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分
割
法
」
考
案

i
プ
ラ
ト
ン
後
期
対
話
篇
へ
の
視
点
1

小
　
池
　
澄
　
夫

問
題
の
由
来

　
プ
ラ
ト
ン
の
思
考
が
展
開
さ
れ
る
重
要
な
場
面
の
ひ
と
つ
に

　
　
㈹
　
感
覚
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
移
動
に
左
右
さ
れ
な
い
自
己
完
結
的
な
も
の
、
と

　
　
㈲
W
感
覚
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
相
関
的
・
相
対
的
な
も
の

　
　
　
　
　
（
1
）

と
の
対
比
が
あ
る
。

　
前
期
対
話
篇
で
は
、
「
X
と
は
何
で
あ
る
か
」
の
問
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
吟
味
論
駁
を
通
し
て
、
対
話
人
物
を
〈
三
遍
〉
の
自
認
に
追

い
つ
め
る
前
座
と
し
て
、
こ
の
対
象
領
域
の
区
別
…
が
語
ら
れ
る
。
㈹
グ
ル
ー
プ
の
、
木
、
石
、
指
、
鉄
、
銀
な
ど
に
関
し
て
は
、
人
々
の

言
葉
と
行
動
は
一
致
し
て
同
じ
と
こ
ろ
に
向
か
う
が
、
し
か
し
㈲
に
属
す
る
正
・
邪
、
善
・
悪
、
美
・
醜
は
、
見
解
の
相
違
を
露
呈
さ
せ

る
の
み
な
ら
ず
、
殺
識
の
動
機
す
ら
も
な
す
ほ
ど
に
、
わ
れ
わ
れ
の
生
に
対
し
破
壊
的
に
作
用
す
る
何
も
の
か
を
曳
き
ず
つ
て
い
る
。
た

と
え
ぽ
、
“
正
義
㌔
そ
れ
が
い
か
ほ
ど
強
く
現
世
の
密
度
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
も
、
異
議
申
し
立
て
に
た
え
ず
晒

さ
れ
る
こ
と
を
免
れ
え
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
領
域
で
は
た
ん
に
一
個
の
思
惑
が
普
遍
性
を
標
榜
し
、
〈
知
〉
の
擬
態
を
と
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
か
え
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
く
非
知
〉
は
蔽
い
隠
さ
れ
（
知
ら
な
い
の
に
知
っ
て
い
る
と
思
い
こ
み
）
、
経
験
が
経
験
と
し
て
熟
成
す



　
　
る
こ
と
が
な
い
。
「
洞
窟
の
囚
人
」
が
繋
が
れ
て
い
る
こ
の
奇
怪
な
情
況
を
照
射
す
る
こ
と
に
、
ま
ず
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
の
仕
事

　
　
が
あ
っ
た
。

　
　
　
想
起
（
ア
ナ
ム
ネ
ー
シ
ス
）
説
は
、
こ
の
よ
う
な
場
面
で
、
幾
何
学
の
方
法
と
対
象
の
位
相
を
参
照
し
、
不
可
知
論
の
呪
縛
を
断
ち
切

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
ろ
う
と
し
た
試
み
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
㈹
、
㈲
の
隔
絶
が
解
消
さ
れ
る
契
機
は
、
す
で
に
前
期
対
話
篇
『
エ
ウ
テ
ユ
プ
ロ
ソ
』

　
　
（
“
b
づ
一
O
）
に
予
想
さ
れ
て
は
い
た
。
大
・
小
、
軽
・
重
は
、
感
覚
の
状
況
に
相
対
的
で
あ
る
と
い
う
点
で
㈲
に
属
す
る
が
、
測
定
技
術
を

　
　
導
入
す
れ
ば
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
数
量
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
局
限
さ
れ
る
の
で
な
く
、
全
面
的
な

　
　
世
界
解
釈
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
る
た
め
に
は
、
知
一
1
想
起
が
、
「
事
物
の
全
本
性
は
同
族
的
な
連
鎖
を
な
す
」
（
『
メ
ノ
ソ
』
。
。
H
U
）
、
と
い

　
　
う
テ
ー
ゼ
を
内
包
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
想
起
説
の
指
し
示
す
も
う
ひ
と
つ
の
テ
ー
ゼ
、
「
感
覚
的
対
象
は
純
粋
な
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
惟
の
働
き
に
よ
っ
て
観
ら
れ
る
対
象
の
似
像
で
あ
る
」
（
『
パ
イ
ド
ン
』
鳶
し
d
解
織
》
）
、
と
と
も
に
、
そ
の
全
き
含
意
は
、
〈
イ
デ
ア
ー
1
原
範
型

