
や
訳
語
を
断
り
な
く
変
更
し
た
箇
所
も
多
い
。
ま
た
、（ 

）
は
原
語
を
、［ 

］
は
筆
者
に
よ
る
補
足

な
い
し
説
明
を
示
す
。
以
下
同
様
。

（
3
）�

こ
こ
で
は
、
知
恵
を
構
成
す
る
知
識
（ἐπιστήμη

）
と
知
性
（E

N
, V

I 7 , 1141 a18 -20

）
の
う
ち
の
後
者
に
重
き
を
置
い
た
論
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）� B

arnes （1990:  259 -263

） 

に
よ
る
そ
の
よ
う
な
評
価
と
、
そ
れ
に
反
対
す
るSorabji （1990:  267 -273

） 

の
コ
メ
ン
ト
を
参
照
せ
よ
。

（
5
）�

こ
れ
ら
の
箇
所
の
参
照
は
神
崎
・
相
澤
・
瀬
口 （2018:  423 , n.1

） 

に
拠
る
。C

f. D
estrée （2013:  309

）.

（
6
）�

神
崎
・
相
澤
・
瀬
口 （2018:  423 , n.10

）.［ 

］
内
筆
者
。

（
7
）�（
μ
）
に
類
す
る
こ
と
を
明
言
す
る
も
の
と
し
てD

estrée （2013:  316 -319

）、
明
言
し
な
い
も
の
と
し
て
加
藤 （2009:  45 -47

） 

が
あ
る
。

（
8
）�

岩
田 （2010:  243

）.

（
9
）�

岩
田 （2010:  243

）.［ 

］
内
筆
者
。

（
10
）� K

raut （2002:  201 -202

）.

（
11
）� K

raut （2002:  201 -202

）. C
f. 

神
崎
・
相
澤
・
瀬
口 （2018:  435 , n.5

）.

（
12
）�

以
下
、
岩
田
の
想
定
す
る
音
楽
を
「
ム
ー
シ
ケ
ー
」
と
表
記
す
る
。

（
13
）� C

f. K
raut （1997:  138 -139

）.

（
14
）� C

f. Sim
pson （1998:  238

）.

（
15
）�

ま
た
、
仮
に
（
ζ
）
が
真
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
哲
学
と
音
楽
の
類
似
性
か
ら
（
α’
）
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

（
16
）� Solm

sen （1964:  217

）.［ 

］
内
筆
者
。

（
17
）�

そ
れ
で
は
哲
学
的
観
想
活
動
を
行
え
な
い
人
々
は
何
を
行
え
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
「
お
わ
り
に
」
を
参
照
。

（
18
）� C

f. K
raut （1997:  182

）.

（
19
）� C

f. 

神
崎
・
相
澤
・
瀬
口 （2018:  419 , n.3

）.

（
20
）�『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
に
お
い
て
、
観
想
活
動
の
特
徴
と
し
て
「
そ
れ
自
身
以
外
の
い
か
な
る
目
的
の
た
め
に
目
指
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
し
か
も
完
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全
で
自
身
に
固
有
の
快
楽
を
備
え
て
い
る
」（E

N
, X

 7 , 1177 b19 -21

）
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
21
）�

ま
た
、
音
楽
を
学
ぶ
こ
と
で
、「
そ
れ
自
体
で
価
値
の
あ
る
も
の
と
手
段
と
し
て
の
み
価
値
あ
る
も
の
」
を
区
別
す
る
能
力
を
養
う
こ
と
が
で
き
る
と
い

うStalley （2009:  575 -576

） 

の
解
釈
も
参
照
。

（
22
）�
た
と
え
ばK

raut （2002:  200

） 

は
「
政
治
的
活
動
」
を
そ
の
よ
う
な
仕
事
と
し
て
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
23
）�

た
だ
しSolm

sen （1964:  214

） 

が
述
べ
る
よ
う
に
、
息
抜
き
と
し
て
の
音
楽
は
「『
仕
事
』
の
う
ち
で

4

4

4

有
益
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（
傍
点
筆
者
）。

（
24
）� L

ord （1982:  82 -83

）.

（
25
）� Schütrum

pf （2005:  610

）.

（
26
）� C

f. N
ightingale （1996:  39 -40

）, D
estrée （2013:  317

）. 

ま
たK

raut （1997:  192

） 

は
、（
二
）
が
（
三
）
に
優
先
さ
れ
る
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
明
言

し
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。

（
27
）� B

arker （1946:  320

）.

（
28
）�

神
崎
・
相
澤
・
瀬
口 （2018:  399 , n.10
） 
が
示
す
よ
う
に
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
関
す
る
論
争
が
あ
る
が
、
可
能
な
い
ず
れ
の
解
釈
か
ら
も
こ
の
よ
う
な
主

張
が
導
出
で
き
る
。
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