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こ
の
小
論
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
共
和
主
義
に
関
す
る
現
代
の
諸
論
考
を
参
照
し
な
が
ら
、
古
代
ロ
ー
マ
の
歴
史
家
・
哲
学
者
た
ち
の

遺
し
た
文
献
を
対
象
に
し
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
共
和
政
と
の
関
連
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る（

（
（

。

　

レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
も
と
も
と
古
代
ギ
リ
シ
ャ
植
民
地
の
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
で
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
後
に
ロ
ー
マ
に
お
い
て
、
そ
の
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技
術
を
駆
使
し
た
雄
弁
家
と
そ
の
理
論
を
体
系
化
し
た
哲
学
者
を
数
多
く
生
ん
だ
。
ギ
リ
シ
ャ
に
起
源
を
有
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
そ

の
生
誕
の
地
の
み
な
ら
ず
、
ロ
ー
マ
に
お
い
て
も
花
開
い
た
の
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
は
、
と
り
わ
け
共
和
政
の
時
代
に
、
キ
ケ
ロ
ー
を
は

じ
め
著
名
な
弁
論
家
を
数
多
く
輩
出
し
た
。
近
年
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
共
和
政
ロ
ー
マ
は
、
執
政
官
・
元
老
院
・
民
会
か
ら
な
る
混
合

政
体
を
特
徴
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
門
が
相
互
に
牽
制
し
合
い
つ
つ
も
、
基
本
的
に
元
老
院
を
主
軸
と
す
る
体
制
だ
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
当
時
元
老
院
に
お
い
て
法
案
の
発
議
や
勧
告
の
提
起
な
ど
を
め
ぐ
り
、
議
員
に
向
け
た
説
得
が
行
わ
れ
、
民
会
に
お
い
て
提
案
の

承
認
が
訴
え
ら
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
言
論
に
よ
る
説
得
と
討
議
に
よ
っ
て
集
合
的
決
定
が
な
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
著
名
な
政
治
家

は
、
広
い
教
養
と
人
間
性
を
身
に
つ
け
レ
ト
リ
ッ
ク
術
に
卓
越
し
た
弁
論
家
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
名
家
の
子
弟
も
名
誉
あ
る
地
位
に
就

く
た
め
に
レ
ト
リ
ッ
ク
の
技
能
を
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
共
和
政
と
の
間
に
は
、
元
来
分
か
ち
難
い

結
び
つ
き
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

古
代
ロ
ー
マ
の
哲
学
者
や
歴
史
家
た
ち
も
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
共
和
政
と
の
結
び
つ
き
を
認
識
し
て
い
た
。
と
り
わ
け
キ
ケ
ロ
ー
は
、

彼
自
身
有
名
な
雄
弁
家
で
も
あ
り
、
レ
ト
リ
ッ
ク
に
関
す
る
書
物
を
著
し
た
し
、
ま
た
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
も
、
ロ
ー
マ
の
歴
史
を
叙

述
す
る
中
で
、卓
越
し
た
雄
弁
家
の
説
得
が
政
治
や
社
会
を
大
き
く
揺
る
が
し
て
き
た
史
実
を
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。彼
ら
は
、ロ
ー

マ
共
和
政
に
お
い
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
術
を
駆
使
し
な
が
ら
弁
論
を
自
ら
実
践
し
、
理
論
と
し
て
体
系
化
し
、
弁
論
が
与
え
た
歴
史
的
影

響
を
記
し
て
、
そ
の
後
も
ル
ネ
サ
ン
ス
期
か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で
共
和
主
義
者
た
ち
に
多
く
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え
続
け

た
。
公
民
的
人
文
主
義
あ
る
い
は
古
典
的
共
和
主
義
に
お
い
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
は
そ
の
不
可
欠
の
側
面
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の

で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
古
代
ロ
ー
マ
の
哲
学
者
や
歴
史
家
た
ち
自
身
の
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
共
和
政
と
の
関
係
の
捉
え
方
は
そ
れ
ほ
ど
一
様
で
あ
っ

た
と
は
言
え
な
い
。
彼
ら
自
身
、
執
政
官
や
元
老
院
議
員
で
あ
っ
た
り
、
軍
隊
の
指
揮
官
や
帯
同
者
で
あ
っ
た
り
す
る
な
ど
、
激
し
い

論
争
や
暴
力
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
渦
中
に
い
た
当
事
者
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
著
作
は
、
混
乱
し
激
動
す
る
時
代
状
況
の
中
で
著
さ
れ
、

岡　法（66―２） 426

二



彼
ら
の
身
の
回
り
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
弁
論
が
、
結
果
的
に
ロ
ー
マ
を
望
ま
し
い
方
向
に
導
い
た
と
評
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
ロ
ー

マ
衰
退
の
原
因
で
あ
っ
た
と
咎
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
彼
ら
に
し
て
み
れ
ば
、
レ
ト
リ
ッ
ク
が
激
動
の
ロ
ー
マ
共
和
政
に

お
い
て
有
し
て
い
た
政
治
的
意
味
を
そ
れ
ぞ
れ
別
様
に
受
け
取
っ
て
い
た
と
し
て
も
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
。

　

そ
こ
で
本
稿
は
、
古
代
ロ
ー
マ
時
代
の
歴
史
家
や
哲
学
者
の
諸
著
作
に
焦
点
を
当
て
て
、
彼
ら
が
ど
の
よ
う
に
レ
ト
リ
ッ
ク
と
共
和

政
と
の
関
係
を
捉
え
た
か
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
取
り
挙
げ
る
論
者
は
、
キ
ケ
ロ
ー
、
リ
ウ
ィ
ウ
ス
、
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ

ス
、
タ
キ
ト
ゥ
ス
で
あ
る
。
ま
ず
本
稿
の
対
象
に
つ
い
て
二
点
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
著
作
家
の
人
選
に
つ
い
て
。
キ
ケ
ロ
ー
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
を
実
践
し
た
弁
論
家
で
あ
り
そ
の
理
論
的
大
家
で
あ
っ
て
、
し
か

も
古
典
的
共
和
主
義
の
源
泉
と
な
っ
た
思
想
家
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
に
つ
い
て
も
、
彼
が
描
く
ロ
ー

マ
史
は
現
代
の
共
和
主
義
者
に
と
っ
て
尽
く
せ
ぬ
知
的
源
泉
で
あ
る
。リ
ウ
ィ
ウ
ス
は
、マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
共
和
主
義
的
著
作『
デ
ィ

ス
コ
ル
シ
』
―
『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
と
も
訳
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
リ
ウ
ィ
ウ
ス
の
著
作
を
基
に
執
筆
さ
れ
た

―
に
大
き
な
影
響

を
与
え
た
歴
史
家
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
の
共
和
主
義
思
想
家
へ
の
影
響
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
た
だ
唯
一
、
タ
キ
ト
ゥ
ス
を

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
奇
妙
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
彼
だ
け
は
帝
政
期
の
歴
史
家
で
あ
っ
て
、
共
和
政
時
代
に

お
け
る
レ
ト
リ
ッ
ク
を
考
察
す
る
に
は
不
適
切
と
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。
し
か
し
こ
こ
で
彼
を
敢
え
て
取
り
上
げ
る
の
は
、
も
ち

ろ
ん
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
彼
が
帝
政
時
代
の
歴
史
家
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
彼
の
一
見
レ
ト
リ
ッ
ク
に
批
判
的
に
見
え
る

ス
タ
ン
ス
が
、逆
に
レ
ト
リ
ッ
ク
と
共
和
政
と
の
結
び
つ
き
を
あ
た
か
も
ネ
ガ
写
真
の
よ
う
に
照
射
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

第
二
に
諸
著
作
の
相
違
に
つ
い
て
。本
稿
で
は
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
や
リ
ウ
ィ
ウ
ス
な
ど
の
歴
史
家
の
著
作
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
を
キ
ケ
ロ
ー
の
哲
学
的
著
作
と
同
列
に
扱
う
の
は
奇
妙
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
本
稿
が
歴
史
に
関
す
る
著
作
を

対
象
と
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
著
者
で
あ
る
歴
史
家
た
ち
も
そ
れ
ら
を
通
し
て
、
実
例
（exem

pla

）
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
実

エ
ク
セ
ン
プ
ラ

例
と
は
、
ロ
ー
マ
の
歴
史
の
中
で
と
く
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
事
件
や
出
来
事
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
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れ
は
単
な
る
歴
史
的
事
実
の
叙
述
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
道
徳
的
・
倫
理
的
意
味
を
も
有
す
る
範
例
で
も
あ
る
。
彼
ら
が
実

エ
ク
セ
ン
プ
ラ

例
を

用
い
て
い
る
の
は
、
名
家
の
子
弟
に
そ
の
範
例
を
理
想
と
し
模
倣
さ
せ
る
た
め
に
示
す
と
い
う
訓
練
や
教
育
上
の
目
的
が
あ
る
と
と
も

に
、
聴
衆
に
生
き
生
き
と
し
た
共
通
の
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
、
そ
れ
に
訴
求
す
る
こ
と
で
説
得
力
を
得
る
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
上
の
意
味

が
あ
っ
た
か
ら
だ
、
と
も
言
わ
れ
て
い
る（

（
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
歴
史
家
の
著
作
は
、
歴
史
上
の
様
々
な
事
実

―
と
く
に
レ
ト
リ
ッ
ク
術

が
用
い
ら
れ
た
弁
論
の
行
為

―
が
ロ
ー
マ
の
共
和
政
に
与
え
た
善
き
／
悪
し
き
影
響
に
関
す
る
規
範
的
考
察
を
も
含
ん
で
い
る
意

味
で
、
キ
ケ
ロ
ー
の
哲
学
的
著
作
と
同
様
に
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
共
和
政
と
の
関
係
に
つ
い
て
彼
ら
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
伺

わ
せ
る
貴
重
な
資
料
な
の
で
あ
る
。

　

だ
が
レ
ト
リ
ッ
ク
そ
の
も
の
に
関
す
る
研
究
や
共
和
政
そ
の
も
の
に
関
す
る
研
究
は
そ
れ
ぞ
れ
膨
大
に
あ
っ
て
も
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と

共
和
政
と
の
相
互
関
係

4

4

4

4

を
主
眼
に
置
い
た
研
究
は
意
外
に
希
少
で
あ
る
。
し
か
し
近
年
、
英
語
圏
に
お
い
て
あ
る
研
究
動
向
が
注
目
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
、
ゲ
イ
リ
ー
・
レ
ー
マ
ー
（Gary 

Rem
er

）
や
ジ
ョ
イ
・
コ
ノ
リ
ー
（Joy 

Connolly

）ら
の
古
典
レ
ト
リ
ッ
ク
研
究
や
、フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ペ
テ
ィ
ッ
ト（Philip Pettit

）や
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
・
ス
キ
ナ
ー（Q

uentin 

Skinner

）
ら
の
共
和
主
義
の
政
治
思
想
研
究
に
触
発
さ
れ
た
、
ダ
ニ
エ
ル
・
ケ
イ
パ
ス
ト
（D

aniel K
apust

）
や
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
ガ
ー

ス
テ
ン
（Brian Garsten

）
ら
の
古
代
ロ
ー
マ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
研
究
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
主
に
彼
ら
の
業
績
を
参
考
に
し
な
が
ら
、

で
き
る
限
り
古
代
ロ
ー
マ
の
哲
学
者
・
歴
史
家
の
一
次
的
テ
キ
ス
ト
に
準
拠
し
つ
つ
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
共
和
政
と
の
関
係
を
検
討
し
て

い
き
た
い
。

　

本
稿
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
二
で
は
、
キ
ケ
ロ
ー
を
扱
う
。
こ
こ
で
は
、
彼
が
レ
ト
リ
ッ
ク
を
「
自
由
で
平
和
な
共
和

政
に
お
け
る
賛
否
両
論
の
使
い
分
け
」
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
以
降
の
章
で
検
討
す
る
論
者
と
の
比
較
を
行
う
た
め
の
基

軸
に
定
め
て
お
く
。
三
で
は
、
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
を
扱
う
。
こ
こ
で
は
ケ
イ
パ
ス
ト
の
議
論
に
沿
っ
て
、
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
が
キ

ケ
ロ
ー
と
対
照
的
に
、
レ
ト
リ
ッ
ク
を
「
対
立
者
を
橋
渡
し
す
る
融
和
の
術
」
と
し
て
捉
え
て
い
た
と
す
る
説
を
紹
介
し
、
そ
れ
を
批
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判
的
に
検
討
す
る
。
四
で
は
、
リ
ウ
ィ
ウ
ス
を
扱
う
。
こ
こ
で
は
、
彼
が
レ
ト
リ
ッ
ク
を
「
調
和
と
善
き
意
思
を
も
た
ら
す
技
術
」
と

し
て
捉
え
て
お
り
、
そ
の
点
で
キ
ケ
ロ
ー
と
同
調
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
五
で
は
、
タ
キ
ト
ゥ
ス
を
扱
う
。
こ
こ
で
は
ケ

イ
パ
ス
ト
の
議
論
に
沿
っ
て
、彼
が
帝
政
期
に
お
い
て
レ
ト
リ
ッ
ク
の
死
を
宣
言
し
て
い
る
と
の
説
を
紹
介
し
、そ
れ
が
逆
に
レ
ト
リ
ッ

ク
と
共
和
政
と
の
結
び
つ
き
を
照
射
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

二
　
キ
ケ
ロ
ー

―
自
由
で
平
和
な
共
和
政
に
お
け
る
賛
否
両
論
の
使
い
分
け

キ
ケ
ロ
ー
の
均
衡
感
覚

―
相
反
す
る
諸
要
素
の
折
衷

　

マ
ル
ク
ス
・
ト
ゥ
ッ
リ
ウ
ス
・
キ
ケ
ロ
ー
（M

arcus T
ullius Cicero

）
は
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
ま
で
も
な
く
、
ギ
リ
シ
ャ
由
来
の

哲
学
を
ロ
ー
マ
に
伝
え
、
後
世
に
多
大
な
る
影
響
を
与
え
た
点
に
お
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
と
並
ぶ
西
洋
思
想
の
源
流
で
あ
る
と
言

わ
れ
て
い
る
。
彼
の
思
想
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
理
論
と
し
て
も
、
共
和
主
義
の
思
想
と
し
て
も
、
後
世
の
文
献
家
た
ち
が
汲
み
取
り
続

け
て
も
尽
き
る
こ
と
の
な
い
豊
か
な
知
的
源
泉
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た（

（
（

。
と
こ
ろ
が
彼
の
哲
学
者
と
し
て
の
独
創
性
と
い
う
点
に

着
目
す
る
と
、
古
典
期
の
ギ
リ
シ
ャ
人
哲
学
者
た
ち
に
比
べ
て
評
判
が
よ
く
な
い
よ
う
で
あ
る（

（
（

。
彼
は
、
精
緻
を
極
め
た
ギ
リ
シ
ャ
哲

学
を
、
教
育
や
演
説
と
い
っ
た
実
務
上
の
活
用
の
た
め
に
「
つ
ま
み
食
い
」
し
た
だ
け
の
折
衷
主
義
者
で
あ
る
と
の
悪
評
も
あ
る
。
こ

れ
は
、
中
世
を
通
し
て
長
く
失
わ
れ
て
き
た
彼
の
テ
キ
ス
ト
を
発
見
し
た
ペ
ト
ラ
ル
カ
や
、
人
文
主
義
的
哲
学
者
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ（

（
（

、
歴

史
家
テ
オ
ド
ー
ル
・
モ
ム
ゼ
ン（

（
（

ら
に
よ
る
キ
ケ
ロ
ー
へ
の
酷
評
に
よ
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
彼
の
政
治
家
と
し

て
の
個
人
史
を
見
れ
ば
、
あ
る
時
に
は
ポ
ン
ペ
イ
ウ
ス
の
権
勢
に
す
が
っ
た
か
と
思
え
ば
、
ま
た
あ
る
時
に
は
権
力
の
座
に
就
い
た
カ

エ
サ
ル
の
寛
恕
を
乞
う
た
り
、
そ
の
後
継
者
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
に
親
愛
の
情
を
示
し
た
り
す
る
な
ど
、
時
の
権
力
者
に
媚
び
よ
う
と
し

た
政
治
的
風
見
鶏
と
見
ら
れ
て
も
や
む
な
き
面
が
あ
る
。
ま
た
思
想
家
と
し
て
も
、
当
時
は
懐
疑
主
義
と
し
て
知
ら
れ
た
ピ
ュ
ロ
ー
ン

レトリックと共和政（一）429
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ら
新
ア
カ
デ
ー
メ
イ
ア
派
の
哲
学
者
た
ち
か
ら
薫
陶
を
受
け
た
か
と
思
え
ば
、
人
類
共
通
の
普
遍
的
自
然
法
を
説
く
ス
ト
ア
派
に
傾
倒

す
る
な
ど
、
単
に
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
抽
出
す
る
だ
け
の
御
都
合
主
義
者
と
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、ギ
リ
シ
ャ
の
文
化
を
実
用
に
耐
え
る
よ
う
に
活
用
す
る
と
い
う
の
は
当
時
の
ロ
ー
マ
人
の
一
般
的
風
習
を
踏
襲
し
た
に
す
ぎ
ず
、

彼
も
ま
た
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
と
指
摘
す
る
こ
と
が
ま
ず
で
き
る
だ
ろ
う（

（
（

。
ま
た
換
言
す
れ
ば
、
相
反
し
さ
え
す
る
対
立
的
要
素

を
受
け
入
れ
る
と
い
う
清
濁
併
せ
呑
む
度
量
の
広
さ
と
、
そ
れ
ら
を
う
ま
く
接
合
す
る
と
い
う
平
衡
感
覚
に
秀
で
た
彼
の
力ウ

ィ
ル
ト
ゥ
ス量

を
指

摘
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
し
て
彼
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
理
解
も
、
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
相
矛
盾
す
る
要
素
を
綜
合
す
る
と
い
う
彼
の

基
本
的
な
態
度
に
由
来
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

相
反
す
る
諸
要
素
の
折
衷
が
キ
ケ
ロ
ー
の
基
本
的
態
度

　

レ
ー
マ
ー
と
ケ
イ
パ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
キ
ケ
ロ
ー
の
こ
の
よ
う
な
折
衷
的
態
度
は
、
名
誉
（honestum

）
と
利
益
（utile

）
と
の
関

係
に
つ
い
て
の
彼
の
理
解
に
典
型
的
に
表
れ
て
い
る
、
と
い
う
。
キ
ケ
ロ
ー
に
お
い
て
、
名
誉
と
利
益
と
は
、
明
確
に
分
離
さ
れ
る
独

立
別
個
の
目
標
で
は
な
く
、
相
互
に
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
入
れ
子
構
造
を
な
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
安
全
（incolum

itas

）」

は
、
損
害
を
被
る
こ
と
な
く
無
事
な
状
況
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
点
で
利
益
の
一
種
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
名
誉
と
並
ん
で
実
現

を
目
指
す
べ
き
重
要
な
目
標
で
あ
る（

（
（

。
ケ
イ
パ
ス
ト
は
、
一
般
的
に
は
名
誉
が
最
重
要
の
目
標
で
あ
る
も
の
の
、
そ
の
た
め
に
安
全
が

犠
牲
に
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
「
安
全
な
し
で
は
名
誉
を
獲
得
で
き
な
い
」
と
す
る
キ
ケ
ロ
ー
の
言
説
を
指
摘
し
て
い
る（

（
（

。
確
か

に
彼
は
、
若
き
頃
著
し
た
『
発
想
論
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

名
誉
は
安
全
に
優
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
両
者
を
互
い
に
比
較
し
、
ど
ち
ら
を
優
先
す
べ
き
か
検
討
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
場
合
も

多
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
確
固
と
し
た
不
変
の
指
針
を
示
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
安
全
を
優
先
す
る
こ
と
で
当
面
失
わ
れ
る
名
誉
が
、
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や
が
て
は
勇
気
と
勤
勉
で
回
復
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
れ
ば
、
安
全
を
図
っ
て
良
い
こ
と
に
な
る
。
回
復
不
可
能
で
あ
れ
ば
、
名