　
　
（
パ
ラ
デ
イ
グ
マ
）
〉
論
と
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
、
す
な
わ
ち
存
在
と
知
の
究
極
に
位
置
す
る
〈
善
〉
の
イ
デ
ア
へ
の
途
と
に
展
開
し
、

　
　
「
太
陽
」
、
「
線
分
」
、
「
洞
窟
」
の
三
つ
の
比
喩
（
『
国
家
』
＜
。
一
・
く
周
～
く
巳
に
集
大
成
さ
れ
る
。

　
　
　
続
い
て
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
（
卜
。
象
O
心
①
①
O
）
で
、
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
が
、
「
も
の
ご
と
を
、
そ
の
自
然
本
来
の
性
格
に
従
っ
て
、
こ

　
　
れ
を
一
つ
に
な
る
方
向
へ
眺
め
る
と
と
も
に
ま
た
多
に
分
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
見
る
」
能
力
と
し
て
熱
望
さ
れ
て
い
る
の
も
ま
た
、
㈹
、
㈲

　
　
の
対
比
と
い
う
こ
の
基
本
的
場
面
（
霧
。
。
》
l
O
）
の
延
長
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
、
『
国
家
』
以
降
の
、
わ
け
て
も
『
ソ
ピ
ス

　
　
テ
ス
』
、
『
ポ
リ
テ
ィ
コ
ス
』
、
『
ピ
レ
ボ
ス
』
な
ど
後
期
対
話
篇
の
骨
格
を
な
す
新
機
軸
が
登
場
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
自
然
本
来
の

　
　
分
節
に
従
っ
て
、
種
々
の
形
態
（
州
§
弼
）
に
切
断
す
る
」
と
こ
ろ
の
「
分
割
」
（
黛
ミ
b
§
り
）
の
方
法
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
　
　
分
割
は
、
「
多
様
に
ち
ら
ば
っ
て
い
る
も
の
を
綜
観
し
て
一
つ
の
相
（
嚢
袋
へ
。
婁
）
へ
と
ま
と
め
る
」
と
こ
ろ
の
「
綜
合
」
（
暑
調
達
忌
）

　
　
を
前
提
し
、
こ
れ
と
補
完
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
多
か
ら
一
へ
の
方
向
は
、
も
は
や
〈
善
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
の
イ
デ
ア
へ
の
上
昇
を
指
し
て
は
い
な
い
、
と
い
う
解
釈
が
ほ
ぼ
定
説
化
し
て
い
る
。
確
か
に
、
こ
こ
で
一
か
ら
多
へ
の
折
り
返
し
が
分

蹴　
　
　
　
　
　
「
分
割
法
」
考
案
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謝　
　
割
の
手
続
き
と
し
て
表
面
化
し
た
の
は
、
〈
善
〉
の
イ
デ
ア
を
括
弧
に
い
れ
、
そ
れ
へ
の
上
昇
を
遮
断
し
た
が
た
め
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

　
　
れ
る
。
実
際
、
『
国
家
』
に
お
け
る
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
の
、
「
万
有
の
始
源
を
把
握
し
た
う
え
で
、
こ
ん
ど
は
逆
に
、
始
源
に
連
絡
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
続
く
も
の
を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
触
れ
た
ど
り
な
が
ら
、
最
後
の
結
末
に
ま
で
下
降
し
て
い
く
」
（
α
は
切
）
途
は
、
上
昇
の
異
常
な
困
難
に
あ
っ

　
　
て
ほ
と
ん
ど
プ
ロ
グ
ラ
ム
化
が
不
可
能
で
あ
り
、
方
法
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
哲
人
王
の
ノ
ブ
レ
ス
・
オ
ブ
リ
ジ
ュ
の
理
念
に
吸
収
さ
れ
て

　
　
い
る
。
し
て
み
れ
ば
、
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
で
分
割
が
綜
合
と
同
時
的
に
講
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
後
期
的
特
徴
と
い
っ
て
よ
い
だ

　
　
ろ
う
。
だ
が
そ
う
す
る
と
、
プ
ラ
ト
ン
後
期
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ヶ
ー
は
“
類
・
種
の
リ
ン
ネ
的
分
類
”
と
ほ
と
ん
ど
か
わ
る
と
こ
ろ
が

　
　
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　
エ
ピ
ク
ラ
テ
ス
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
ア
カ
デ
メ
イ
ア
で
動
物
の
生
態
や
栽
培
植
物
の
品
種
な
ど
の
分
類
が
熱
心
に
討
議
さ
れ
て
い
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
を
伝
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
こ
の
喜
劇
作
家
に
と
っ
て
は
格
好
の
椰
楡
の
材
料
だ
っ
た
と
み
え
る
。
対
話
断
片
の
み
が
現
存
す
る

　
　
エ
ピ
ク
ラ
テ
ス
作
品
の
語
り
手
は
、
彼
の
目
撃
し
た
「
異
様
な
情
景
」
を
話
し
て
き
か
せ
る
ー
ア
カ
デ
メ
イ
ア
で
は
一
群
の
若
者
が
瓢

　
　
箪
（
諮
沁
。
忌
℃
§
）
の
系
統
を
定
義
し
よ
う
と
黙
想
に
ふ
け
っ
て
い
た
。
相
当
な
時
間
が
経
過
し
て
後
、
か
ろ
う
じ
て
少
数
の
者
が
発
言
す

　
　
る
に
至
っ
た
が
、
そ
の
答
た
る
や
、
細
く
「
ま
る
い
野
菜
」
、
驚
く
「
自
生
の
野
草
」
、
発
く
「
果
樹
」
と
い
う
代
物
で
、
傍
ら
に
い
た
シ

　
　
ケ
リ
ア
島
人
の
さ
る
医
者
は
呆
れ
、
嘲
弄
の
意
を
体
し
て
、
放
鳥
に
及
ん
だ
、
と
。
こ
の
よ
う
な
滑
稽
描
写
に
凝
っ
た
作
男
の
眼
に
は
、

　
　
分
割
法
は
、
自
明
な
対
象
に
つ
い
て
空
疎
な
言
辞
を
連
ね
る
も
の
と
映
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
で
は
分
割
法
が
、

　
　
か
つ
て
は
哲
学
そ
の
も
の
と
同
定
さ
れ
て
い
た
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
の
内
実
を
継
承
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
せ
い
ぜ
い
哲
学
の
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
心
者
向
け
の
予
備
学
習
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
意
見
も
で
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
エ
ピ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
さ
ら
に
時
代
を
く
だ
っ
て
、
伝
承
説
話
の
世
界
に
踏
み
こ
む
と
、
い
っ
そ
う
辛
辣
な
作
為
の
手
が
は
た
ら
く
。

　
　
「
人
間
と
は
二
足
の
、
羽
の
な
い
動
物
で
あ
る
」
と
い
う
“
プ
ラ
ト
ン
の
定
義
”
を
聞
き
つ
け
た
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
は
、
雄
鶏
の
羽
を
雀
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
て
、
「
こ
れ
が
プ
ラ
ト
ン
の
言
う
人
間
だ
」
と
愚
弄
し
た
。
こ
の
“
人
間
定
義
”
は
、
お
そ
ら
く
『
ポ
リ
テ
ィ
コ
ス
』
（
ま
①
じ
σ
）
の
「
人
間



の
支
配
に
服
す
る
動
物
し
の
分
割
か
ら
と
ら
れ
て
い
る
。
．
水
棲
動
物
（
湿
）
／
陸
上
動
物
（
乾
）
一
四
足
類
／
二
足
類
一
↓
有
翼
（
家

禽
）
／
無
始
（
人
間
）
、
と
い
う
そ
の
分
割
で
は
、
む
ろ
ん
「
人
間
」
の
包
括
的
な
定
義
が
企
て
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は

人
間
の
、
家
畜
と
神
と
へ
の
分
裂
（
分
割
）
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
次
に
政
治
支
配
の
発
生
源
に
遡
る
「
宇
宙
の
逆
転
」
の
ミ
ュ
ー
ト
ス

（鱒

@
c
o
囲
）
一
邸
刈
心
国
）
を
準
備
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
た
ぐ
い
の
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
は
、
分
割
法
が
運
用
さ
れ
る
全
体
の
文
脈
か
ら
遊
離
し
て
は
じ
め
て
生
じ
る
、
と
い
う
こ
と
は
容
易
に

　
　
察
知
さ
れ
る
。
し
か
し
ま
ず
肝
腎
な
こ
と
と
し
て
、
分
割
法
の
現
場
に
立
会
っ
て
そ
の
仕
組
を
み
き
わ
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し