誉
に
関
わ
る
必
然
を
説
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
で
も
、
安
全
を
図
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
実
は
名
誉
の
為
に
述
べ
て
い

る
と
主
張
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
安
全
な
し
で
は
決
し
て
名
誉
は
獲
得
で
き
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。Cic. inv. （. （（（-（（

〔
一

四
八
―
九
。
傍
点
と
括
弧
は
著
者
に
よ
る
。〕

　

キ
ケ
ロ
ー
は
、
名
誉
を
他
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
も
追
求
さ
れ
る
べ
き
至
高
の
善
と
考
え
る
ほ
ど
教
義
学
的
で
は
な

い
。
む
し
ろ
状
況
に
応
じ
て
名
誉
と
利
益
を
使
い
分
け
る
こ
と
が
必
要
だ
、
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
名
誉
だ
け
を
求
む
べ

し
と
す
る
極
端
な
卓
越
主
義
の
立
場
か
ら
し
て
も
、
利
益
だ
け
を
指
標
と
す
べ
し
と
す
る
功
利
主
義
の
立
場
か
ら
し
て
も
、
名
誉
と
利

益
と
の
概
念
的
混
同
で
あ
る
と
非
難
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い（

（1
（

。
だ
が
レ
ー
マ
ー
に
よ
れ
ば
、「
キ
ケ
ロ
ー
の
『
概
念
的
混
同
』
は
弁
論
家
／

政
治
家
が
状
況
に
自
分
を
合
わ
せ
る
と
い
う
よ
り
大
き
な
自
由
を
認
め
る
も
の
と
し
て
見
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る（

（（
（

」、
と
い
う
。「
状
況
に

応
じ
て
」
は
、
キ
ケ
ロ
ー
の
根
底
に
あ
る
一
般
的
態
度
で
あ
る
。
弁
論
家
も
、
こ
の
よ
う
な
時
宜
に
適
っ
た
仕
方
を
意
識
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
の
本
質
で
は
な
く
、
時
機
を
要
求
し
て
い
る
か
、
当
人
に
は
何
が
相
応
し
い
こ
と
な
の
か
、
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
を

行
っ
た
か
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
考
え
で
、
誰
と
一
緒
に
、
ど
の
よ
う
な
時
機
に
、
ど
れ
だ
け
の
時
間
を
費
や
し
て
行
っ
た
か
、
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
見
解
を
表
明
す
る
際
に
は
、
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
論
点
を
導
き
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

Cic. inv. （.（（（

〔
一
四
九
―
五
〇
〕

　

キ
ケ
ロ
ー
の
名
誉
と
利
益
の
理
解
は
、
レ
ー
マ
ー
に
よ
れ
ば
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
政
治
思
想
家
ニ
コ
ロ
・
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
そ
れ
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と
比
較
を
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
、
と
い
う
。
レ
ト
リ
ッ
ク
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
態
度
は
キ
ケ
ロ
ー
の
曖
昧
な

態
度
と
比
べ
る
と
は
る
か
に
一
貫
し
て
い
た
と
指
摘
す
る
論
者
は
確
か
に
い
る
。
た
と
え
ば
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
カ
ー
ン
（V

ictoria 

K
ahn

）
や
バ
ー
ロ
ウ
（J.J.Barlow

）
ら
は
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
レ
ト
リ
ッ
ク
を
名
誉
に
よ
っ
て
拘
束
す
る
と
い
う
キ
ケ
ロ
ー
以
来

の
伝
統
を
完
全
に
脱
し
て
お
り
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
行
使
を
利
益
と
い
う
目
的
に
一
元
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
キ
ケ
ロ
ー
よ
り
も
レ
ト

リ
ッ
ク
の
点
で
深
い
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
レ
ー
マ
ー
に
よ
れ
ば
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
がvirtù

を
明
確
に
定
義

し
な
か
っ
た
こ
と
と
同
様
に
、
キ
ケ
ロ
ー
も
ま
た
名
誉
と
利
益
と
の
区
別
を
あ
え
て
明
確
に
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
「
範
疇
の

入
り
組
み
」
が
言
葉
や
行
為
の
状
況
・
文
脈
依
存
性
を
結
論
し
た
の
だ
、
と
い
う（

（1
（

。
彼
ら
二
人
の
間
の
基
本
的
態
度
の
対
照
は
明
確
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
相
対
立
す
る
観
念
の
中
か
ら
一
つ
の
観
念
を
選
択
す
る
の
に
対
し
て
、
キ
ケ
ロ
ー
は
そ
れ
ら
の

間
に
均
衡
を
与
え
る
こ
と
で
融
和
さ
せ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

（1
（

。

キ
ケ
ロ
ー
と
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
と
の
間
の
「
栄
光
」
観
の
相
違

　

名
誉
と
利
益
と
い
う
二
つ
の
観
念
の
捉
え
方
に
関
す
る
キ
ケ
ロ
ー
と
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
と
の
相
違
は
、
彼
ら
の
栄
光
（gloria

）
の
捉

え
方
に
お
い
て
は
っ
き
り
表
れ
る
。
一
方
で
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
栄グ

ロ
ー
リ
ア光

を
何
ら
か
の
目
的
、
た
と
え
ば
支
配
者
が
民
衆
の
支
持
を

取
り
付
け
る
た
め
に
役
立
つ
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
彼
は
『
君
主
論
』
の
中
で
、
ス
ペ
イ
ン
王
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
を
範
例
と
し

て
、
君
主
が
衆
望
を
集
め
る
た
め
に
は
戦
争
の
よ
う
な
大
事
業
を
次
々
行
い
、
領
民
を
感
嘆
さ
せ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
て

い
る
。
と
く
に
重
要
な
こ
と
は
「
君
主
の
厳
然
た
る
威
光
を
し
っ
か
り
と
守
っ
て
い
く
こ
と
。
こ
の
最
後
の
も
の
は
、
ど
ん
な
場
合
で

も
、
け
っ
し
て
ゆ
る
が
せ
に
し
て
は
な
ら
な
い
」、
と（

（1
（

。
つ
ま
り
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
お
い
て
、
栄
光
と
は
、
そ
れ
自
体
望
ま
し
い
善
＝

名
誉
な
の
で
は
な
く
、
利
益
の
観
点
か
ら
求
め
ら
れ
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
と
く
に
支
配
者
た
る
君
主
に
と
っ
て
栄
光
は
衆
望
を
集
め
る

た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
。
彼
の
栄
光
観
に
は
、
名
誉
と
利
益
を
両
立
さ
せ
る
と
い
う
意
図
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
ず
、
栄
光
が
利
益
の
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観
点
か
ら
一
元
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

他
方
で
キ
ケ
ロ
ー
は
、
ガ
ー
ス
テ
ン
に
よ
れ
ば
、
栄
光
を
利
益
だ
け
で
は
な
く
名
誉
の
観
点
か
ら
も
把
握
し
て
い
る
、
と
い
う
。
キ

ケ
ロ
ー
に
お
い
て
、「
真
の
栄
光
」
と
は
、
単
な
る
民
衆
の
承
認
で
は
な
く
、
承
認
さ
れ
る
べ
き

4

4

も
の
が
民
衆
に
承
認
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
規
範
的
な
要
素
が
根
底
に
あ
り
、
そ
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
は
こ
こ
で
は
ス
ト
ア
派
の
名ホ

ネ
ス
ト
ゥ
ム誉

の
観
念
な
の
だ
、
と

い
う（

（1
（

。
キ
ケ
ロ
ー
に
と
っ
て
栄
光
は
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
述
べ
た
よ
う
に
、
何
ら
か
の
目
的
に
役
立
つ
手
段
で
は
な
い
。
単
な
る
手

段
で
あ
れ
ば
、
目
的
さ
え
達
成
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
後
は
人
口
に
膾
炙
す
る
こ
と
な
く
忘
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
が
栄
光
は
儚
い

人
生
を
超
え
永
久
に
人
の
記
憶
に
残
る
も
の
だ
。
キ
ケ
ロ
ー
は
、
ア
ン
ト
ー
ニ
ウ
ス
の
軍
隊
と
戦
死
し
た
マ
ル
ス
軍
団
の
兵
士
た
ち
に

向
け
た
葬
送
演
説
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

我
々
が
自
然
か
ら
受
け
た
生
は
短
い
。
し
か
し
、
み
ご
と
な
死
に
方
を
し
た
生
の
記
憶
は
永
遠
に
残
る
。
そ
し
て
、
も
し
、
こ
の
生

よ
り
も
記
憶
の
方
が
長
く
な
け
れ
ば
、
誰
が
、
こ
の
上
な
い
苦
労
と
危
険
に
遭
い
な
が
ら
も
、
最
高
の
称
賛
と
栄
光
を
目
指
そ
う
と
努

め
る
で
あ
ろ
う
か
。
…
…
生
の
死
す
べ
き
運
命
の
代
わ
り
に
、
諸
君
は
不
死
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。Cic. Phil. （（. （（-（

〔
四
七
三

―
四
〕

　

さ
ら
に
レ
ー
マ
ー
に
よ
れ
ば
、
キ
ケ
ロ
ー
は
、
栄
光
を
名
誉
の
み
な
ら
ず
利
益
の
観
点
か
ら
も
捉
え
て
い
た
、
と
さ
れ
る
。
キ
ケ
ロ
ー

は
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
と
対
象
的
に
、
名
誉
と
利
益
の
ど
ち
ら
に
も
居
場
所
を
与
え
て
お
り
、
し
か
も
公
的
な
も
の
と
私
的
な
も
の
の

要
素
を
そ
こ
に
含
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
出
世
や
世
評
に
つ
い
て
考
え
て
み
れ
ば
、
栄
光
を
求
め
る
行
い
は
、
公
共
体
に
と
っ
て
有
益

で
あ
る
と
と
も
に
個
人
に
と
っ
て
も
名
誉
で
あ
る
し
、
公
共
体
に
と
っ
て
名
誉
で
も
あ
り
個
人
に
と
っ
て
有
益
と
も
言
え
る
。
栄
誉
を

求
め
る
行
い
に
は
名
誉
と
利
益
の
ど
ち
ら
も
目
的
に
含
ま
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
こ
に
公
的
使
命
と
私
的
生
活
と
が
混
入
し
て
い
る
。
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キ
ケ
ロ
ー
は
、
栄
誉
あ
る
行
為
を
あ
え
て
名
誉
の
観
点
か
ら
の
み
際
出
た
せ
よ
う
と
も
し
な
い
の
で
あ
る（

（1
（

。
確
か
に
若
き
キ
ケ
ロ
ー
は

『
発
想
論
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
明
言
し
て
い
る
。

　

次
に
、
利
益
も
付
け
加
わ
っ
て
い
る
が
、
や
は
り
同
じ
気
高
い
も
の
と
い
う
名
称
で
呼
ぶ
も
の
に
つ
い
て
、
論
じ
る
必
要
が
あ
る
だ

ろ
う
。
そ
れ
自
体
の
価
値
だ
け
で
な
く

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
も
た
ら
す
利
益
に
よ
っ
て
も
我
々
を
惹
き
つ
け
る
事
物

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
た
と
え
ば
名
声

4

4

4

4

4

4

…
…
な
ど
で
あ
る
。

Cic. inv. （. （（（
〔
一
四
五
―
六
、
た
だ
し
訳
語
を
一
部
変
え
傍
点
を
加
え
て
い
る
。〕

　

あ
る
時
は
名
誉
を
、
ま
た
あ
る
時
は
利
益
を

―
こ
の
キ
ケ
ロ
ー
の
言
明
は
、
彼
が
政
治
的
風
見
鶏
で
あ
る
と
の
広
く
流
布
し
て
い

る
貶
評
を
さ
ら
に
強
め
る
に
す
ぎ
な
い
の
か
。
そ
れ
と
も
名
誉
を
捨
て
利
益
に
一
元
化
す
る
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
立
場
よ
り
も
一
貫
性

の
点
で
劣
っ
て
い
る
と
の
カ
ー
ン
や
バ
ー
ロ
ウ
の
評
価
を
裏
書
き
す
る
の
だ
ろ
う
か（

（1
（

。
だ
が
レ
ー
マ
ー
に
言
わ
せ
れ
ば
、
キ
ケ
ロ
ー
の

一
見
曖
昧
に
見
え
る
こ
の
態
度
は
何
ら
欠
陥
で
は
な
い
。
む
し
ろ
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
よ
う
に
利
益
に
一
元
化
す
る
こ
と
は
、
人フ

ー
マ
ー
ヌ
ス間

に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
見
逃
し
て
い
る
。
キ
ケ
ロ
ー
は
、
名
誉
に
も
利
益
に
も
い
ず
れ
に
も
限
定
さ
れ
な
い
、
人フ

ー
マ
ー
ニ
タ
ー
ス

間
性
の
全
面
性

と
で
も
言
う
べ
き
も
の
を
反
映
さ
せ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る（

（1
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
キ
ケ
ロ
ー
は
複
数
の
対
立
す
る
事
項
の
中
か
ら

一
つ
だ
け
選
択
す
る
と
い
う
道
は
と
ら
な
い
。
彼
は
、
政
治
家
・
弁
論
家
と
し
て
も
、
著
述
家
・
理
論
家
と
し
て
も
、
両
極
を
避
け
て
、

対
立
す
る
事
項
を
融
和
す
る
方
へ
と
向
か
う
。「
均
衡
が
キ
ケ
ロ
ー
の
著
作
と
人
生
に
浸
透
し
て
い
る
」
の
で
あ
る（

（1
（

。

キ
ケ
ロ
ー
の
レ
ト
リ
ッ
ク
理
解

―
賛
否
両
論
の
使
い
分
け

　

も
し
以
上
の
よ
う
に
キ
ケ
ロ
ー
が
複
数
の
相
互
矛
盾
す
る
要
素
に
均
衡
を
も
た
ら
す
こ
と
を
生
涯
の
テ
ー
マ
と
し
て
い
た
と
す
る
な

ら
ば
、そ
れ
を
レ
ト
リ
ッ
ク
の
理
解
に
ま
で
持
ち
込
ん
だ
と
し
て
も
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
だ
ろ
う（

11
（

。そ
れ
は
、キ
ケ
ロ
ー
の
レ
ト
リ
ッ
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ク
論
に
お
い
て
、「
賛
否
両
論
の
使
い
分
け
（in utram

que partem

）」
あ
る
い
は
「
賛
否
対
立
す
る
側
か
ら
の
議
論
（in contrarias 

partes

）」
の
観
念
と
し
て
表
れ
る
。

　

賛ウ
ト
ラ
ム
ク
エ
・
パ
ル
テ
ム

否
両
論
の
使
い
分
け
と
は
、
あ
る
問
題
に
つ
い
て
賛
否
ど
ち
ら
に
つ
い
て
も
論
じ
る
こ
と
の
で
き
る
能
力
の
こ
と
を
指
す
。
そ
れ

は
、
弁
論
の
す
べ
て
の
種
類
（genus

）

―
訴
訟
、
審
議
、
演
示

―
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
当
事
者
が
相
争
う
訴
訟

の
場
面
で
、「
Ａ
が
Ｂ
を
殺
害
し
た
事
実
に
よ
っ
て
Ａ
は
有
罪
と
さ
れ
る
か
」
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
「
有
罪
で
あ
る
」
と
も
「
有
罪
で

は
な
い
」
と
も
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
政
策
の
是
非
に
つ
い
て
論
じ
合
う
政
治
的
審
議
の
場
面
で
、

「
隣
国
に
軍
隊
を
派
兵
す
べ
き
か
」
に
つ
い
て
「
派
兵
す
べ
き
」
と
も
「
派
兵
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
も
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
祭
祀
や
葬
式
の
場
面
で
、「
賞
賛
さ
れ
る
べ
き
か
非
難
さ
れ
る
べ
き
か
」
に
つ
い
て
「
称
え
ら
れ
る
」
と
も

「
咎
め
ら
れ
る
」
と
も
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
キ
ケ
ロ
ー
は
、
こ
の
賛
否
両
論
の
使
い
分
け
は
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ー
ス
や
カ
ル
ネ
ア
デ
ー
ス
ら
の
弁
論
方
法
に
由
来
す
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
行
使
で
き
る
能
力
を
身
に
付
け
れ
ば
、
そ
の
人

は
理
想
的
な
雄
弁
家
と
な
る
だ
ろ
う
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（

1（
（

。

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
教
え
を
学
び
知
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
方
法
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
事
柄
に
つ
い
て
賛
否
両
論
を
語
り

4

4

4

4

4

4
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、

す
べ
て
の
係
争
で
弁
論

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
弾
劾
二
つ
な
が
ら
展
開
す
る
能
力
を
も
っ
た
人

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
あ
る
い
は
、
ア
ル
ケ
シ
ラ
ー
オ
ス
や
カ
ル
ネ
ア
デ
ー
ス
の

方
法
に
よ
っ
て
、
提
起
さ
れ
た
い
か
な
る
命
題
に
対
し
て
も
論
駁
す
る
能
力
を
も
っ
た
人
、
し
か
も
、
そ
う
し
た
理
論
に
、
わ
れ
わ
れ

の
こ
の
弁
論
の
実
践
経
験
と
修
練
と
を
結
び
合
わ
せ
る
能
力
を
も
っ
た
人
が
や
が
て
い
つ
の
日
か
現
れ
る
と
す
る
な
ら
、そ
の
人
こ
そ
、

そ
し
て
、
そ
の
人
だ
け
が
、
真
の
、
間
然
す
る
と
こ
ろ
の
な
い
弁
論
家
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
…
…
で
あ
る
。Cic. de or. （. （0

〔
三

七
四
〕
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レ
ー
マ
ー
に
よ
れ
ば
、キ
ケ
ロ
ー
が
賛
否
両
論
の
使
い
分
け
を
重
視
し
た
の
は
、ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
＝
プ
ラ
ト
ー
ン
以
来
の
レ
ト
リ
ッ

ク
批
判
に
対
す
る
応
答
の
た
め
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。
周
知
の
通
り
、
プ
ラ
ト
ー
ン
は
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
に
お
い
て
、
師
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー

ス
の
口
を
借
り
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
が
非
合
理
的
で
あ
っ
て
、
事
物
の
真
理
や
本
質
を
不
明
瞭
に
し
て
し
ま
う
技
術
で
あ
る
と
述
べ
さ
せ

て
い
る
。
当
時
、
人
気
を
博
し
て
い
た
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
は
、
た
と
え
虚
偽
や
不
正
で
あ
っ
て
も
、
人
々
の
快
楽
や
情
念
に
訴
え
て
、

自
分
が
思
う
通
り
に
聴
衆
を
動
か
す
こ
と
の
で
き
る
弁
論
術
を
若
者
た
ち
に
盛
ん
に
教
え
て
い
た
。
し
か
し
弁
論
術
は
、
哲
学
者
た
ち

が
理
性
に
従
っ
て
見
極
め
よ
う
と
し
て
い
る
真
実
や
正
義
、
あ
る
い
は
公
共
体
に
と
っ
て
重
要
な
徳
や
共
通
善
を
蔑
む
小
手
先
の
技
能

に
す
ぎ
な
い
。
弁
論
と
哲
学
と
は
、
相
互
に
独
立
し
た
共
存
で
き
な
い
別
個
の
学
問
領
域
で
あ
り
、
弁
論
術
（tέχνη

 'pητορική

）
は

弁
証
（διαλεκτική

）
と
は
異
な
り
、
何
ら
真
実
や
正
義
を
語
ら
ぬ
説
得
の
技
術
に
す
ぎ
な
い
、
と
。
し
か
も
こ
の
反
レ
ト
リ
ッ
ク
の

精
神
基
調
は
、
ガ
ー
ス
テ
ン
に
よ
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ー
ン
以
来
、
近
世
以
降
も
ホ
ッ
ブ
ズ
や
ル
ソ
ー
や
カ
ン
ト（

11
（

、
さ
ら
に
レ
ー
マ
ー
に
よ

れ
ば
、
現
代
に
お
い
て
も
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
（Jürgen H

aberm
as

）
や
セ
イ
ラ
・
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
（Seyla Benhabib

）
ら

熟
議
民
主
政
の
論
者
た
ち
に
も
連
綿
と
引
き
継
が
れ
て
い
る
、
と
い
う（

11
（

。
後
世
に
も
大
き
く
影
響
し
た
こ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
蔑
視
に
対
抗

し
て
、
キ
ケ
ロ
ー
は
弁
論
術
を
擁
護
し
た
の
で
あ
る
、
と
。
そ
の
意
味
で
賛
否
両
論
の
使
い
分
け
と
い
う
観
念
は
、
キ
ケ
ロ
ー
独
自
の

レ
ト
リ
ッ
ク
の
捉
え
方
の
特
徴
を
最
も
よ
く
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

賛
否
両
論
の
使
い
分
け
は
蓋
然
的
信
念
に
訴
え
る

　

で
は
キ
ケ
ロ
ー
は
、
な
ぜ
レ
ト
リ
ッ
ク
の
理
解
に
お
い
て
賛
否
両
論
の
使
い
分
け
を
重
視
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
イ
デ
ア
を
正
し
く

認
識
で
き
る
哲
学
者
や
確
固
た
る
教
義
を
信
仰
す
る
宗
教
家
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
能
力
を
必
要
と
し
な
い
だ
ろ
う
。
疑
念
の
生
じ

る
余
地
の
な
い
知
識
や
信
念
が
根
底
に
あ
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
自
ず
と
真
理
や
正
義
は
演
繹
的
に
推
論
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
あ
る
争

点
に
関
し
て
賛
成
す
る
側
と
反
対
す
る
側
の
ど
ち
ら
か
ら
も
論
じ
る
能
力
な
ど
不
要
だ
ろ
う
。
で
は
賛
否
両
論
の
使
い
分
け
は
、
プ
ラ
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ト
ー
ン
の
哲
学
が
非
難
す
る
憶ド

ク
サ見

や
正
統
な
教ド

グ
マ義

に
反
す
る
異
説
を
説
く
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
レ
ト
リ
ッ

ク
に
と
っ
て
こ
の
能
力
が
重
要
で
あ
る
の
は
、
ま
さ
に
レ
ト
リ
ッ
ク
が
聴
衆
の
説
得
の
術
で
あ
り
、
世
間
か
ら
隔
絶
し
た

観ウ
ィ
タ
・
コ
ン
テ
ン
プ
ラ
テ
ィ
ー
ウ
ァ

想
的
生
活
に
お
い
て
で
は
な
く
、
裁
判
や
議
会
や
葬
祭
な
ど
の
場
、
つ
ま
り
活ウ

ィ
タ
・
ア
ク
テ
ィ
ウ
ァ

動
的
生
活
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
実プ

ラ
ク
シ
ス践

の

技
術
で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
こ
で
は
、
真
実
や
正
義
そ
の
も
の
が
扱
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
真
実
や
正
義
が
示
さ
れ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
ら
が
民
衆
に
訴
え
る
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
説
得
力
を
も
ち
え
な
い
だ
ろ
う
。
ガ
ー
ス
テ
ン
に
よ
れ
ば
、
レ
ト
リ
ッ
ク
が
行
使

さ
れ
る
弁
論
の
場
面
で
は
、「
聴
衆
に
と
っ
て
身
近
な
日
常
的
信
念
か
ら
蓋プ

ロ

バ

ビ

リ

ア

然
的
な
も
の
を
援
用
す
る
だ
け
で
、議
論
や
行
為
を
擁
護
す

る
根
拠
と
し
て
は
十
分
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
蓋
然
的
信
念
を
共
通
意
見
か
ら
引
き
出
す
と
い
う
作
業
は
、
弁
論
家
が
聴
衆
を
説
得
す
る

と
い
う
仕
事
に
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
伝
統
的
に
弁
論
家
の
仕
事
と
さ
れ
て
き
た
も
の
の
一
つ
に
は
「
確
信
さ
せ
る

（probare

）」
こ
と
が
あ
る
が
、「
そ
れ
ゆ
え
に
弁
論
家
は
、
聴
衆
が
何
で
あ
れ
説
得
的
で
あ
る
と
考
え
る
だ
ろ
う
こ
と
を
蓋
然
的
信
念

（probabilia

）
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る（

11
（

」。
こ
れ
は
単
な
る
言
葉
遊
び
で
は
な
い
。
キ
ケ
ロ
ー
は
、
弁
論
が
行
わ
れ
る
場
で
は
、
真
理
や

正
義
に
訴
え
る
こ
と
ま
で
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
熟
知
し
て
い
た
。
聴
衆
を
説
得
す
る
た
め
に
は
、
議
論
が
「
妥
当
で
あ

る
（probabilis

）」
こ
と
で
十
分
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
事
柄
の
確
実
性
や
真
理
性
ば
か
り
問
題
に
す
る
人
た
ち
が
い
る
が
、

わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
の
よ
う
な
「
精
神
が
正
道
を
は
ず
れ
て
さ
ま
よ
い
、
ど
こ
に
も
道
し
る
べ
を
も
た
な
い
よ
う
な
者
た
ち
」
と
は
異
な

る
、
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

他
の
人
々
が
事
柄
に
は
確
か
な
こ
と
と
不
確
か
な
こ
と
が
あ
る
と
言
う
の
に
対
し
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
人
々
と
意
見
を
異
に

し
、
事
柄
に
は
蓋
然
的
な
こ
と
と
そ
う
で
な
い
こ
と
が
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
言
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
何
が
妨
げ
に
な
ろ
う
か
、
私
に
蓋
然
的
だ
と
思
わ

れ
る
こ
と
に
従
い
、
そ
う
で
な
い
こ
と
の
非
を
示
そ
う
と
す
る
、
ま
た
、
倣
慢
な
強
弁
を
避
け
て
愚
昧
を
免
れ
よ
う
と
す
る
と
し
て
も
。

愚
昧
は
知
恵
か
ら
も
っ
と
も
遠
く
離
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
の
学
派
が
反
論
を
す
る
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の
は
、こ
の
蓋
然
的
な
る
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
賛
否
両
面
の
根
拠
か
ら
論
議
を
戦
わ
せ
る
以
外
に
は
な
し
え
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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4

4

4

4
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4

4

4

4

か
ら
で
あ
る
。

Cic. off. （. （-（

〔
二
二
五
。
た
だ
し
訳
語
を
若
干
変
え
傍
点
を
加
え
て
い
る
。〕

　

賛
否
両
論
の
使
い
分
け
は
、
も
ち
ろ
ん
裁
判
の
場
で
も
用
い
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
当
事
者
の
う
ち
、
一
方
を
弁
護
し
他
方
を
糾
弾
す

る
弁
論
家
は
、
陪
審
員
を
説
得
し
て
勝
訴
を
得
る
た
め
に
、
蓋
然
的
信
念
に
訴
え
る
必
要
が
あ
る
。
キ
ケ
ロ
ー
は
弁
護
人
の
義
務
に
つ

い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（

11
（

。

　

ま
た
、
こ
の
種
の
義
務
に
関
す
る
教
え
と
し
て
肝
に
銘
じ
て
お
く
べ
き
は
、
誰
で
あ
れ
無
実
の
者
に
対
し
市
民
権
剥
奪
相
当
の
訴
追

を
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…
が
、
極
悪
非
道
の
輩
で
な
い
か
ぎ
り
、
弁
護
す
る
こ
と
を
や
ま
し
く
思
う
べ
き
で

は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
大
衆
に
望
ま
れ
、
慣
習
が
許
諾
し
、
人
の
道
に
も
か
な
っ
て
い
る
。
裁
判
官
の
務
め
は
審
理
に
お
い
て
つ
ね
に

真
実
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
弁
護
人
の
務
め
は
と
き
に
よ
り
、
真
実
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
多
少
と
も
あ
っ
て
も
、
真
実
に
近
い

4

4

4

4

4

こ
と

4

4

を
（veri sim

ile

）
弁
護
す
る
こ
と
で
あ
る
。Cic. off. （. （（

〔
二
五
二
。
傍
点
は
著
者
に
よ
る
。〕

　

蓋
然
的
信
念
や
「
真
実
に
近
い
こ
と
」
と
い
う
観
念
な
ど
、
プ
ラ
ト
ー
ン
の
哲
学
に
慣
れ
親
し
ん
だ
論
者
か
ら
は
憶
見
に
す
ぎ
な
い

と
し
て
即
座
に
退
け
ら
れ
よ
う
。だ
が
蓋
然
的
信
念
は
、賛
否
両
論
を
使
い
分
け
て
聴
衆
を
説
得
す
る
た
め
に
必
要
な
の
だ（

11
（

。レ
ー
マ
ー

に
よ
れ
ば
、
キ
ケ
ロ
ー
は
、
問
題
を
ど
ち
ら
の
側
か
ら
で
も
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、「
相
克
す
る
諸
々
の
真
理
の
強
さ
と
弱
さ
を
明
ら
か

に
す
る
」
こ
と
で
あ
る
と
考
え
た
、
と
い
う
。
弁
論
家
に
と
っ
て
は
、
と
く
に
陪
審
員
の
説
得
を
目
的
と
す
る
弁
護
人
に
と
っ
て
は
、

両
方
の
当
事
者
の
主
張
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
予
測
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
の
根
拠
が
有
利
で
あ
る
か
不
利
で
あ
る
か
を
評

価
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
審
議
＝
議
会
の
場
で
も
同
様
で
あ
る
。
あ
る
政
策
の
賛
成
論
が
結
果
的
に
正
し
い
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と
は
限
ら
な
い
し
、
反
対
論
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
政
策
を
提
案
す
る
弁
論
家
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
政
策
を
実
施
し
て
み
な
け

れ
ば
結
果
は
わ
か
ら
ず
、
真
実
や
正
義
が
明
ら
か
で
な
い
中
で
、
他
の
議
員
を
説
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
こ
の
観
点
か
ら
は
、
賛

否
両
論
の
使
い
分
け
を
用
い
た
議
論
は
疑
い
を
は
さ
ま
な
い
。
そ
れ
は
政
治
の
場
に
お
い
て
、
選
ぶ
べ
き
複
数
の
合
理
的
政
策
が
あ
る

場
合
に
、
不
確
実
性
が
あ
る
と
い
う
事
実
を
認
め
て
い
る
だ
け
な
の
だ（

11
（

」。

哲
学
と
弁
論
と
の
接
合

―
知
識
に
基
づ
く
レ
ト
リ
ッ
ク

　

キ
ケ
ロ
ー
が
賛
否
両
論
の
使
い
分
け
と
そ
こ
で
訴
え
ら
れ
る
蓋
然
的
信
念
に
着
目
を
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
二
つ
の

対
立
す
る
事
項
を
折
衷
し
よ
う
と
し
て
い
た
彼
の
基
本
的
態
度
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
プ
ラ
ト
ー
ン
以
降
、
対
立
相
克
の

関
係
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
二
つ
の
学
問
領
域
、
す
な
わ
ち
哲
学
と
弁
論
と
を
統
合
し
よ
う
と
す
る
彼
の
意
図
か
ら
生
じ
て
い
た
、
と

言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
確
か
に
キ
ケ
ロ
ー
は
『
ト
ゥ
ス
ク
ル
ム
荘
対
談
集
』
に
お
い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
ら
ギ
リ
シ
ャ
人
に
な

ら
っ
た
と
し
て（

11
（

、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

最
高
の
天
才
で
あ
り
、
知
識
と
豊
か
な
弁
論
の
才
を
も
っ
て
い
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
が
修
辞
学
者
イ
ソ
ク
ラ
テ
ー
ス
の
名
声
に
触

発
さ
れ
て
、
若
者
た
ち
に
弁
論
を
教
え
、
英
知
を
雄
弁
と
結
び
つ
け
る
こ
と
を
教
え
始
め
た
よ
う
に
、
私
も
こ
れ
ま
で
の
弁
論
術
へ
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

熱
意
を
放
棄
す
る
こ
と
な
く

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
哲
学
と
い
う
大
き
く
豊
か
な
こ
の
技
術
に
従
事
す
る
こ
と
に
決
め
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
と
い
う
の
も
、
私
は
最
も
大
き

な
問
題
に
関
し
て
豊
か
な
魅
力
的
な
文
体
で
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
完
全
な
哲
学
だ
と
常
に
考
え
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。Cic.

T
usc. （. （

〔
八
―
九
。
傍
点
は
著
者
に
よ
る
。〕

　

ま
た
『
運
命
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
も
、
カ
ル
ネ
ア
デ
ー
ス
ら
新
ア
カ
デ
ー
メ
イ
ア
派
の
哲
学
は
雄
弁
に
と
っ
て
そ
の
議
論
を
研
ぎ
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澄
ま
す
に
あ
た
っ
て
有
益
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
哲
学
そ
の
も
の
に
と
っ
て
も
雄
弁
が
そ
の
思
想
を
表
現
す
る
に
あ
た
っ
て
肝
要

で
あ
る
と
考
え
、
哲
学
と
弁
論
と
が
相
互
に
必
要
と
し
あ
う
関
係
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

　

目
下
私
が
携
わ
っ
て
い
る
学
問
〔
哲
学
〕
は
、
弁
論
の
能
力
を
低
め
る
ど
こ
ろ
か
、
ま
す
ま
す
高
め
る
も
の
だ
。
と
い
う
の
も
、
私4

が
信
奉
す
る
哲
学
の
流
派
と
雄
弁
家
と
は
多
大
な
協
力
関
係
に
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
だ
か
ら
ね
。
つ
ま
り
、
雄
弁
家
は
ア
カ
デ
ー
メ
イ
ア
派
か
ら
議

論
の
精
緻
さ
を
借
り
、
お
返
し
と
し
て
表
現
の
豊
か
さ
と
言
葉
の
装
飾
を
提
供
し
て
い
る
の
だ
。Cic. fat. （. （

〔
二
七
〇
。
傍
点
と
括

弧
は
著
者
に
よ
る
。〕

　

ガ
ー
ス
テ
ン
に
よ
れ
ば
、
キ
ケ
ロ
ー
の
時
代
に
は
、
実
用
を
重
ん
じ
る
ロ
ー
マ
人
に
と
っ
て
、
純
粋
な
学
術
的
・
理
論
的
洗
練
ば
か

り
を
重
ん
じ
る
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
に
対
す
る
不
信
感
は
根
強
か
っ
た
。
キ
ケ
ロ
ー
は
、
こ
の
ロ
ー
マ
人
た
ち
の
偏
見
と
先
入
観
を
払
拭
す

る
べ
く
、
若
者
に
向
け
て
、
弁
論
術
を
学
び
つ
つ
、
し
か
も
哲
学
か
ら
知
識
を
得
る
こ
と
を
説
く
の
で
あ
る（

11
（

。『
弁
論
家
に
つ
い
て
』
に

お
い
て
、
当
代
一
の
弁
論
家
で
あ
っ
た
ル
ー
キ
ウ
ス
・
リ
キ
ニ
ウ
ス
・
ク
ラ
ッ
ス
ス
と
マ
ル
ク
ス
・
ア
ン
ト
ー
ニ
ウ
ス
と
の
間
の
対
話

は
、
哲
学
と
弁
論
と
の
不
可
分
の
関
係
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た（

11
（

。
だ
が
キ
ケ
ロ
ー
は
若
き
頃
に
著
し
た
『
発
想
論
』
に
お
い
て
、
哲

学
の
な
い
弁
論
の
無
意
味
を
す
で
に
見
抜
い
て
い
た
。

　

雄
弁
の
伴
わ
ぬ
知
恵
が
共
同
体
の
役
に
立
つ
こ
と
は
無
い
が
、
逆
に
知
恵
の
伴
わ
ぬ
雄
弁
も
害
を
与
え
る
こ
と
甚
だ
し
い
だ
け
で

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、

決
し
て
何
の
役
に
も
立
た
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

…
…
祖
国
の
利
益
を
阻
害
す
る
の
で
は
な
く
、
祖
国
の
利
益
の
為
に
戦
う
手
段
と
し
て
弁
論
で
武
装
す

る
市
民
こ
そ
、
自
身
に
と
っ
て
も
全
体
に
と
っ
て
も
最
も
有
益
で
最
も
好
ま
し
い
市
民
と
な
る
だ
ろ
う
。Cic. inv. （. （

〔
三
。
傍
点
は

著
者
に
よ
る
。〕
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こ
の
よ
う
に
賛
否
両
論
の
使
い
分
け
と
蓋
然
的
信
念
へ
の
着
目
は
、
キ
ケ
ロ
ー
の
生
涯
を
貫
い
た
基
本
的
態
度
の
所
産
で
あ
っ
た
。

哲
学
と
弁
論
、
理
論
と
実
践
が
結
節
す
る
点
、
そ
れ
が
こ
れ
ら
へ
の
着
目
で
あ
っ
た（

1（
（

。
こ
こ
か
ら
キ
ケ
ロ
ー
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
理
解
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
単
な
る
技
術
に
止
ま
ら
な
い
知
識
に
基
づ
け
ら
れ
た
レ
ト
リ
ッ
ク
、
で
あ
る
。
弁
論
家
た

る
も
の
、
真
理
や
正
義
に
基
づ
い
て
レ
ト
リ
ッ
ク
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

11
（

。「
キ
ケ
ロ
ー
の
レ
ト
リ
ッ
ク
観
は
、
哲
学
的
知
識
の

根
拠
づ
け
を
認
め
る
よ
う
弁
論
家
に
求
め
て
い
た
の
で
あ
る（

11
（

」。

レ
ト
リ
ッ
ク
と
共
和
政
の
関
係

―
新
ア
カ
デ
ー
メ
イ
ア
派
と
ス
ト
ア
派
の
間
で

　

賛
否
両
論
の
使
い
分
け
と
蓋
然
的
信
念
へ
の
着
目
が
哲
学
と
弁
論
の
接
合
と
い
う
キ
ケ
ロ
ー
の
関
心
に
由
来
す
る
こ
と
が
理
解
で
き

る
な
ら
ば
、
キ
ケ
ロ
ー
の
中
に
あ
る
、
一
見
対
立
矛
盾
す
る
二
つ
の
哲
学
的
系
譜

―
ス
ト
ア
派
の
自
然
法
論
と
新
ア
カ
デ
ー
メ
イ
ア

派
の
懐
疑
主
義

―
の
間
に
あ
る
緊
張
も
氷
解
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
キ
ケ
ロ
ー
の
哲
学
に
は
、
エ
ピ
キ
ュ
ロ
ス
派
だ
け
は
明
確
に
含

ま
れ
て
い
な
い
が
、
ス
ト
ア
派
、
新
ア
カ
デ
ー
メ
イ
ア
派
、
逍ペ

リ
パ
ト
ス

遥
学
派
な
ど
様
々
な
立
場
が
混
在
し
て
い
る
と
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
中
で
も
と
く
に
、
人
類
共
通
の
普
遍
的
自
然
法
則
を
説
く
ス
ト
ア
派
と
、
も
と
は
プ
ラ
ト
ー
ン
の
哲
学
に
起
源
を
も
ち
な
が
ら
当

時
は
懐
疑
主
義
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
新
ア
カ
デ
ー
メ
イ
ア
派
の
影
響
が
色
濃
い
。
だ
が
こ
の
二
つ
の
立
場
は
、
一
方
で
自
然
法
則
の

実
在
を
信
じ
、
他
方
で
あ
ら
ゆ
る
真
理
を
疑
う
点
で
相
互
に
矛
盾
す
る
面
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
キ
ケ
ロ
ー
は
こ
れ
ら
の

立
場
の
い
ず
れ
に
も
平
然
と
依
拠
し
て
い
る
た
め
に
、
思
想
的
一
貫
性
と
い
う
点
で
信
用
を
失
っ
て
き
た
一
因
と
な
っ
て
き
た
。
だ
が

ガ
ー
ス
テ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
不
信
は
誤
解
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。

　

一
方
で
、
キ
ケ
ロ
ー
は
賛
否
両
論
の
使
い
分
け
と
蓋
然
的
信
念
へ
の
着
目
を
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
と
彼
の
後
継
者
た
ち
逍
遥
学
派

の
他
、
キ
ケ
ロ
ー
の
師
ラ
ー
リ
ッ
サ
の
ピ
ュ
ロ
ー
ン
ら
新
ア
カ
デ
ー
メ
イ
ア
派
に
負
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る（

11
（

。
こ
れ
は
、
そ
う

し
た
技
能
は
「
真
理
に
近
い
も
の
」
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
を
身
に
つ
け
る
こ
と
そ
の
も
の
が
最
善
の
弁
論
の
練
習
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に
な
る
か
ら
だ
、
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る 

。
彼
は
、『
ト
ゥ
ス
ク
ル
ム
荘
対
談
集
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
私
に
は
す
べ
て
の
事
柄
に
つ
い
て
正
反
対
の
立
場
か
ら
議
論
す
る
と
い
う
、
逍
遥
学
派
や
ア
カ
デ
ー
メ
イ
ア
派
が
実
践

し
た
方
法
が
適
当
で
あ
る
と
思
え
る
。
こ
れ
以
外
の
方
法
で
は
個
々
の
事
例
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
真
実
に
近
い
答
え
が
見
出
さ
れ
え
な

い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、そ
う
す
る
こ
と
が
最
大
の
弁
論
の
訓
練
だ
か
ら
で
あ
る
。こ
れ
を
最
初
に
実
践
し
た
の
が
、ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー

ス
で
あ
る
。
続
い
て
、
彼
の
後
継
者
た
ち
も
そ
れ
に
従
っ
た
。
ロ
ー
マ
に
お
い
て
あ
る
時
は
弁
論
家
の
心
得
、
あ
る
時
は
哲
学
者
の
心

得
と
い
う
よ
う
に
そ
の
両
方
を
伝
え
た
最
初
の
人
は
、
私
も
し
ば
し
ば
謦
咳
に
接
し
た
こ
と
の
あ
る
ピ
ュ
ロ
ー
ン

4

4

4

4

4

（Πύρρων

）
で
あ

る
。Cic.T

usc. （. （

〔
一
〇
七
。
た
だ
し
訳
語
を
一
部
変
え
て
い
る
。〕

　

そ
し
て
こ
こ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
キ
ケ
ロ
ー
が
賛
否
両
論
の
使
い
分
け
を
推
奨
し
て
き
た
の
は
、
あ
る
特
定
の
真
理
や
正

義
に
こ
だ
わ
り
他
の
人
の
意
見
を
否
定
す
る
と
い
う
教
義
学
的
弊
害
を
避
け
る
た
め
で
あ
っ
た（

11
（

。
賛
否
両
論
の
使
い
分
け
は
、
裁
判
や

議
会
の
場
で
ど
ち
ら
の
側
か
ら
も
論
じ
ら
れ
る
能
力
で
あ
り
、
ど
ち
ら
の
側
に
も
あ
る
真
理
や
正
義
を
理
解
す
る
た
め
の
方
便
で
あ
っ

た
。「
彼
が
ど
ち
ら
の
側
に
つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
る
こ
と
を
擁
護
し
た
の
は
、意
見
が
よ
い
か
悪
い
か
を
決
め
る
基
準
が
な
い
と
い
う
哲

学
的
洞
察
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
に
関
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
側
の
議
論
に
あ
る
真
実
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
政
治
的

判
断
を
下
せ
る
と
の
、
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
正
反
対
の
洞
察
か
ら
な
の
で
あ
る（

11
（

」。
そ
れ
は
、
哲
学
の
真
理
や
正
義
の
追
求
を
目
標
と
す
る

の
で
は
な
く
、
弁
論
の
便
宜
の
た
め
で
あ
り
、
も
っ
と
言
え
ば
弁
論
の
自
由
の
た
め

4

4

4

4

4

4

4

4

で
あ
っ
た
。
キ
ケ
ロ
ー
に
と
っ
て
、
ス
ト
ア
派
の

教
義
学
的
な
哲
学
は
レ
ト
リ
ッ
ク
の
関
心
に
十
分
に
応
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る（

11
（

。

　

賛
否
両
論
の
使
い
分
け
と
蓋
然
的
信
念
へ
の
着
目
が
キ
ケ
ロ
ー
の
ス
ト
ア
派
的
立
場
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
事
実
で
あ

る
。
ス
ト
ア
派
が
説
く
自
然
法
へ
の
確
固
た
る
信
念
は
、
新
ア
カ
デ
ー
メ
イ
ア
派
の
懐
疑
主
義
と
は
和
解
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
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彼
は
、
ス
ト
ア
派
の
影
響
が
色
濃
い
『
法
律
』
に
お
い
て
「
法
の
根
源
は
法
律
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
法

律
こ
そ
は
自
然
の
力
で
あ
り
、
賢
者
の
精
神
と
理
性
で
あ
り
、
正
と
不
正
の
基
準
だ
か
ら
で
あ
る（

11
（

」
と
し
、
人
間
に
は
正
し
い
理
性
が

与
え
ら
れ
て
い
る
以
上
、
自
然
か
ら
与
え
ら
れ
る
法
を
見
誤
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
立
場
か
ら
、「
こ
れ
ら
の
事
柄

を
引
っ
掻
き
回
す
ア
カ
デ
ー
メ
イ
ア
派
、
つ
ま
り
ア
ル
ケ
シ
ラ
ー
オ
ス
と
カ
ル
ネ
ア
デ
ー
ス
に
始
ま
る
新
し
い
学
派
に
も
沈
黙
を
守
る

よ
う
願
う
こ
と
に
し
よ
う（

11
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

　

だ
が
他
方
で
、
キ
ケ
ロ
ー
が
蓋プ

ロ
バ
ビ
リ
ア

然
的
信
念
に
依
拠
し
て
い
た
の
は
、
真
理
を
絶
対
視
す
る
教
義
哲
学
だ
け
で
は
な
く
極
端
な
懐
疑
主

義
を
避
け
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
文
脈
を
も
思
い
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
蓋
然
的
信
念
は
、
絶
対
的
な
真
理
や
正
義
に
関
す

る
信
念
で
は
な
い
が
、
真
理
や
正
義
は
存
在
し
え
な
い
と
す
る
不
可
知
論
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ガ
ー
ス
テ
ン
に
よ
れ
ば
、
キ
ケ

ロ
ー
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
が
『
政
治
学
』
で
示
し
た
各
部
門
の
中
で
均
衡
が
取
れ
る
場
合
に
正
義
が
成
立
す
る
と
の
考
え
を
引
き

継
い
で
、
各
部
門
＝
各
当
事
者
が
示
し
た
「
部
分
的
真
理
（partial truths

）」
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
弁
論
家
の
仕
事
で
あ
る
と
考
え

た
、
と
し
て
い
る（

1（
（

。
そ
れ
は
ま
た
、
大
衆
が
集
合
的
判
断
を
誤
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
手
段
で
も
あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
弁

論
と
哲
学
と
の
接
合
と
い
う
キ
ケ
ロ
ー
の
基
本
的
関
心
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
蓋
然
的
信
念
は
、
単
な
る
憶
見
と
は
異
な
る
。
キ
ケ

ロ
ー
は
、「
ス
ト
ア
派
の
諸
観
念
が
、
政
治
的
意
見
を
超
え
て
そ
の
導
き
と
な
る
よ
う
に
、
堅
固
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
や
確
信
と
な
る
こ

と
を
意
図
し
た
の
で
あ
る（

11
（

」。

　

し
か
も
ガ
ー
ス
テ
ン
に
よ
れ
ば
、
キ
ケ
ロ
ー
の
ス
ト
ア
派
的
側
面
は
、
彼
自
身
が
古
来
の
血
筋
を
も
た
な
い
騎
士
階
級
出
身
の

「
新ノ

ウ
ス
・
ホ
モ人

」
で
あ
っ
て
弁
論
の
技
量
ひ
と
つ
で
名ク

ル
ス
ス
・
ホ
ノ
ー
ル
ム

誉
あ
る
公
職
を
上
り
詰
め
た
個
人
的
経
歴
と
も
相
ま
っ
て
、
権
力
闘
争
や
騒
乱
か
ら

離
れ
て
自
由
に
弁
論
を
行
え
る
制
度
、
つ
ま
り
共
和
政
を
支
持
す
る
よ
う
に
導
い
た
の
で
あ
っ
た
。
キ
ケ
ロ
ー
は
、
聴
衆
が
「
デ
マ
ゴ
ー

グ
に
対
抗
し
て
責
任
あ
る
判
断
を
根
拠
づ
け
る
に
十
分
堅
固
な
自
身
の
確
信
を
も
つ
」こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、「
聴
衆
に
道
徳
的
羅
針

盤
（m

oral com
pass

）
を
植
え
付
け
る
こ
と
に
も
関
心
を
も
っ
て
い
た（

11
（

」。
聴
衆
が
デ
マ
ゴ
ー
グ
に
よ
っ
て
操
作
・
誘
導
さ
れ
て
い
る

レトリックと共和政（一）443

一
九



う
ち
は
、
自
由
に
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
キ
ケ
ロ
ー
に
と
っ
て
、
ス
ト
ア
派
の
道
徳
的
理
想
は
、
市
民
た
ち
が
知
的
独
立
、
世

論
の
動
向
に
関
す
る
見
識
、
心
理
的
な
余
裕
を
持
ち
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
た
の
で
あ
る（

11
（

。
こ
の
よ
う
に
民
衆
が
自
由
で
独
立

し
た
判
断
を
す
る
た
め
に
は
、
よ
く
秩
序
づ
け
ら
れ
た
共
和
政
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
キ
ケ
ロ
ー
が
自
然
法
へ
の
信
念
を
訴
え
た
の

は
、
ま
さ
し
く
共
和
政
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
根
拠
づ
け
る
た
め
で
あ
っ
た
の
だ（

11
（

。

　

キ
ケ
ロ
ー
が
ス
ト
ア
派
の
思
想
に
基
づ
い
て
共
和
政
を
擁
護
し
た
の
は
、
哲
学
的
要
請
か
ら
の
必
然
的
帰
結
と
い
う
よ
り
も
、
弁
論

の
便
宜
や
自
由
の
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
、
キ
ケ
ロ
ー
の
新
ア
カ
デ
ー
メ
イ
ア
派
へ
の
依
拠
と
矛
盾
は
な
い
。
た
と
え
哲
学
的
に

は
、
懐
疑
主
義
と
の
間
に
矛
盾
を
生
じ
て
も
、
弁
論
の
便
宜
や
自
由
の
点
で
は
矛
盾
を
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。
賛
否
両
論
の
使
い
分
け

も
ま
た
、弁
論
の
自
由
を
保
障
し
て
く
れ
る
共
和
政
に
お
い
て
十
分
に
発
揮
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。「
キ
ケ
ロ
ー
の
ス
ト
ア
派
的
な
共
和
政

擁
護
は
、
こ
う
し
た
弁
論
家
と
弁
論
の
利
益
に
つ
い
て
の
考
察
か
ら
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る（

11
（

」。

節
度
の
枠
内
で
の
レ
ト
リ
ッ
ク

　

た
だ
賛
否
両
論
の
使
い
分
け
と
そ
の
蓋
然
的
信
念
と
い
う
観
念
は
、
そ
の
中
道
的
性
格
か
ら
し
て
、
真
理
や
正
義
に
否
定
的
な
懐
疑

主
義
と
、
そ
れ
ら
を
絶
対
視
す
る
教
義
哲
学
と
の
両
極
の
は
ざ
ま
で
所
在
な
く
揺
れ
動
か
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
ら
の
観
念
は
、
キ
ケ

ロ
ー
の
中
で
、
ス
ト
ア
派
と
新
ア
カ
デ
ー
メ
イ
ア
派
の
二
つ
の
矛
盾
・
相
克
す
る
傾
向
と
し
て
ひ
し
め
き
合
い
続
け
て
い
る
、
と
も
言

え
よ
う
。
一
方
で
独
断
の
誘
惑
に
抗
し
て
、
エ
リ
ー
ト
支
配
を
排
し
、
公
共
体
の
誰
か
ら
も
受
容
可
能
な
論
拠
に
基
づ
い
て
論
じ
る
た

め
に
は
、
他
方
で
懐
疑
の
深
淵
に
飲
み
込
ま
れ
ず
、
大
衆
に
安
易
に
迎
合
せ
ず
、
確
固
た
る
堅
実
な
論
拠
に
基
づ
い
て
論
じ
る
た
め
に

は
、
ど
の
よ
う
な
道
が
あ
る
の
か
。
レ
ー
マ
ー
に
よ
れ
ば
、
キ
ケ
ロ
ー
は
こ
の
文
脈
に
お
い
て
、
節
度
（decorum

）
と
い
う
観
念
を

も
ち
だ
し
て
い
る
、
と
い
う
。
節デ

コ
ー
ル
ム度

と
は
、
古
典
的
レ
ト
リ
ッ
ク
に
見
ら
れ
る
普
遍
的
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
ず
弁
論

家
に
求
め
ら
れ
る
個
人
的
徳
性
で
あ
る
と
共
に
、
公
共
体
と
そ
の
共
通
感
覚
に
訴
え
か
け
る
こ
と
を
求
め
る
規
範
的
要
請
で
も
あ
る（

11
（

。
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節
度
と
は
、
ま
ず
は
個
人
が
備
え
る
べ
き
徳
性
の
一
つ
で
あ
り
、
常
軌
を
逸
し
た
行
動
を
取
ら
な
い
こ
と
を
求
め
る
。
い
わ
ゆ
る
「
矩

を
踰
え
ず
」
な
る
感
覚
に
近
い
も
の
と
言
え
よ
う
か
。
そ
れ
は
、
欲
望
や
快
楽
に
流
さ
れ
ず
、
理
性
に
従
っ
て
精
神
的
に
平
静
で
あ
る

こ
と
を
求
め
る（

11
（

。
そ
れ
は
個
人
の
行
い
の
中
で
表
わ
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
個
人
は
栄
光
あ
る
人
格
と
し
て
称
賛
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
節

度
は
、
個
人
が
果
た
す
べ
き
道
徳
的
義
務
で
あ
る
と
と
も
に
、
個
人
に
属
す
る
徳
性
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
諸
々
の
衝
動
が
理
性
に
従
属
し
、
理
性
に
先
走
り
す
る
こ
と
も
、
怠
惰
や
無
気
力
の
た
め
に
理
性
を
見
捨
て
る
こ
と
も
な

い
よ
う
に
事
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
平
静
に
し
て
、
ど
の
よ
う
な
精
神
の
惑
乱
か
ら
も
自
由
で
あ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に

よ
っ
て
節
操
（constantia
）
も
適
度
（m

oderatio

）
も
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
輝
き
を
放
つ
で
あ
ろ
う
。
…
…
す
べ
て
の
衝
動
を
抑
制

し
、
鎮
静
す
べ
き
こ
と
、
そ
し
て
、
注
意
と
用
心
を
怠
ら
ず
、
む
や
み
で
成
り
行
き
ま
か
せ
、
思
慮
と
気
配
り
を
欠
い
た
い
か
な
る
行

動
も
と
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。Cic. off. （. （0（-（0（

〔
一
八
六
―
七
。
括
弧
は
著
者
に
よ
る
。〕

　

レ
ー
マ
ー
に
よ
れ
ば
、
キ
ケ
ロ
ー
の
言
う
節
度
は
、
あ
る
特
定
の
善
や
利
益
を
求
め
て
極
端
な
行
動
を
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し

ろ
様
々
な
善
や
利
益
の
間
で
均
衡
を
取
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
。
均
衡
を
取
る
に
は
、
賛
否
両
論
の
使
い
分
け
が
最
も
適
し
て
い
る
。

先
に
挙
げ
た
引
用
の
よ
う
に
、
安
全
や
名
誉
等
の
善
を
い
ず
れ
も
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
、
そ
れ
ら
に
全
体
と
し
て
う
ま

く
優
劣
を
つ
け
る
こ
と
が
節
度
の
求
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
キ
ケ
ロ
ー
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
共
和
政
に
お
け
る
最
も
重
要
な

善
と
は
、
公レ

ー
ス
・
プ
ー
ブ
リ
カ

共
体
の
福
祉
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
弁
論
家
が
ど
の
よ
う
な
価
値
の
秩
序
を
提
示
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
根
拠
と

し
て
訴
え
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
最
高
の
善
で
あ
っ
た
。
弁
論
家
は
、
節
度
が
求
め
る
に
し
た
が
っ
て
、
複
数
の
善
を
う
ま
く
序
列

化
し
て
、
そ
れ
ら
が
全
体
と
し
て
公
共
体
の
福
祉
に
役
立
つ
こ
と
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
が
、
節
度
が
単
な
る
個
人
の
徳
性
で
あ
る
に
止
ま
ら
な
い
理
由
で
あ
る
。
コ
ノ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
キ
ケ
ロ
ー
の
言
う
節
度
は
、
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自
然
法
則
に
よ
っ
て
植
え
つ
け
ら
れ
て
い
る
「
人
間
の
社
会
的
能
力
（hum

an sociability

）」
に
本
質
的
な
起
源
が
あ
る
、
と
い
う（

11
（

。

節
度
が
諸
々
の
善
の
的
確
な
優
劣
・
均
衡
を
取
る
こ
と
を
求
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
弁
論
家
を
し
て
公
共
体
に
お
け
る
共
通
の
善
を
根

拠
に
論
じ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
。
そ
の
意
味
で
節
度
は
「
共
同
体
の
感
性
（com

m
unis sensus

）」
に
沿
っ
て
語
る
能
力
で
あ

る
（
11
（

。
共コ

ム
ー
ニ
ス
・
セ
ン
ス
ス

同
体
の
感
性
は
、
ロ
ー
マ
共
和
政
を
構
成
す
る
人
々
の
期
待
に
沿
っ
て
、
共
同
体
の
中
で
確
立
さ
れ
た
伝
統
や
慣
習
に
反
す
る

こ
と
な
く
、
蓄
積
さ
れ
て
き
た
背
景
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
則
っ
て
行
動
す
る
こ
と
を
求
め
る（

1（
（

。
元
老
院
や
中
央
広
場
の
壇
上
に
立
つ
弁

論
家
は
、
共
同
体
の
感
性
に
訴
え
て
、
憤
慨
や
怒
り
を
引
き
起
こ
さ
ず
、
状
況
が
求
め
る
相
応
し
い
仕
方
で
、
言
葉
を
選
び
伝
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
節
度
の
際
立
っ
た
特
質
で
あ
る
慎
み
（verecundia

）
を
も
っ
て
、
人
々
の
心
に
寄
り
添
う
よ
う
に
語
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る（

11
（

。

　

わ
れ
わ
れ
は
自
然
に
よ
っ
て
、
節
操
、
適
度
、
節

テ
ン
ペ
ラ
ン
テ
ィ
ア

制
も
、
慎
み
と
い
っ
た
役
割
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
同
じ
自
然
の
教

え
と
し
て
、
人
へ
の
対
処
の
仕
方
を
わ
れ
わ
れ
は
な
お
ざ
り
に
で
き
な
い
…
…
節
度
は
、
人
生
に
輝
き
を
放
つ
ゆ
え
に
、
と
も
に
生
き

る
人
々
の
是
認
を
引
き
出
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
に
対
し
て
は
敬
意
を
抱
く
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
最
良
の
人
士
に
も
そ
の
他
の
人
々
に

も
向
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
…
…
慎

ウ
ェ
レ
ク
ン
デ
ィ
ア

み
の
役
割
は
感
情
を
害
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
も
っ
と
も
明
ら
か
に
節
度

の
特
質
を
示
し
て
い
る
点
で
あ
る
。Cic. off. （. （（-（（
〔
一
八
五
。
た
だ
し
訳
語
を
一
部
変
え
て
い
る
。〕

　

一
方
で
節
度
は
、
弁
論
家
に
共
同
体
の
感
性
へ
の
従
属
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
弁
論
が
真
理
や
正
義
を
絶
対
視
す
る
教
義
哲
学

へ
の
道
に
陥
る
こ
と
を
防
ぐ
。
ロ
ー
マ
共
和
政
に
お
い
て
民
衆
は
、
複
雑
な
仕
方
で
は
あ
る
が
、
確
か
に
聴
衆
と
し
て
政
治
に
参
加
を

し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
弁
論
家
は
、
た
と
え
彼
自
身
の
出
自
が
高
貴
で
人
格
が
高
潔
で
あ
っ
て
も
、
民
衆
の
承
認
が
な
け
れ
ば
そ
の
主

張
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
民
衆
に
よ
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
、
蓋
然
的
信
念
の
証
拠
で
も
あ
っ
た（

11
（

。
し
た
が
っ
て
真
理
や
正
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義
を
的
確
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
哲
学
者
で
あ
っ
て
も
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
資
格
で
、
民
衆
を
指
導
し
支
配
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
キ
ケ
ロ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

他
の
学
術
の
研
究
対
象
は
幽
遠
に
し
て
深
奥
な
源
泉
か
ら
汲
み
出
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
弁
論
の
理
法
の
す
べ
て
は
、
言
わ
ば
衆
人

環
視
の
も
と
に
置
か
れ
、
万
人
共
通
の
あ
る
種
の
慣
習
、
一
般
民
衆
の
言
辞
や
言
説
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
他
の
学

術
に
あ
っ
て
は
、
門
外
漢
の
感
覚
や
知
性
の
及
ば
な
い
は
る
か
遠
く
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
卓
越
し
た
も
の
と
見
な
さ

れ
る
の
に
対
し
て
、
弁
論
の
分
野
に
あ
っ
て
は
、
大
衆
の
言
論
か
ら
乖
離
し

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
共
同
体
の
感
性
に
基
づ
く
慣
行
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、

ま
さ
し
く
最
大
の
過
失
と
見
な
さ
れ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。Cic. de or. （. （（

〔
九
。
た
だ
し
訳
語
を
一
部
変
え
傍
点
を
加
え
て
い
る
。〕

　

他
方
で
節
度
は
、
弁
論
家
に
共
同
体
の
感
性
へ
の
従
属
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
弁
論
が
真
理
や
正
義
の
存
在
そ
の
も
の
を
疑
う

懐
疑
主
義
へ
の
道
に
陥
る
こ
と
を
も
避
け
る
。
共
同
体
の
感
性
に
訴
え
る
こ
と
は
、
単
に
民
衆
へ
の
迎
合
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
そ
れ
は
、
弁
論
家
の
み
な
ら
ず
、
民
衆
を
規
律
す
る
側
面
を
も
も
つ
。
弁
論
家
は
、
ロ
ー
マ
建
国
期
よ
り
受
け
継
が
れ
る
伝
統

や
慣
習
に
基
づ
い
て
、
こ
れ
ま
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
訴
え
る
こ
と
で
、
誰
も
が
否
定
し
難
い
共
通
の
基
盤
を
民
衆
に

示
す
。
キ
ケ
ロ
ー
に
と
っ
て
、
節
度
と
は
「
共
同
体
の
深
く
根
差
し
た
諸
価
値
に
由
来
す
る
」
も
の
だ
か
ら
だ（

11
（

。
民
衆
自
身
も
、
共
同

体
が
確
立
し
て
き
た
制
度
の
下
で
生
き
て
お
り
、
少
な
く
と
も
そ
こ
か
ら
離
脱
し
な
い
限
り
、
そ
こ
か
ら
便
益
を
得
て
、
そ
の
存
続
を

承
認
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
既
存
の
伝
統
や
慣
習
を
一
切
否
定
す
る
犬キ

ュ
ニ
コ
ス儒

派
は
、
節
度
、
と
り
わ
け

慎
ウ
ェ
レ
ク
ン
デ
ィ
ア

み
を
放
棄
し
て
い
る
点
で
、
非
難
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
キ
ケ
ロ
ー
は
『
義
務
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
批

判
し
て
い
る
。

レトリックと共和政（一）447
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慣
習
と
市
民
の
定
め
た
制
度
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
行
為
に
は
何
一
つ
教
え
を
示
す
必
要
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ら
自
体
が
教

え
だ
か
ら
で
あ
る
…
…
ま
っ
た
く
、
犬
儒
派
の
理
念
は
こ
と
ご
と
く
投
げ
捨
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
慎
み
の

念
を
敵
視
す
る
。
し
か
し
、
慎
み
な
く
し
て
何
一
つ
と
し
て
正
し
い
こ
と
も
立
派
な
こ
と
も
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。Cic. off. （. （（（

〔
二
一
二
。
た
だ
し
訳
語
を
一
部
変
え
て
い
る
。〕

　

こ
の
よ
う
に
キ
ケ
ロ
ー
の
節
度
観
念
は
、
教
義
哲
学
と
懐
疑
主
義
、
そ
し
て
大
衆
支
配
と
大
衆
迎
合
の
い
ず
れ
に
も
陥
ら
な
い
よ
う

な
中
道
を
歩
む
こ
と
を
弁
論
家
に
求
め
る
。
弁
論
家
は
、
共
同
体
の
感
性
に
訴
え
る
こ
と
で
、「
弁
論
家
と
聴
衆
、
エ
リ
ー
ト
と
大
衆
と

の
間
の
相
互
的
関
係

4

4

4

4

4

の
信
条
を
示
す
の
で
あ
る（

11
（

」。
ロ
ー
マ
共
和
政
は
、
元
来
は
少
数
の
貴
族
と
大
多
数
の
民
衆
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る

政
治
体
で
あ
り
、
い
わ
ば
民
主
政
と
寡
頭
政

―
さ
ら
に
執
政
官
を
も
含
め
れ
ば
部
分
的
に
は
君
主
政

―
の
混
成
物
で
あ
っ
た
。

弁
論
や
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
こ
う
し
た
混
合
政
体
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
技
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
弁
論
家
は
、
こ
う
し
た
相
反
す

る
両
極
の
微
妙
な
関
係
に
位
置
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
レ
ト
リ
ッ
ク
は
民
主
政
論
者
が
望
ん
で
い
る
ほ
ど
平
等
主
義
的
で
も
な
い
。

し
か
し
民
主
制
の
批
判
者
が
論
じ
て
い
る
ほ
ど
エ
リ
ー
ト
主
義
的
で
も
な
い（

11
（

」
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
節
度
は
、
倫
理
的
な
理
想
と
し
て
、
弁
論
家
が
語
る
べ
き
こ
と
、
伝
え
る
べ
き
言
葉
を
制
約
す
る
規
範
的
原
理
で
も
あ
る
。

弁
論
家
は
、
節
度
に
従
っ
て
共
同
体
の
感
性
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
を
説
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
レ
ー
マ
ー
に
よ
れ
ば
、

キ
ケ
ロ
ー
は
こ
こ
で
も
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
と
対
照
的
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
君
主
に
獅
子
と
狐
た
る
こ
と
を

進
言
し
た
箇
所
に
お
い
て
、
慈
悲
深
さ
と
か
信
義
の
厚
さ
な
ど
と
い
っ
た
気
質
に
つ
い
て
、
実
際
に
君
主
が
そ
れ
ら
を
備
え
る
必
要
は

な
く
、
備
え
て
い
る
よ
う
な
外
見
を
装
っ
て
民
衆
に
そ
う
思
わ
せ
る
だ
け
で
十
分
だ
と
説
い
て
い
る（

11
（

。
要
す
る
に
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ

は
、
名
誉
や
評
判
と
い
っ
た
も
の
は
統
治
の
目
的
に
有
用
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
君
主
が
節
度
を
も
っ
て
名
誉
に
浴
す
る
こ
と
を
求
め
な

か
っ
た
。
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
と
っ
て
、
節
度
と
は
便
宜
の
問
題
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る（

11
（

。
そ
れ
に
対
し
て
キ
ケ
ロ
ー
は
、
節
度

岡　法（66―２） 448
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を
道
徳
や
善
性
と
い
っ
た
規
範
的
理
念
に
結
び
つ
け
て
理
解
し
て
い
た
。
キ
ケ
ロ
ー
は
確
か
に
次
の
よ
う
に
明
言
し
て
い
る
。

　

徳
性
の
残
り
一
つ
の
区
分
に
つ
い
て
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
中
に
認
め
ら
れ
る
の
は
、
慎
み
で
あ
り
、
い
わ
ば
人
生
の
身

だ
し
な
み
の
よ
う
な
節
制
と
適
度
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
情
動
の
鎮
静
、
も
の
の
限
度
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
の
は
ラ
テ
ン
語

で
は
節デ

コ
ー
ル
ム度

と
呼
び
う
る
も
の
、
ギ
リ
シ
ャ
語
で
は
プ
レ
ポ
ン
（πρέπον

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
も
つ
特
質
は
道4

徳
的
善
性
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
と
い
う
の
は
、
節
度
は
道
徳
的
で
あ
る
と
同
時
に
道
徳
的
な
も
の
は
節
度
だ
か
ら
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。

Cic. off. （. （（-（

〔
一
八
二
。
た
だ
し
訳
語
を
一
部
変
え
傍
点
を
加
え
て
い
る
。〕

　

レ
ー
マ
ー
に
よ
れ
ば
、
キ
ケ
ロ
ー
は
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
以
上
に
、
政
治
家
・
弁
論
家
が
な
す
べ
き
こ
と
を
語
っ
て
い
る
、
と
い
う
。

節
度
は
、
単
に
便
宜
上
求
め
ら
れ
る
外
見
で
は
な
く
、
弁
論
家
が
そ
の
範
囲
内
に
お
い
て
語
る
べ
き
事
柄
を
制
約
す
る
規
範
的
原
理
な

の
だ
。
そ
れ
は
、
確
立
さ
れ
た
慣
習
や
伝
統
、
蓄
積
さ
れ
た
背
景
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
か
ら
な
る
共コ

ム
ー
ニ
ス
・
セ
ン
ス
ス

同
体
の
感
性
に
訴
え
る
こ
と
を
求
め

る
の
で
あ
る（

11
（

。

レ
ト
リ
ッ
ク
は
自
由
と
調
和
の
中
で
発
展
し
た

　

キ
ケ
ロ
ー
が
、
弁
論
家
が
節
度
と
い
う
規
範
的
原
理
の
枠
内
で
共
同
体
の
感
性
に
訴
え
る
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
た
こ
と
を
理
解
で

き
れ
ば
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
共
和
政
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
彼
の
理
解
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
弁
論
家
が
共
同
体
の
感
性
に
訴

え
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
た
弁
論
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
条
件
と
し
て
、
自
由
で
協
調
的
な
秩
序
が
安
定

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

的
に
維
持
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

い4

（
11
（

。
も
し
仮
に
弁
論
家
が
独
裁
者
の
圧
政
の
下
で
抑
制
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
言
葉
で
は
な
く

暴
力
が
も
の
を
言
う
で
あ
ろ
う
し
、
ロ
ー
マ
が
内
乱
や
権
力
闘
争
の
結
果
と
し
て
複
数
の
国
々
に
分
裂
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
こ
で
は
全

レトリックと共和政（一）449
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市
民
に
共
有
さ
れ
る
共
同
体
の
感
性
な
ど
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
節
度
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
弁
論
は
、
キ
ケ
ロ
ー
が
生
き
た
ロ
ー

マ
の
共
和
政
と
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
次
の
二
つ
の
点
か
ら
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
一
に
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
行
使
が
政
治
的
に
大
き
な
意
味
を
も
っ
た
の
は
、
共
和
政
が
何
よ
り
も
自
由

4

4

の
体
制
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
（
1（
（

。
言
論
の
自
由
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
中
で
自
由
に
発
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
キ
ケ
ロ
ー
自
身
が
法
廷
や
議
会
で
弁
論
を
揮
っ
た

の
は
、た
と
え
末
期
で
は
あ
っ
て
も
、元
老
院
の
権
威
が
尊
重
さ
れ
、発
言
の
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
た
共
和
政
の
時
代
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
も
し
共
和
政
に
言
論
の
自
由
が
認
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
た
と
え
キ
ケ
ロ
ー
で
あ
っ
て
も
、「
祖
国
の
父
」
と
称
賛
さ
れ
る
ほ
ど

の
活
躍
の
場
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ケ
イ
パ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
キ
ケ
ロ
ー
に
と
っ
て
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
の
存
在
が
、
レ
ト
リ
ッ

ク
と
共
和
政
と
の
結
び
つ
き
を
間
接
的
に
示
唆
す
る
。
キ
ケ
ロ
ー
は
、
か
つ
て
味
方
で
あ
っ
た
ポ
ン
ペ
イ
ウ
ス
側
の
決
定
的
な
敗
北
と
、

戦
勝
後
の
カ
エ
サ
ル
の
独
裁
者
ぶ
り
を
見
て
、
自
ら
弁
論
を
揮
う
活
躍
の
場
を
奪
わ
れ
、
ト
ゥ
ス
ク
ル
ム
の
山
荘
に
隠
居
し
て
望
ま
な

い
閑
暇
を
も
て
余
し
て
い
た
。
彼
は
そ
の
間
、
わ
が
身
を
嘆
く
こ
と
で
「
雄
弁
の
、
死
滅
と
言
わ
な
い
ま
で
も
、
空
隙
に
つ
い
て
嵯
嘆

の
声（

11
（

」
を
あ
げ
て
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
私
が
閑
暇
を
も
つ
よ
う
定
め
た
の
は
休
息
へ
の
欲
求
で
は
な
く
、
公
務
の
欠
落
な
の
だ
。
ま
っ
た
く
、
元
老
院
が
消
滅

し
、
法
廷
が
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
い
ま
、
私
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
が
あ
る
の
か
、
元
老
院
議
場
に
お
い
て
で
あ
れ
中
央
広
場
に
お
い

て
で
あ
れ
私
に
何
が
で
き
る
と
い
う
の
か
。
そ
こ
で
、
か
つ
て
は
大
勢
の
人
に
と
り
ま
か
れ
、
市
民
諸
氏
の
目
に
見
つ
め
ら
れ
て
暮
ら

し
て
い
た
こ
の
私
が
い
ま
は
犯
罪
者
に
見
つ
か
る
の
を
避
け
て
い
る
。Cic. offi. （. （

〔
二
八
〇
〕

　

キ
ケ
ロ
ー
は
、
こ
の
閑
暇
の
時
代
、
哲
学
者
と
し
て
多
く
の
書
物
を
著
す
こ
と
に
時
間
を
費
や
す
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
政
治
家
と

し
て
弁
論
を
揮
う
機
会
を
も
た
な
か
っ
た
。
こ
の
時
期
に
、
元
老
院
や
中
央
広
場
の
壇
上
に
彼
の
姿
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
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で
あ
る（

11
（

。
今
や
ロ
ー
マ
の
最
高
権
力
者
と
し
て
政
治
の
中
心
に
坐
す
る
カ
エ
サ
ル
の
存
在
は
、
彼
の
目
の
前
で
、
人
々
を
説
得
す
る
こ

と
を
許
さ
な
く
し
て
い
た
。
キ
ケ
ロ
ー
に
と
っ
て
、
カ
エ
サ
ル
の
権
威
が
弁
論
と
レ
ト
リ
ッ
ク
に
与
え
る
影
響
は
目
に
見
え
て
現
実
的

で
あ
り
、
自
分
自
身
も
そ
の
危
険
の
下
に
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
共
和
政
ロ
ー
マ
が
終
焉
を
告
げ
、
最
高
権
力
者
の
支
配
の
下

に
服
す
る
瞬
間
に
露
呈
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
の
死
が
あ
っ
た（

11
（

。「
キ
ケ
ロ
ー
は
、ロ
ー
マ
共
和
政
の
自
由
と
弁
論
の
行
為
と
の
密
接
な
結
び

つ
き
を
明
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
結
び
つ
き
は
、
カ
エ
サ
ル
が
共
和
政
を
取
り
除
い
た
こ
と
か
ら
、
雄
弁
が
喪
失
し
、
中
央
広

場
の
空
虚
に
な
っ
た
こ
と
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る（

11
（

」。
そ
し
て
五
で
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
共
和
政
と
の
結
び
つ
き

は
、
帝
政
期
に
再
び
タ
キ
ト
ゥ
ス
に
よ
っ
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
仕
方
で
照
射
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

他
方
で
キ
ケ
ロ
ー
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
死
滅
は
、
元
首
の
も
と
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
民
衆
の
も
と
に
お
い
て
も
起
こ
り
う
る
と

認
識
し
て
い
た
。
ガ
ー
ス
テ
ン
に
よ
れ
ば
、
キ
ケ
ロ
ー
は
、
民
衆
が
直
接
的
に
政
治
に
参
加
す
る
こ
と
で
、
自
ら
意
思
形
成
を
行
う
こ

と
に
対
し
て
も
危
惧
を
も
っ
て
い
た
、
と
い
う
。
民
衆
は
、
一
時
的
に
は
説
得
力
あ
る
雄
弁
家
の
権
勢
を
高
め
て
く
れ
は
す
る
が
、
最

後
に
は
説
得
の
行
為
を
護
っ
て
く
れ
る
共
和
政
を
根
絶
や
し
に
し
て
し
ま
う
。
キ
ケ
ロ
ー
は
、
公
共
体
は
、
民
衆
の
直
接
統
治
に
委
ね

ら
れ
る
と
自
壊
す
る
た
め
に
、
元
老
院
の
よ
う
な
審
議
体
に
よ
る
助
言
（consilium

）
と
、
民
衆
の
直
接
的
な
欲
求
に
対
す
る
抑
制
を

導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
元
老
院
議
員
は
、
民
衆
の
欲
求
や
世
論
の
圧
力
か
ら
距
離
を
取
っ
て
独
立
し
、

自
己
の
権
威
と
思
慮
に
基
づ
い
て
自
由
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
独
立
し
た
元
老
院
議
員
の
姿
は
、
自

由
に
語
る
弁
論
家
の
姿
に
重
な
る
。「
こ
う
し
て
キ
ケ
ロ
ー
が
最
も
正
統
だ
と
判
断
し
た
政
治
制
度
は
、弁
論
の
行
為
が
最
も
よ
く
行
わ

れ
る
よ
う
な
仕
方
で
論
争
を
最
も
容
易
に
さ
せ
る
形
の
審
議
を
維
持
す
る
可
能
性
の
高
い
も
の
」、す
な
わ
ち
元
老
院
を
基
軸
と
し
た
共

和
政
で
あ
る（

11
（

。
元
老
院
が
助
言
を
し
、
民
衆
が
承
認
を
す
る

―
こ
れ
が
キ
ケ
ロ
ー
の
理
想
と
し
た
自
由
な
共
和
政
の
あ
り
方
で
あ

る
。
こ
の
助
言
―
承
認
の
図
式
は
、
そ
の
ま
ま
話
者
―
聴
衆
の
図
式
に
重
な
り
、
こ
の
図
式
を
実
践
す
る
の
が
弁
論
の
行
為
で
あ
る
。

共
和
政
の
中
で
自
由
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
条
件
は
、ロ
ー
マ
市
民
の
関
与
と
信
頼
を
育
む
資
源
と
し
て
役
立
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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キ
ケ
ロ
ー
の
思
想
に
お
い
て
、
雄
弁
と
自
由
と
の
間
に
は
密
接
な
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
。
雄
弁
は
自
由
の
兆
候
で
あ
る
と
と
も
に
、
雄

弁
は
自
由
に
構
造
と
方
向
性
を
与
え
た
の
で
あ
る（

11
（

。

　

第
二
に
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
行
使
が
政
治
的
に
有
意
で
あ
っ
た
の
は
、
共
和
政
が
平
和

4

4

な
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
弁
論
は
戦
乱

の
時
代
に
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
戦
乱
の
時
代
に
必
要
と
さ
れ
る
の
は
軍
事
力
で
あ
り
、
言
葉
の
や
り
取
り
は
無
力
で
あ
る
。
確
か
に

キ
ケ
ロ
ー
が
生
き
た
の
は
、
む
し
ろ
ス
ッ
ラ
の
恐
怖
政
治
の
後
、
ポ
ン
ペ
イ
ウ
ス
と
カ
エ
サ
ル
と
の
間
で
内
乱
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い

た
混
迷
の
時
代
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
れ
で
も
な
お
（
小
）
カ
ト
ー
や
ブ
ル
ー
ト
ゥ
ス
ら
共
和
政
派
が
残
存
し
、
元
老
院
の
地
位
は
ま
だ

廃
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。た
と
え
郷
愁
が
含
ま
れ
て
い
た
と
し
て
も
、キ
ケ
ロ
ー
の
思
考
に
は
、当
時
は
ま
だ
説
得
に
よ
っ

て
ロ
ー
マ
市
民
を
動
か
す
こ
と
が
可
能
だ
と
の
認
識
が
残
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か（

11
（

。
実
際
、
彼
は
『
弁
論
家
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、

当
代
随
一
と
も
言
わ
れ
た
雄
弁
家
ル
ー
キ
ウ
ス
・
ク
ラ
ッ
ス
ス
の
口
を
借
り
て
、
次
の
よ
う
に
語
ら
せ
て
い
る
。

　

じ
っ
さ
い
、
弁
論
に
よ
っ
て
人
々
の
心
を
と
ら
え
、
そ
の
意
欲
を
こ
ち
ら
に
引
き
つ
け
、
思
う
ほ
う
に
駆
り
立
て
、
思
う
と
こ
ろ
か

ら
引
き
離
す
こ
と
が
で
き
る
能
力
以
上
に
優
れ
た
能
力
は
な
い
よ
う
に
わ
た
し
は
思
う
。
こ
れ
こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
自
由
な
国
民
の
中
で
、

と
り
わ
け
平
和
が
確
立
さ
れ
た
平
穏
な
国
家
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
常
に
栄
え
、
常
に
支
配
的
な
地
位
を
か
ち
え
て
き
た
も
の
な
の
だ
。Cic. de 

or. （. （0

〔
一
八
。
傍
点
は
著
者
に
よ
る
。〕

　

だ
が
ロ
ー
マ
共
和
政
が
平
和
と
安
定
を
謳
歌
し
た
の
は
、む
し
ろ
キ
ケ
ロ
ー
が
生
き
て
い
た
よ
り
も
前
の
時
代
で
あ
っ
た
。キ
ケ
ロ
ー

が
理
想
と
し
て
い
た
弁
論
の
黄
金
時
代
は
、
む
し
ろ
地
中
海
の
覇
権
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
て
い
た
カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
を
打
倒
し
た
後
の
時

代
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ケ
イ
パ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
キ
ケ
ロ
ー
は
文
明
を
確
立
す
る
こ
と
の
責
任
に
触
れ
た
後
、
弁
論
は
文
明
と

共
に
と
り
わ
け
自
由
な
政
治
的
共
同
体
に
お
い
て
成
長
し
、
平
和
な
共
同
体
に
お
い
て
最
も
よ
く
開
花
す
る
で
あ
ろ
う
と
論
じ
た
、
と
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い
う
。
雄
弁
は
、
そ
の
宿
敵
を
征
服
し
た
後
に
、
ロ
ー
マ
に
お
い
て
開
花
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る（

11
（

。
も
し
外
敵
の
侵
入
や
内
乱
の
心

配
が
な
け
れ
ば
、
人
々
は
安
心
し
て
余
裕
の
あ
る
生
活
を
享
受
し
、
と
く
に
高
貴
な
生
ま
れ
の
子
弟
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
術
を
懸
命
に
学

ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
弁
論
で
衆
目
を
集
め
名ク

ル
ス
ス
・
ホ
ノ
ー
ル
ム

誉
あ
る
公
職
を
目
指
そ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
キ
ケ
ロ
ー
は
、『
弁
論
家
に
つ
い
て
』
に
お
い

て
、
弟
の
ク
イ
ン
ト
ゥ
ス
に
向
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

と
い
う
の
も
、
あ
ら
ゆ
る
民
族
に
対
す
る
覇
権
が
確
立
さ
れ
、
永
続
的
な
平
和
が
閑
暇
を
保
証
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

に
至
っ
て
以
後
、
世
の
称
賛
を

得
た
い
と
い
う
意
欲
を
も
っ
た
青
年
な
ら
ほ
と
ん
ど
誰
し
も
が
、
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
惜
し
ま
ず
弁
論
の
技
を
修
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
る
に
至
っ
た
か
ら
で
あ
る
。Cic. de or. （. （（

〔
一
〇
。
傍
点
は
著
者
に
よ
る
。〕

　

こ
の
よ
う
に
キ
ケ
ロ
ー
に
と
っ
て
、
平
和
と
安
定
こ
そ
が
弁
論
に
と
っ
て
必
要
な
条
件
で
あ
っ
た（

11
（

。
だ
が
逆
に
、
弁
論
が
ロ
ー
マ
共

和
政
に
平
和
と
安
定
を
も
た
ら
す
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
弁
論
は
、
賛
成
す
る
側
と
反
対
す
る
側
の
当
事
者

に
分
か
れ
て
行
わ
れ
る
点
で
本
性
上
対
立
的
・
係
争
的
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
威
嚇
や
暴
力
に
よ
る
決
着
を
避
け
、
公
共
体
の
安
寧
や

共
通
の
善
を
目
指
し
て
聴
衆
を
説
得
す
る
と
い
う
、
言
葉
に
よ
る
争
い
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
限
り
で
は
協
調
的
・
和
合
的
で
あ
る（

1（
（

。
弁

論
に
よ
っ
て
政
争
や
対
立
の
解
決
が
目
指
さ
れ
て
い
る
う
ち
は
、
そ
れ
ら
の
全
面
的
解
決
に
は
至
ら
な
く
て
も
、
比
較
的
に
穏
や
か
な

時
代
が
築
か
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ケ
イ
パ
ス
ト
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
「
キ
ケ
ロ
ー
に
と
っ
て
弁
論
は
、
平
和
な
状
況
の
中

で
生
じ
、
そ
し
て
逆
に
平
和
や
統
合
を
育
む
の
で
あ
る（

11
（

」。
こ
の
キ
ケ
ロ
ー
の
認
識
は
、
三
で
検
討
す
る
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
の
そ
れ
と

対
照
的
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
し
て
四
で
検
討
す
る
リ
ウ
ィ
ウ
ス
の
そ
れ
と
同
種
の
基
調
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
を
要
約
す
る
と
、キ
ケ
ロ
ー
に
と
っ
て
レ
ト
リ
ッ
ク
と
は
、自
由
で
平
和
な
ロ
ー
マ
共
和
政
に
お
い
て
開
花
さ
れ
る
技
術
で
あ
っ
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た
。
彼
に
は
複
数
の
対
立
す
る
諸
要
素
を
折
衷
・
和
解
し
よ
う
と
す
る
均
衡
感
覚
が
基
本
に
あ
り
、
そ
れ
が
彼
を
し
て
、
哲
学
と
弁
論

を
接
合
す
る
観
点
か
ら
蓋
然
的
信
念
を
明
ら
か
に
す
る
賛
否
両
論
の
使
い
分
け
と
し
て
、
そ
し
て
節
度
と
い
う
規
範
的
原
理
の
枠
内
で

共
同
体
の
感
性
に
訴
え
る
べ
き
も
の
と
し
て
レ
ト
リ
ッ
ク
術
を
理
解
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
レ
ト
リ
ッ
ク
が
用
い
ら
れ
る

場
は
、
実
際
に
彼
が
生
き
て
い
た
時
代
の
ロ
ー
マ
共
和
政
と
は
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
彼
の
理
解
で
は
、
自
由
で
平

和
な
共
和
政
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た（

11
（

。

　

と
こ
ろ
で
レ
ト
リ
ッ
ク
と
共
和
政
と
の
関
係
に
気
付
い
て
い
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
キ
ケ
ロ
ー
だ
け
で
は
な
い
。
他
の
古
代
ロ
ー
マ
の

著
述
家
た
ち
も
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
そ
れ
ら
の
関
係
を
意
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
彼
ら
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
把
握

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
キ
ケ
ロ
ー
の
レ
ト
リ
ッ
ク
理
解
と
比
較
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
彼
ら
の
理
解
の
特
徴
を
検
討
し

て
い
き
た
い
。

一
次
文
献

Cic. ad Brut.

―Cicero, epistulae ad Brutum
（
キ
ケ
ロ
ー
（
根
本
和
子
訳
）「
ブ
ル
ー
ト
ゥ
ス
宛
書
簡
集
」『
キ
ケ
ロ
ー
選
集
（（ 

書
簡
Ⅳ
』（
岩
波
書

店
、
二
〇
〇
二
年
））

Cic. am
ic.

―Cicero, Laelius de am
icitia

（
キ
ケ
ロ
ー
（
中
務
哲
郎
訳
）「
ラ
エ
リ
ウ
ス
・
友
情
に
つ
い
て
」『
キ
ケ
ロ
ー
選
集
0（ 

哲
学
Ⅱ
』（
岩
波

書
店
、
一
九
九
九
年
））

Cic. Brut.

―Cicero, Brutus （G.L.H
endrickson （trans.

） Brutus, H
.M

.H
ubbell （trans.

） orator （H
arvard U

niversity Press, （（（（

））

Cic. Cat.

―Cicero, in Catilinam

（
キ
ケ
ロ
ー
（
小
川
正
廣
訳
）「
カ
テ
ィ
リ
ー
ナ
弾
劾
」『
キ
ケ
ロ
ー
選
集
0（ 

法
廷
・
政
治
弁
論
Ⅲ
』（
岩
波
書
店
、

一
九
九
九
年
））

Cic. de or.

―Cicero, de oratore

（
キ
ケ
ロ
ー
（
大
西
英
文
訳
）「
弁
論
家
に
つ
い
て
」『
キ
ケ
ロ
ー
選
集
0（ 

修
辞
学
Ⅱ
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
））

Cic. fat.

―Cicero, de fato

（
キ
ケ
ロ
ー
（
五
之
治
昌
比
呂
訳
）「
運
命
に
つ
い
て
」『
キ
ケ
ロ
ー
選
集
（（ 

哲
学
Ⅳ
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
））

Cic. fin.

―Cicero, de finibus bonorum
 et m

alorum

（
キ
ケ
ロ
ー
（
永
田
康
昭
・
兼
利
琢
也
・
岩
崎
務
訳
）「
善
と
悪
の
究
極
に
つ
い
て
」『
キ
ケ

ロ
ー
選
集
（0 

哲
学
Ⅲ
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
））

Cic. inv.

―Cicero, de inventione

（
キ
ケ
ロ
ー
（
片
山
英
男
訳
）「
発
想
論
」『
キ
ケ
ロ
ー
選
集
0（ 

修
辞
学
Ⅰ
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
））
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Cic. nat. deor. 

―Cicero, de natura deorum

（
キ
ケ
ロ
ー
（
山
下
太
郎
訳
）「
神
々
の
本
性
に
つ
い
て
」『
キ
ケ
ロ
ー
選
集
（（ 

哲
学
Ⅳ
』（
岩
波
書

店
、
二
〇
〇
〇
年
））

Cic. off.

―Cicero, de officiis

（
キ
ケ
ロ
ー
（
高
橋
宏
幸
訳
）「
義
務
に
つ
い
て
」『
キ
ケ
ロ
ー
選
集
0（ 

哲
学
Ⅱ
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
））

Cic. opt. gen.

―Cicero, de optim
o genere oratorum

 

（H
.M

.H
ubbell 

（trans.

） de inventione, de optim
o genere oratorum

, topica 
（H

arvard U
niversity Press, （（（（

））

Cic. or.
―Cicero, orator （G.L.H

endrickson （trans.

） Brutus, H
.M

.H
ubbell （trans.

） orator （H
arvard U

niversity Press, （（（（

）

Cic. part. or.
―Cicero, de partitione oratoria

（
キ
ケ
ロ
ー
（
片
山
英
男
訳
）「
弁
論
術
の
分
析
」 『
キ
ケ
ロ
ー
選
集
0（ 

修
辞
学
Ⅰ
』（
岩
波
書
店
、
二

〇
〇
〇
年
））

Cic. rep.

―Cicero, de re publica

（
キ
ケ
ロ
ー
（
岡
道
男
訳
）「
国
家
に
つ
い
て
」『
キ
ケ
ロ
ー
選
集
0（ 

哲
学
Ⅰ
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
））

Cic. parad.

―Cicero, paradoxa Stoicorum

（
キ
ケ
ロ
（
水
野
有
庸
訳
）「
ス
ト
ア
派
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
鹿
野
治
助
責
任
編
集
『
キ
ケ
ロ
、
エ
ピ
ク

テ
ト
ス
、
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
（
世
界
の
名
著
（（
）』（
中
央
公
論
新
社
、
一
九
八
〇
年
））

Cic. T
usc.

―Cicero, T
usculanae disputationes

（
キ
ケ
ロ
ー
（
木
村
健
治
・
岩
谷
智
訳
）「
ト
ゥ
ス
ク
ル
ム
荘
対
談
集
」『
キ
ケ
ロ
ー
選
集
（（ 

哲
学

Ⅴ
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
））

Cic. top.

―Cicero, topica 

（H
.M

.H
ubbell 
（trans.

） de inventione, de optim
o genere oratorum

, topica 

（H
arvard U

niversity Press, 
（（（（

））

Il Principe

―N
iccolò M

achiavelli, Il Principe
（
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
（
池
田
廉
訳
）『
君
主
論
』
永
井
三
明
・
藤
沢
道
郎
・
岩
倉
具
忠
編
『
マ
キ
ァ

ヴ
ェ
ッ
リ
全
集
１
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
年
））

二
次
文
献

A
rendt （（（（

―
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
（
志
水
速
雄
訳
）『
人
間
の
条
件
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
四
年
）

Benhabib （（（（

―Seyla Benhabib, T
ow

ard a D
eliberative M

odel of D
em

ocratic Legitim
acy, in Benhabib 

（ed.

） D
em

ocracy and 
D

ifference: Contesting the Boundaries of the Political （Princeton U
niversity Press

）

Cham
bers （00（

―Sim
one Cham

bers, Rhetoric and the Public Sphere: H
as D

eliberative D
em

ocracy A
bandoned M

ass D
em

ocracy? 
in 37 Political T

heory
Cohen （（（（

―Joshua Cohen, D
eliberation and D

em
ocratic Legitim

acy in A
lan H

am
lin and Philip Pettit

（eds.

）, T
he G

ood Polity: 
N

orm
ative A

nalysis of the State （Basil Blackw
ell

）
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Connolly （00（

―Joy Connolly, T
he State of Speech: R

hetoric and Political T
hought in A

ncient R
om

e （Princeton U
niversity Press

）

Connolly （0（（

―Joy Connolly, T
he Life of R

om
an R

epublicanism
 （Princeton U

niversity Press

）

Cox （（（（

―V
irginia Cox, M

achiavelli and the Rhetorica ad H
erennium

: D
eliberative Rhetoric in T

he Prince in 28 T
he Sixteenth 

Century Journal
D

ryzek （0（0

―John S. D
ryzek, Rhetoric in D

em
ocracy: A

 System
ic A

ppreciation in 38 Political T
heory

H
irano （（（（a

―
平
野
敏
彦
「
レ
ト
リ
ッ
ク
研
究
の
予
備
知
識
」
広
島
法
学
第
一
五
巻
第
三
号

H
irano （（（（b

―
平
野
敏
彦
「
キ
ケ
ロ
『
発
見
・
構
想
論
』
に
お
け
る
レ
ト
リ
ッ
ク
の
構
想
」
広
島
法
学
第
一
六
巻
第
一
号

H
irano （（（（

―
平
野
敏
彦
「
キ
ケ
ロ
『
ト
ピ
カ
』
に
つ
い
て
の
覚
書

―
ロ
ー
マ
に
お
け
る
弁
論
家
と
法
学
者
」
植
松
秀
雄
編
『
埋
も
れ
て
い
た
術
・

レ
ト
リ
ッ
ク
〔
レ
ト
リ
ッ
ク
研
究
会
叢
書
（
〕』（
木
鐸
社
）

H
irano （000

―
平
野
敏
彦
「
古
代
弁
論
術
」
竹
下
賢
・
平
野
敏
彦
・
角
田
猛
之
（
編
）『
ト
ピ
ッ
ク
法
思
想

―
羅
針
盤
と
し
て
の
歴
史
』（
法
律
文
化

社
）

H
irokaw

a （0（（

―
廣
川
洋
一
『
キ
ケ
ロ
『
ホ
ル
テ
ン
シ
ウ
ス
』
断
片
役
と
構
成
案
』（
岩
波
書
店
）

Ishim
ae （00（

―
石
前
禎
幸
「
ホ
ッ
ブ
ズ
の
反
レ
ト
リ
ッ
ク

―
『
法
学
要
綱
』
を
中
心
に
」
法
律
論
叢
第
八
一
巻
第
六
号

K
apust （0（（

―D
aniel J. K

apust, R
epublicanism

, R
hetoric, and R

om
an Political T

hought: Sallust, Livy, and T
acitus （Cam

bridge 
U

niversity Press

）

M
anin （（（（

―Bernard M
anin 

（Elly Stein and Jane M
ansbridge trans.

）, O
n Legitim

acy and Political D
eliberation in 15 Political 

T
heory

M
om

m
sen （00（

―
モ
ム
ゼ
ン
（
長
谷
川
博
隆
訳
）『
ロ
ー
マ
の
歴
史
Ⅳ 

カ
エ
サ
ル
の
時
代
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
）

M
ontaigne （（（（

―
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
（
原
二
郎
訳
）『
エ
セ
ー
（
二
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
）

N
ederm

an （000

―Cary J. N
ederm

an, Rhetoric, Reason, and Republic Republicanism
s : A

ncient, M
edieval, and M

odern in Jam
es 

H
ankins

（ed.

） Renaissance Civic H
um

anism
 （Cam

bridge U
niversity Press

）

Pettit （（（（

―Philip Pettit, R
epublicanism

: A
 T

heory of Freedom
 and G

overnm
ent （O

xford U
niversity Press

）

Rem
er （（（（

―Gary Rem
er, H

um
anism

 and the R
hetoric of T

oleration （T
he Pennsylvania State U

niversity Press

）

Rem
er （00（

―Gary Rem
er, Cicero and the Ethics of D

eliberative Rhetoric in Benedetto  Fontana, Cary J. N
ederm

an, and Gary 
Rem

er

（eds.

）, T
alking D

em
ocracy: H

istorical Perspectives on R
hetoric and D

em
ocracy

（T
he Pennsylvania State U

niversity 
Press

）
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Rem
er （00（

―Gary Rem
er , Rhetoric as a Balancing of Ends: Cicero and M

achiavelli in 42 Philosophy and R
hetoric

Skinner （（（（

―Q
uentin Skinner, M

achiavelli （O
xford U

niversity Press

）〔
ク
ェ
ン
テ
ィ
ン
・
ス
キ
ナ
ー
（
塚
田
富
治
訳
）『
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ

リ
―
自
由
の
哲
学
者
』（
未
来
社
、
一
九
九
一
年
）〕

V
iroli （（（0

―M
aurizio V

iroli, M
achiavelli and the Republican Idea of Politics in Gisela Bock, Q

uentin Skinner and M
aurizio V

iroli
（eds.

） M
achiavelli and the R

epublicanism
 （Cam

bridge U
niversity Press

）

（
１
）　

本
稿
は
、
不
十
分
な
が
ら
可
能
な
限
り
、
キ
ケ
ロ
ー
や
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
ら
の
一
次
文
献
に
基
づ
い
て
考
証
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
こ

れ
ま
で
英
米
圏
の
現
代
正
義
論
を
主
た
る
研
究
対
象
と
し
て
き
た
著
者
に
と
っ
て
不
案
内
な
領
域
で
あ
っ
た
が
、
過
去
の
優
れ
た
古
典
研
究
の
論
考

を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
中
で
も
平
野
敏
彦
教
授
に
よ
る
案
内
（H

irano（（（（a, H
irano（（（（b

）
が
有
用
で
あ
り
、
と
く
に
引
用
の
方
法

に
つ
い
てH

irano（（（（a, 

三
七
―
四
〇
頁
を
参
照
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
本
稿
で
は
、
あ
ま
り
一
般
的
な
引
用
の
仕
方
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

ラ
テ
ン
語
の
読
め
な
い
読
者
が
大
半
で
あ
る
こ
と
を
想
定
し
て
、
邦
訳
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
訳
書
の
引
用
も
付
す
こ
と
に
し
た
。

（
２
）　K

apust （0（（, p.（（.

（
３
）　

「
古
代
西
洋
弁
論
術
は
、
キ
ケ
ロ
に
流
れ
込
み
、
キ
ケ
ロ
か
ら
流
れ
出
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。」H

irano （000, 

一
三
六
頁
。

（
４
）　

キ
ケ
ロ
の
若
い
頃
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
関
す
る
著
作
で
あ
る
『
発
想
論
』
は
本
人
も
自
認
し
て
い
る
よ
う
に
ギ
リ
シ
ャ
古
典
か
ら
の
抜
粋
ノ
ー
ト
で

あ
る
た
め
に
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
最
晩
年
の
『
ト
ピ
カ
』
さ
え
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
ト
ポ
ス
論
の
平
明
な
解
説
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

H
irano （（（（a, 

一
二
九
―
三
〇
頁
。

（
５
）　M

ontaigne （（（（, 

七
一
―
八
一
頁
。

（
６
）　

モ
ム
ゼ
ン
の
キ
ケ
ロ
ー
酷
評
を
挙
げ
れ
ば
切
り
が
な
い
が
、
彼
を
「
日
和
見
主
義
者
」「
先
見
の
明
の
な
い
利
己
主
義
者
」「
悪
し
き
意
味
で
の

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
」
な
ど
と
評
し
て
い
た
。Cf. M

om
m

sen （00（, 

一
四
九
、
五
四
〇
―
一
頁
。

（
７
）　

キ
ケ
ロ
ー
は
、諸
々
の
哲
学
的
諸
問
題
に
つ
い
て「
一
つ
の
学
派
の
考
え
方
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
」最
も
理
に
適
う
仕
方
で
考
え
る
態
度
を
と
っ

て
い
る
と
自
覚
し
て
い
た
。Cic. T

usc. （. （

〔
二
二
七
〕

（
８
）　

「
利
益
に
は
、
安
全
と
力
の
二
種
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
安
全
と
は
、
計
画
的
に
一
貫
し
て
無
事
な
状
態
を
保
つ
こ
と
で
あ
る
。
力
と
は
、

自
分
を
維
持
し
他
者
を
弱
体
化
す
る
た
め
に
必
要
な
手
段
を
具
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。」Cic. inv. （. （（（

〔
一
四
七
〕

（
９
）　K

apust （0（（, p.（（. 

ケ
イ
パ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
キ
ケ
ロ
ー
は
ま
た
「
徳
と
悪
徳
は
常
に
明
確
に
分
け
ら
れ
る
必
要
は
な
い
」
と
も
論
じ
て
い
る
、

と
い
う
。

（
（0
）　

実
際
、
キ
ケ
ロ
ー
に
お
い
て
名
誉
と
利
益
と
が
ど
の
よ
う
な
関
係
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
は
、
レ
ー
マ
ー
が
考
え
て
い
る
以
上
に
複
雑
な
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問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。Cf. 「
三
つ
め
の
注
意
は
、
善
意
を
な
す
に
あ
た
っ
て
応
分
の
選
択
を
せ
よ
、
で
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
、
見
き
わ
め

ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
善
意
を
施
そ
う
と
す
る
相
手
の
性
格
、
わ
れ
わ
れ
に
対
す
る
心
も
ち
、
生
活
上
の
共
有
点
と
同
胞
関
係
、
そ
し
て
、
以
前
に

わ
れ
わ
れ
の
利
益
と
な
る
よ
う
果
た
し
て
く
れ
た
義
務
で
あ
る
。」Cic. off. （. （（

〔
一
五
六
〕、「
他
方
、
残
り
の
三
つ
の
美
徳
に
は
、
実
生
活
の
基

盤
と
な
る
諸
々
の
も
の
を
用
意
し
、
守
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
行
為
が
課
題
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
と
人
と
の
社
会
的
結
合
を
保
つ
と
同

時
に
卓
越
し
た
勇
気
が
、財
力
を
増
大
さ
せ
て
自
分
と
身
内
と
に
利
便
を
は
か
り
な
が
ら
も
、む
し
ろ
、そ
の
よ
う
な
財
や
利
便
を
蔑
む
こ
と
に
よ
っ

て
い
っ
そ
う
の
輝
き
を
放
つ
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。」Cic. off. （. （（

〔
一
三
六
〕

（
（（
）　Rem

er （00（, p.（.

（
（（
）　Rem

er （00（, pp.（-（.

（
（（
）　Rem

er （00（, p.（0.

（
（（
）　Il Principe （（
〔
七
六
―
七
〕. 

レ
ー
マ
ー
に
よ
れ
ば
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
栄
光
が
ま
た
不
朽
性
（im

m
ortality

）
を
も
た
ら
す
利
益
に
着
目
し

て
お
り
、
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
が
解
釈
す
る
よ
う
に
「
家
族
内
部
の
保
護
さ
れ
た
生
活
と
ポ
リ
ス
の
容
赦
な
く
身
を
晒
さ
れ
る
生
活
と
の
深
淵
」
を

認
識
し
か
つ
こ
れ
を
渡
る
勇
気
＝
栄
光
を
理
解
し
て
い
た
、
と
述
べ
て
い
る
。Rem

er （00（, p.（（. Cf. 「
む
し
ろ
驚
く
べ
き
な
の
は
、
政
治
に
ふ
た

た
び
古
い
尊
厳
を
回
復
す
る
た
め
に
異
常
な
努
力
を
払
う
過
程
で
、
こ
の
深
淵
を
認
め
、
こ
れ
を
渡
る
の
に
必
要
な
勇
気
の
よ
う
な
も
の
を
理
解
し

た
唯
一
の
古
典
後
の
政
治
理
論
家
が
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
を
、『
低
い
身
分
か
ら
高
い
地
位
へ
昇
っ
て
く

る
傭
兵
隊
長
の
』
上
昇
、
私
的
領
域
か
ら
君
主
の
地
位
へ
、
す
な
わ
ち
万
人
に
共
通
の
環
境
か
ら
偉
業
の
輝
く
栄
光
へ
と
昇
っ
て
く
る
傭
兵
隊
長
の

上
昇
の
中
に
描
い
た
。」A
rendt （（（（

〔
五
六
―
七
〕

（
（（
）　Garsten （00（, p.（（0.

（
（（
）　Rem

er （00（, p.（（.

（
（（
）　

キ
ケ
ロ
ー
と
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
と
の
相
違
と
し
て
、
別
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
「
君
主
た
る
も
の
獅
子
と
狐

を
演
じ
わ
け
よ
」
と
勇
猛
さ
と
狡
猾
さ
を
併
せ
持
つ
よ
う
に
君
主
に
進
言
し
た
の
に
対
し
て
、
キ
ケ
ロ
ー
は
、
獅
子
も
狐
も
人フ

ー
マ
ー
ニ
タ
ー
ス

間
性
を
欠
く
獣
で

あ
る
と
し
て
一
蹴
し
、
人
が
不
正
な
行
い
を
し
な
い
義
務
を
果
た
す
よ
う
勧
告
す
る
。「
と
こ
ろ
で
、
二
つ
の
仕
方
、
つ
ま
り
、
暴
力
と
欺
瞞
と
に

よ
り
不
正
は
行
わ
れ
る
が
、
欺
瞞
は
牝
狐
の
な
す
と
こ
ろ
で
あ
り
、
暴
力
は
獅
子
の
な
す
と
こ
ろ
と
思
わ
れ
る
。
ど
ち
ら
も
非
人
間
的
で
あ
る
こ
と

こ
の
上
な
い
…
。」Cic. offi. （. （（

〔
一
五
四
。
た
だ
し
訳
を
一
部
変
え
て
い
る
。〕
こ
の
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
記
述
は
キ
ケ
ロ
ー
の
パ
ロ
デ
ィ
化
だ

と
す
る
指
摘
が
あ
る
が
（Skinner （（（（, p.（0

〔
七
六
―
七
〕, Cox （（（（, p.（（（（
）、
こ
こ
に
は
、
名
誉
重
視
の
立
場
と
利
益
重
視
の
立
場
の
対
照

が
あ
る
。
な
お
レ
ー
マ
ー
は
、
上
記
キ
ケ
ロ
ー
の
言
明
に
関
し
て
、『
義
務
に
つ
い
て
』
の
中
の
別
の
記
述
「
有
罪
の
人
間
で
も
、
極
悪
非
道
の
輩

で
な
い
か
ぎ
り
、
弁
護
す
る
こ
と
を
や
ま
し
く
思
う
べ
き
で
は
な
い
」
と
の
言
明
と
矛
盾
し
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
。Rem

er （00（, p.（.
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（
（（
）　Rem

er （00（, p.（.

（
（（
）　Rem

er （00（, p.（0.
（
（0
）　

コ
ノ
リ
ー
は
、
キ
ケ
ロ
ー
が
理
想
的
弁
論
家
を
、
生
ま
れ
つ
き
の
自
然
の
才
能
と
学
習
・
鍛
錬
と
い
う
文
化
プ
ロ
セ
ス
の
混
淆
と
し
て
理
解
し
て

い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。そ
れ
は
雄
弁
が
、自
然
と
人
為
と
い
う
二
つ
の
側
面
を
合
わ
せ
持
っ
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
、と
い
う
。Connolly 

（00（, pp.（（（-（.

（
（（
）　

賛
否
両
論
の
使
い
分
け
は
、
キ
ケ
ロ
ー
の
他
の
著
作
に
お
い
て
も
頻
繁
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。Cf. 

「
こ
の
テ
ー
シ
ス
（Θέσις

）
と
い
う
点
に
つ

い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
は
、
単
調
な
議
論
の
哲
学
的
様
式
で
は
な
く
、
詞
藻
を
凝
ら
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
の
仕
方
で
、
豊
か
で
実
り
あ
る
言
葉
で
賛

否
両
論
を
論
じ
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
若
者
を
教
育
し
た
。」Cic. ora. （（. （（. 

ま
た
ル
ー
キ
ウ
ス
・
ピ
ル
ス
に
対
し
て
ガ
ー
イ
ウ
ス
・
ラ
エ
リ
ウ
ス
に

「
反
対
側
に
立
っ
て
議
論
す
る
あ
な
た
の
習
慣
は

―
あ
な
た
は
そ
れ
が
真
実
を
発
見
す
る
の
に
も
っ
と
も
近
道
だ
と
考
え
て
い
る
の
だ
か
ら

―

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。」Cic. rep. （. （

〔
一
一
二
―
三
〕
と
述
べ
さ
せ
る
。
ま
た
ア
カ
デ
ー
メ
イ
ア
派
の
ア
ウ
レ
ー
リ
ウ
ス
・
コ
ッ
タ
に
向
け
て
ル
ー

キ
ー
リ
ウ
ス
・
バ
ル
ブ
ス
に
「
あ
な
た
の
学
派
は
、
賛
成
、
反
対
の
い
ず
れ
の
側
で
議
論
す
る
こ
と
も
自
由
な
の
だ
が
」
と
述
べ
さ
せ
て
い
る
。Cic.

nat. deor. （. （（（

〔
一
九
七
〕

（
（（
）　Garsten （00（, pp.（（-（（（. 
反
レ
ト
リ
ッ
ク
の
伝
統
も
長
い
歴
史
が
あ
り
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
共
和
政
と
の
関
係
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
興
味
深

い
テ
ー
マ
で
、
体
系
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
本
稿
の
テ
ー
マ
を
超
え
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
反
レ
ト
リ
ッ
ク
を
検
証
し
た

論
考
に
つ
い
てIshim

ae （00（

を
参
照
。

（
（（
）　Rem

er （00（, pp.（（0-（. 

レ
ー
マ
ー
は
、
現
代
の
熟
議
民
主
政
の
論
者
は
「
対
話
を
民
主
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
理
想
と
し
て
み
な
し
て
お

り
、
対
照
的
に
、
レ
ト
リ
ッ
ク
は
道
徳
的
に
疑
わ
し
い
も
の
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
」
と
し
て
、
こ
の
考
え
の
起
源
を
プ
ラ
ト
ー
ン
の
レ
ト
リ
ッ
ク

批
判
に
求
め
て
い
る
。
だ
が
レ
ー
マ
ー
の
理
解
は
、
理
性
的
対
話
と
し
て
の
み
熟
議
民
主
政
を
捉
え
て
い
る
点
で
そ
の
対
象
が
狭
く
、
実
際
、
熟
議

民
主
政
論
者
の
中
に
は
レ
ト
リ
ッ
ク
の
行
使
を
む
し
ろ
歓
迎
す
る
論
者
も
い
る
点
で
、あ
ま
り
的
確
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。Cf. M

anin （（（（, 
pp.（（（-（

（
熟
議
に
お
い
て
聴
衆
に
向
け
た
価
値
や
規
範
の
正
当
化
の
議
論
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
）、Cham

bers （00（, pp.（（（-（（

（
熟

議
的
レ
ト
リ
ッ
ク
（deliberative rhetoric

）
が
マ
ス
公
共
圏
で
も
可
能
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
）、D

ryzek （0（0, pp.（（（-（0

（
レ
ト
リ
ッ

ク
は
多
様
な
人
々
を
橋
渡
し
し
熟
議
シ
ス
テ
ム
を
創
設
す
る
役
に
立
つ
場
合
に
望
ま
し
い
と
論
じ
て
い
る
）。
ま
た
コ
ノ
リ
ー
も
「
賛
否
両
論
の
使

い
分
け
」
は
、
ペ
テ
ィ
ッ
ト
や
ス
キ
ナ
ー
ら
共
和
主
義
者
た
ち
に
よ
っ
て
、「
熟
議
民
主
政
へ
の
共
和
主
義
的
系
統
を
提
供
す
る
」
も
の
と
評
価
さ

れ
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
。Connolly （0（（, pp.（（-（0.

　

な
お
キ
ケ
ロ
ー
自
身
は
、
弁
護
や
弾
劾
の
場
に
お
い
て
弁
論
に
は
「
怒
り
の
棘
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
逍
遥
学
派
の
哲
学
に
対
し
て
は

否
定
的
で
あ
り
、
情
念
を
正
し
い
理
性
、
徳
、
節
度
を
欠
い
た
も
の
と
す
る
ス
ト
ア
派
の
哲
学
に
好
意
的
で
あ
る
。Cic. T

usc. （. （（, （（-（（

〔
二
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三
五
、
二
四
一
―
五
〇
〕

　

熟
議
民
主
政
論
者
の
中
で
も
、
ロ
ー
ル
ズ
や
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
影
響
を
受
け
、
熟
議
を
実
践
的
理
性
に
よ
る
合
意
の
場
と
し
て
評
価
す
る
論
者

（ex. Benhabib （（（（, Cohen （（（（

）
と
、
熟
議
の
中
で
理
性
の
他
に
も
情
念
が
働
く
余
地
を
認
め
る
上
記
の
論
者
が
い
る
が
、
後
者
の
方
が
、

情
念
を
駆
り
立
て
る
レ
ト
リ
ッ
ク
の
作
用
を
認
め
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
を
熟
議
と
結
び
付
け
て
理
解
す
る
傾
向
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。
著
者
は
、
共
和

主
義
と
熟
議
民
主
政
と
の
間
に
連
続
性
が
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
二
つ
が
理
性
や
情
念
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
ど
の

よ
う
に
結
び
つ
く
か
に
つ
い
て
、
ま
た
別
稿
に
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
（（
）　Garsten （00（, p.（（（. 

（
（（
）　

蓋
然
的
信
念
に
類
す
る
言
葉
に
つ
い
て
は
他
に
も
多
数
言
及
が
あ
る
。「
私
は
、
最
も
真
実
に
近
い
と
思
わ
れ
る
も
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（quod veri sim
illim

um
 

videatur

）
は
ど
こ
に
あ
る
か
を
問
う
こ
と
以
外
は
ま
っ
た
く
必
要
が
な
い
と
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
目
下
の
課
題
は
、
こ
の
問
題
に
お
い

て
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
人
間
の
精
神
で
は
こ
れ
以
上
は
近
づ
け
な
い
と
思
え
る
ほ
ど
真
実
に
近
い
も
の

4

4

4

4

4

4

4

（aliquid veri sim
ile

）
を
手
に
入
れ
る
こ

と
が
で
き
る
か
、と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
」Cic. T

usc. （. （（. （（

〔
二
四
九
〕. 

ま
た
同
種
の
用
語
と
し
て
、真
理
に
類
す
る
も
の（verisim

ilis

）

と
い
う
表
現
を
も
用
い
て
い
る
（Cic. part. or. （0. （（-（0

）。

（
（（
）　

キ
ケ
ロ
ー
自
身
は
、
蓋
然
的
信
念
を
求
め
る
こ
の
手
法
を
、
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
と
、
彼
の
人
生
の
軌
跡
を
伝
え
た
プ
ラ
ト
ー
ン
の
思
想
的
継
受
者

で
あ
る
新
ア
カ
デ
ー
メ
イ
ア
派
の
カ
ル
ネ
ア
デ
ー
ス
に
な
ら
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。Cic. T

usc. （. （（

〔
二
八
六
〕. 

ま
た
キ
ケ
ロ
ー
の
こ
の
態

度
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
ホ
ル
テ
ン
シ
ウ
ス
』
へ
の
言
及
に
お
い
て
表
明
さ
れ
て
い
る
、
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。H

irokaw
a （0（（, 

九
一
―

二
頁
。
キ
ケ
ロ
ー
が
蓋
然
的
信
念
の
模
範
を
求
め
た
の
が
、
イ
デ
ア
論
を
唱
え
た
プ
ラ
ト
ー
ン
の
、
後
継
の
哲
学
者
た
ち
で
あ
っ
た
の
は
皮
肉
に
思

え
る
。

（
（（
）　Rem

er （00（, p.（（（.

（
（（
）　

キ
ケ
ロ
ー
は
理
想
的
な
弁
論
家
と
し
て
、
同
国
人
の
ル
ー
キ
ウ
ス
・
ク
ラ
ッ
ス
ス
や
マ
ル
ク
ス
・
ア
ン
ト
ー
ニ
ウ
ス
ら
以
外
に
も
、
ギ
リ
シ
ャ
人

政
治
家
で
あ
っ
た
デ
モ
ス
テ
ネ
ー
ス
を
挙
げ
て
い
る
。
キ
ケ
ロ
ー
は
『
最
高
級
の
弁
論
家
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、
理
想
的
な
ア
ッ
テ
ィ
カ
風
演
説

を
紹
介
す
る
た
め
に
、
ア
エ
ス
キ
ネ
ー
ス
と
デ
モ
ス
テ
ネ
ー
ス
と
の
間
の
演
説
合
戦
を
翻
訳
し
よ
う
と
し
て
い
た
。Cic. opt. gen. （. （（. 

ま
た
彼

は
レ
ト
リ
ッ
ク
の
理
論
家
と
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
を
筆
頭
に
挙
げ
て
い
る
。
彼
が
ど
れ
だ
け
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
著
作
に
通
じ
て
い
た
か

は
、
友
人
ト
レ
バ
テ
ィ
ウ
ス
に
充
て
た
著
作
『
ト
ピ
カ
』
を
記
憶
の
み
を
頼
り
に

―
実
際
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
『
ト
ピ
カ
』
の
模
倣
と

は
言
え
な
い
の
だ
が

―
書
き
上
げ
た
と
す
る
事
実
に
表
さ
れ
て
い
る
。Cic. top. （. （.

（
（（
）　

現
在
、
断
片
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
『
ホ
ル
テ
ン
シ
ウ
ス
』
は
、
主
に
若
者
に
向
け
た
「
哲
学
の
す
す
め
」
の
伝
統
に
連
な
る
キ
ケ
ロ
ー
の
著
書

で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
断
片
の
中
か
ら
読
み
取
ら
れ
る
も
の
の
中
で
も
キ
ケ
ロ
ー
は
、
彼
の
好
敵
手
で
も
あ
り
友
人
で
も
あ
っ
た
弁
論
家
ホ
ル
テ
ン
シ

岡　法（66―２） 460
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ウ
ス
が
「
哲
学
は
無
用
で
あ
る
」
と
非
難
す
る
の
に
対
し
て
、
哲
学
の
大
切
さ
を
説
い
た
と
さ
れ
る
。H

irokaw
a （0（（

を
参
照
。

（
（0
）　Garsten （00（, pp.（（（-（.

（
（（
）　

ケ
ア
リ
ー
・
ニ
ー
ダ
ー
マ
ン
（Cary J. N

ederm
an

）
は
、
キ
ケ
ロ
ー
の
諸
著
作
の
中
に
は
二
つ
の
異
な
る
古
典
的
共
和
主
義
の
側
面
が
あ
り
、

彼
は
政
治
共
同
体
を
統
合
す
る
仕
方
と
し
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
政
治
家
が
民
衆
を
説
得
す
る
討
議
的
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
、
理
性
に
よ
っ
て
政
治

家
が
民
衆
を
引
導
す
る
合
理
的
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
構
想
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
後
の
公
民
的
共
和
主
義
の
二
つ
の
異
な
る
系
譜
に
受
け
継
が
れ
た
、
と

論
じ
て
い
る
。Nederm

an （000, pp.（（（-（（. 

私
見
に
よ
れ
ば
、
キ
ケ
ロ
ー
の
諸
著
作
が
ニ
ー
ダ
ー
マ
ン
の
論
じ
る
二
つ
の
側
面
を
持
っ
て
い
る
こ

と
に
異
論
は
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
が
相
互
に
異
質
的
な
別
個
の
側
面
で
あ
っ
た
と
す
る
点
に
は
同
意
で
き
な
い
。
キ
ケ
ロ
ー
は
、
本
節
の
引
用

箇
所
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
哲
学
と
弁
論
と
を
別
個
の
役
割
を
持
つ
も
の
と
し
て
区
別
し
た
の
で
は
な
く
、
相
互
補
完
的
な
役
割
を
持
つ
も
の
と
し

て
捉
え
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
（（
）　

弁
論
家
が
哲
学
の
議
題
に
つ
い
て
通
じ
て
い
る
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
は
、
キ
ケ
ロ
ー
の
生
涯
に
お
い
て
一
貫
し
て
お
り
、
晩
年
の
『
弁
論
家
』

に
お
い
て
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。Cic. or. （（. （（（-（（. （（（

（
（（
）　Garsten （00（, p.（（（.

（
（（
）　

逍
遥
学
派
と
新
ア
カ
デ
ー
メ
イ
ア
派
は
も
ち
ろ
ん
異
な
る
学
派
で
あ
る
が
、
キ
ケ
ロ
ー
は
そ
れ
ら
は
「
内
実
に
お
い
て
同
意
し
な
が
ら
言
葉
の
点

で
異
な
っ
て
い
た
」
だ
け
だ
と
し
て
、
両
者
を
厳
密
に
は
区
別
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。Cic. fin. （. （.

〔
二
一
五
〕

（
（（
）　

キ
ケ
ロ
ー
は
、
息
子
マ
ル
ク
ス
に
向
け
て
、
す
べ
て
の
弁
論
の
部
門
は
、
と
り
わ
け
学
頭
ア
ル
ケ
シ
ラ
ー
オ
ス
以
降
の
中
期
ア
カ
デ
ー
メ
イ
ア
に

由
来
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。Cic. part. or. （0. （（（

（
（（
）　

キ
ケ
ロ
ー
は
、『
善
と
悪
の
究
極
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、
知
恵
＝
哲
学
は
手
に
入
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
用
い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
し
て
い
る
。Cic. fin. （. （

〔
六
〕

（
（（
）　Garsten （00（, p.（（（.

（
（（
）　

キ
ケ
ロ
ー
に
よ
れ
ば
、弁
論
術
に
は
発
案
と
推
論
の
二
つ
が
あ
り
、推
論
に
つ
い
て
は
ス
ト
ア
派
も
逍
遥
学
派
も
多
く
の
業
績
が
残
し
て
い
る
が
、

発
案
に
つ
い
て
は
逍
遥
学
派
に
は
膨
大
な
遺
産
が
あ
る
一
方
、
ス
ト
ア
派
は
ト
ポ
ス
の
重
要
性
に
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
関
心
さ
え
持
た
な

か
っ
た
と
し
て
い
る
。Cic. fin. （. （0

〔
二
一
八
〕

（
（（
）　Cic. leg. （. （（

〔
一
九
三
〕

（
（0
）　Cic. leg. （. （（

〔
二
〇
五
〕

（
（（
）　Garsten （00（, pp.（（（, （（（-（0.

（
（（
）　Garsten （00（, p.（（（.
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（
（（
）　Garsten （00（, p.（（（.

（
（（
）　Garsten （00（, p.（（0.

（
（（
）　Garsten （00（, p.（（（.

（
（（
）　Garsten （00（, p.（（0.

（
（（
）　Rem

er （00（, p.（（（. 

節
制
（tem

perantia

）
も
節
度
と
同
類
の
徳
の
一
つ
で
あ
る
が
、
キ
ケ
ロ
ー
は
、
節
制
は
自
分
固
有
の
事
柄
と
共
同
体
の

い
ず
れ
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。Cic. part. or. （（. （（

（
（（
）　

キ
ケ
ロ
ー
自
身
は
、
節
度
と
は
、
知
恵
、
正
義
、
勇
気
と
並
ぶ
四
つ
の
枢
要
徳
の
一
つ
で
あ
り
、「
あ
ら
ゆ
る
行
為
と
言
動
に
つ
い
て
の
秩
序
と

限
度
」
と
言
う
。Cic. off. （. （（

〔
一
三
六
〕. 

ま
た
そ
れ
は
「
欲
求
を
抑
え
、
正
し
い
理
牲
に
従
わ
せ
、
精
神
の
慎
重
な
判
断
を
守
ら
せ
る
」
も
の

で
あ
り
、
逆
に
節
度
を
欠
く
こ
と
は
、
正
し
い
理
性
か
ら
離
反
し
、
喜
悦
、
欲
望
、
不
安
、
苦
悩
な
ど
と
い
っ
た
情
動
を
駆
り
立
て
ら
れ
る
こ
と
で

あ
る
、
と
も
述
べ
て
い
る
。Cic. T

usc. （. （（

〔
二
三
五
〕. 

さ
ら
に
「
節
制
と
い
う
の
は
理
性
に
従
っ
て
欲
望
を
制
御
す
る
こ
と
」
と
も
説
明
し
て

い
る
。Cic. fin. （. （0
〔
一
一
〇
〕. 

ま
た
同
類
の
語
に
関
し
て
、「
せ
ね
ば
な
ら
な
い
（oportere

）」
が
普
遍
的
に
正
し
い
行
為
を
す
る
義
務
を
果
た

す
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
ふ
さ
わ
し
い
（decere

）」
は
時
期
や
人
柄
に
適
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
も
説
明
し
て
い
る
。Cic. or. （（. （（-（（

（
（（
）　Connolly （00（, p.（（（.

（
（0
）　

レ
ー
マ
ー
に
よ
れ
ば
、
キ
ケ
ロ
ー
の
節
度
観
は
、
こ
の
点
で
プ
ラ
ト
ー
ン
の
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
る
と
す
る
。Rem

er （（（（, 
pp.（（-（.

（
（（
）　

レ
ー
マ
ー
に
よ
れ
ば
、
キ
ケ
ロ
ー
の
こ
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
志
向
は
エ
ラ
ス
ム
ス
に
ま
で
引
き
継
が
れ
た
、
と
い
う
。Rem

er （（（（, p.（0.

（
（（
）　

キ
ケ
ロ
ー
は
『
弁
論
家
』
に
お
い
て
、
雄
弁
な
弁
論
家
は
聴
衆
の
賛
同
を
得
る
た
め
に
、
聴
衆
の
善
き
意
志
（auditorum

 prudentia

）
に
よ
っ

て
つ
ね
に
抑
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。Cic. or. （. （（. 

ま
た
理
想
的
弁
論
家
は
あ
ら
ゆ
る
考
え
ら
れ
る
状
況
に
お
い
て
演
説
を
適
合

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
も
述
べ
て
い
る
。Cic. or. （（. （（（. 
ま
た
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
弁
論
は
、
人
間
の
意
見
や
慣
習
に
適
合
す
る
も
の
で
あ

る
と
も
述
べ
て
い
る
。Cic. part. or. （. （（.

（
（（
）　Rem
er （00（, p.（（（.

（
（（
）　Rem

er （00（, p.（（（.

（
（（
）　Rem

er （00（, p.（（（

（
た
だ
し
傍
点
は
著
者
に
よ
る
）.

（
（（
）　Rem

er （00（, p.（（（.

（
（（
）　

「
要
す
る
に
、
君
主
は
前
述
の
よ
い
気
質
を
、
何
か
ら
な
に
ま
で
現
実
に
そ
な
え
て
い
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
な
え
て
い
る
よ
う
に
見
せ

る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
い
や
大
胆
に
こ
う
言
っ
て
し
ま
お
う
。
こ
う
し
た
り
っ
ぱ
な
気
質
を
そ
な
え
て
い
て
、
後
生
大
事
に
守
っ
て
い
く
と
い
う
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の
は
有
害
だ
。
そ
な
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
せ
る
こ
と
、
そ
れ
が
有
益
な
の
だ
、
と
。」Il Principe （（

〔
五
九
〕

（
（（
）　Rem

er （00（, pp.（（-（. 
（
（（
）　Rem

er （00（, pp.（（-（.
（
（0
）　

マ
ウ
リ
ツ
ィ
オ
・
ヴ
ィ
ー
ロ
リ
（M

aurizio V
iroli

）
は
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
つ
い
て
論
じ
る
文
脈
で
は
あ
る
が
、
キ
ケ
ロ
ー
主
義
者
・
人
文

主
義
者
は
、
政
治
生
活
（vivire politico

）
の
前
提
に
平
和
や
協
調
を
置
い
た
点
で
、
社
会
的
対
立
を
置
い
た
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
と
袂
を
分
か
っ
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。V

iroli （（（0, pp.（（（-（.

（
（（
）　

キ
ケ
ロ
ー
に
と
っ
て
自
由
が
何
を
意
味
し
て
い
た
か
を
問
う
こ
と
は
興
味
深
い
テ
ー
マ
で
あ
る
。
近
年
の
共
和
主
義
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
共
和
主

義
の
自
由
観
は
、
た
と
え
ば
ホ
ッ
ブ
ズ
が
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
で
示
し
た
自
由
の
消
極
的
定
義
「
外
的
障
害
の
欠
如
」
と
は
対
照
的
に
、「
支
配

の
な
い
こ
と
」「
依
存
の
な
い
こ
と
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
キ
ケ
ロ
ー
は
『
ス
ト
ア
派
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
』
に
お
い
て
、「
自
分
の
望
み

ど
お
り
の
生
き
か
た
が
で
き
る
…
…
望
み
ど
お
り
の
生
き
か
た
が
で
き
る
人
は
、
そ
の
ま
ま
正
し
い
こ
と
を
実
行
し
、
義
務
を
果
た
す
こ
と
を
喜
び

と
す
る
人
で
あ
る
」（Cic. parad. （. （（.

〔
一
〇
八
。
た
だ
し
訳
語
は
変
え
て
い
る
。〕）
と
自
由
を
定
義
し
て
い
る
。

（
（（
）　Cic. offi. （. （（

〔
二
六
四
〕

（
（（
）　

キ
ケ
ロ
ー
は
、
ブ
ル
ン
デ
ィ
ジ
ウ
ム
逗
留
時
に
、
カ
エ
サ
ル
か
ら
寛
恕
を
受
け
政
界
に
復
帰
し
、『
マ
ル
ケ
ッ
ル
ス
の
た
め
の
感
謝
演
説
』
な
ど

カ
エ
サ
ル
を
賛
美
す
る
演
説
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
カ
エ
サ
ル
暗
殺
後
も
、
有
名
な
『
ピ
リ
ッ
ピ
カ
』
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
・
ア
ン
ト
ー
ニ
ウ
ス
を

弾
劾
す
る
演
説
を
繰
り
返
し
た
。

（
（（
）　

キ
ケ
ロ
ー
は
、『
ブ
ル
ー
ト
ゥ
ス
』
に
お
い
て
、
友
人
ア
ッ
テ
ィ
ク
ス
の
口
を
借
り
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
最
盛
期
に
は
数
多
く
の
雄
弁
家
が
見
ら
れ

た
も
の
の
、
彼
ら
の
同
時
代
の
レ
ト
リ
ッ
ク
衰
退
期
に
あ
っ
て
は
純
粋
な
ラ
テ
ン
語
の
言
い
回
し
は
悪
化
し
た
、
と
嘆
い
て
い
る
。
た
だ
し
こ
こ
で

彼
は
、
正
し
い
ラ
テ
ン
語
法
の
衰
退
の
原
因
を
、
カ
エ
サ
ル
の
よ
う
な
独
裁
者
の
支
配
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
領
土
拡
大
に
よ
っ
て
様
々
な
地
方
か

ら
弁
論
家
が
出
現
し
た
こ
と
に
求
め
て
お
り
、カ
エ
サ
ル
を
む
し
ろ
マ
ル
ケ
ッ
ル
ス
と
並
ぶ
稀
代
の
雄
弁
家
と
し
て
称
賛
し
て
い
る
。Cic. Brut. （（. 

（（（-（（. （（（

（
（（
）　K

apust （0（（, p.（.

（
（（
）　Garsten （00（, pp.（（（-（.

（
（（
）　K

apust （0（（, p.（（.

（
（（
）　

コ
ノ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
キ
ケ
ロ
ー
は
、
若
い
時
期
に
名ク

ル
ス
ス
・
ホ
ノ
ー
ル
ム

誉
あ
る
公
職
を
目
指
し
て
著
し
た
『
発
想
論
』
や
か
つ
て
キ
ケ
ロ
ー
が
著
者
で
あ
る
と
考

え
ら
え
て
い
た
（
著
者
不
明
の
）『
ヘ
レ
ン
ニ
ウ
ス
に
宛
て
た
弁
論
書
』
に
お
い
て
、
弁
論
は
単
な
る
威

デ
ィ
グ
ニ
タ
ー
ス

厳
や
権

ア
ウ
ク
ト
リ
タ
ー
ス

威
で
は
な
く
、
合
理
的
な
検

証
に
耐
え
る
法
律
や
正
義
な
ど
に
関
す
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
た
、
と
い
う
。
そ
し
て
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
共
和
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政
に
お
い
て
生
じ
る
市
民
の
間
の
不
一
致
や
騒
乱
を
、
言
語
を
介
し
て
調
和
さ
せ
る
技
術
で
あ
っ
た
、
と
。Connolly （00（, p.（（.

（
（（
）　K

apust （0（（, p.（（.
（
（0
）　

こ
の
キ
ケ
ロ
ー
の
言
明
に
対
し
て
、
彼
自
身
が
弁
論
の
才
を
揮
っ
た
の
は
、
平
和
や
安
定
し
た
状
況
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
法
廷
闘
争
や
国
家
転
覆

の
危
機
の
最
中
で
あ
っ
た
で
は
な
い
か
と
行
為
遂
行
の
矛
盾
を
突
く
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
ま
さ
に
ロ
ー
マ
が
危
機
に
あ
っ
た
彼

の
執
政
官
時
代
に
彼
が
行
っ
た
有
名
な
カ
テ
ィ
リ
ー
ナ
弾
劾
演
説
に
お
い
て
、
彼
は
ま
さ
に
、
こ
の
事
件
の
た
め
に
ロ
ー
マ
人
が
階
級
を
超
え
て
結

束
し
、
職
人
の
よ
う
な
身
分
の
低
い
人
々
さ
え
閑
暇
＝
平
和
を
愛
し
て
い
る
こ
と
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
こ
の
階
級
の
す
べ
て
の
人

は
、
誰
よ
り
平
和
（otium

）
を
愛
し
て
い
る
の
だ
。
か
れ
ら
の
商
売
道
具
と
仕
事
と
生
計
は
、
じ
っ
さ
い
、
す
べ
て
大
勢
の
市
民
の
客
に
よ
っ
て

支
え
ら
れ
、
平
和
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
。」Cic. Cat. （. （（-（（

〔
八
六
―
九
。
括
弧
は
著
者
に
よ
る
。〕

（
（（
）　

キ
ケ
ロ
ー
は
、
雄
弁
は
法
学
に
さ
え
優
る
と
ま
で
考
え
て
い
た
。「
雄
弁
が
平
和
な
都
市
生
活
（urbanis pacatisque rebus

）
の
中
で
わ
れ
ら

が
公
共
体
に
お
け
る
主
要
な
地
位
を
常
に
占
め
て
き
た
こ
と
を
、
そ
し
て
法
学
は
第
二
番
目
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
者
が
い
る
だ
ろ
う
か
」。
と
い
う

の
も
、
平
和
な
時
代
で
あ
れ
ば
、
法
学
は
雄
弁
か
ら
助
け
を
借
り
、
雄
弁
と
競
合
す
る
場
合
に
は
自
ら
の
領
域
も
目
標
も
擁
護
で
き
な
い
か
ら
で
あ

る
、
と
。Cic. or. （0. （（（

（
（（
）　K

apust （0（（, p.（（.

（
（（
）　

コ
ノ
リ
ー
は
近
著
に
お
い
て
、
む
し
ろ
キ
ケ
ロ
ー
を
対

ア
ン
タ
ゴ
ニ
ズ
ム

立
の
思
想
家
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
キ
ケ
ロ
ー
は
ロ
ー
マ
共
和

政
を
貴
族
と
民
衆
と
の
階
級
対
立
の
歴
史
を
歩
ん
で
き
た
も
の
と
理
解
し
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
自
由
な
行
使
を
「
異
議
申
し
立
て
（contestability

）」

で
は
な
く
「
抵
抗
力
（resistibility

）」
の
観
点
か
ら
と
ら
え
て
い
る
。Connolly （0（（, pp.（（-（（　

彼
女
の
説
は
、
キ
ケ
ロ
ー
を
調
和
の
思
想
家

と
し
て
捉
え
る
本
稿
の
立
場
と
衝
突
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
彼
女
の
主
張
の
通
り
、
キ
ケ
ロ
ー
が
ロ
ー
マ
史
を
対
立
的
に

捉
え
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
彼
の
歴
史
的
事
実
認
識
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
ロ
ー
マ
共
和
政
の
歴
史
の
中
で
レ
ト
リ
ッ
ク

の
役
割
を
キ
ケ
ロ
ー
が
ど
う
理
解
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
で
挙
げ
て
い
る
通
り
、
彼
女
自
身
が
「
調
和
的
な
技
術
」
と
理
解
し
て
い
た

と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
近
著
で
は
彼
女
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
や
弁
論
を
、
一
時
的
・
暫
定
的
な
解
決
を
も
た
ら
す
橋
渡
し
の
技
能
で
あ
り
、
ロ
ー

マ
共
和
政
を
何
度
も
繰
り
返
し
新
た
に
再
生
さ
せ
る
手
段
で
あ
る
と
し
て
い
る
。Ibid., p.（（ and passim

. 

本
稿
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
彼
女
の
理

解
は
、
後
の
章
で
論
じ
ら
れ
る
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
の
レ
ト
リ
ッ
ク
理
解
に
む
し
ろ
相
似
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

（
付
記
）
本
稿
は
、
平
成
二
八
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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