　
　
て
、
そ
の
調
査
を
通
し
て
中
期
対
話
型
で
一
応
の
確
立
を
み
た
イ
デ
ア
論
と
の
結
び
目
に
探
り
を
い
れ
（
第
二
～
四
章
）
、
最
後
に
『
パ
ル

　
　
メ
ニ
デ
ス
』
の
“
イ
デ
ア
論
批
判
”
の
意
図
を
照
ら
し
あ
わ
せ
る
（
第
五
章
）
、
こ
れ
を
考
察
の
今
後
の
方
途
と
し
た
い
。
プ
ラ
ト
ン
の
後

　
　
期
へ
の
転
機
を
な
す
と
さ
れ
る
こ
の
対
話
篇
に
、
も
し
反
イ
デ
ア
論
が
有
効
な
か
た
ち
で
含
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
想
起
説
か
ら
〈
イ

　
　
デ
ア
ー
1
原
範
型
〉
論
に
至
る
プ
ラ
ト
ン
の
思
考
の
行
程
は
破
棄
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
〈
善
〉
の
イ
デ
ア
は
括
弧
に
括
ら
れ
た
の
で
は
な

　
　
く
廃
絶
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
の
概
念
に
重
大
な
変
更
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
後
期
プ
ラ
ト
ン
を
問
題

　
　
に
す
る
と
き
、
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
分
割
法
の
仕
組
e

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
直
観
と
発
語
装
置

　
　
　
最
初
に
、
『
ソ
ピ
ス
テ
ス
』
（
卜
。
H
O
》
l
b
。
さ
。
8
）
の
「
釣
師
」
の
分
割
を
と
り
あ
げ
る
。
も
と
も
と
こ
の
分
割
は
、
「
ソ
フ
ィ
ス
ト
」
の
分
割

　
　
に
進
む
前
の
稽
古
台
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
分
割
と
綜
合
の
具
体
的
役
割
を
み
る
た
め
の
好
個
の
モ
デ
ル
例
と
も
な
る
は
ず
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
あ
る
。
そ
の
大
筋
の
方
策
は
、
釣
師
を
魚
釣
り
の
技
術
と
い
う
機
能
的
な
場
に
移
し
か
え
、
「
…
…
で
（
も
っ
て
）
…
…
を
…
…
す
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
と
い
う
記
述
枠
に
絡
め
と
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
即
し
て
次
に
示
す
と
i
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分
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案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八

　
　
ω
「
ど
の
よ
う
な
動
作
か
」
に

　
　
　
技
術
一
↓
製
作
／
獲
得
一
↓
交
換
／
捕
獲
1
↓
闘
争
競
技
／
狩
猟
、
ま
で
の
分
割
が
対
応
し
、
以
下
、

　
　
②
「
何
を
目
的
・
対
象
と
す
る
か
」
に

　
　
　
狩
猟
術
1
↓
無
生
物
の
／
生
物
（
動
物
）
の
一
↓
陸
上
動
物
／
水
棲
動
物
一
↓
鳥
越
／
魚
猟
が
、

　
　
③
「
ど
の
よ
う
な
手
段
で
か
」
に

　
　
　
漁
一
↓
囲
い
込
む
／
打
っ
て
傷
つ
け
る
一
↓
轟
火
影
（
夜
）
／
単
流
（
昼
）
一
↓
錯
漁
／
魚
釣
り
が
対
応
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
分
割
法
の
基
本
操
作
は
、
分
割
の
対
象
X
が
潜
む
領
域
を
あ
ら
か
じ
め
大
き
く
設
け
て
、
類
似
の
中
に
対
立
的
差
異
を
見
い
だ
し
不
在

の
領
域
を
切
り
離
す
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
操
作
の
反
復
に
よ
っ
て
、
対
象
X
へ
の
照
準
が
絞
ら
れ
て
い
く
。
「
魚
釣
り
」
も
こ
う
し
て
漸

次
、
相
似
系
か
ら
分
離
さ
れ
て
そ
の
固
有
の
姿
を
現
わ
す
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
提
示
さ
れ
た
分
割
の
順
序
は
そ
の
ま
ま
辿
る
べ
き
筋
合
い
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
無
視
し
て
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
流
の
難
癖
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

っ
け
て
も
は
じ
ま
ら
な
い
。
た
と
え
ぽ
②
の
狩
猟
術
か
ら
魚
鋤
ま
で
の
分
割
は
、
あ
く
ま
で
狩
猟
の
獲
物
の
分
割
で
あ
っ
て
、
全
般
的
な

動
物
分
類
で
は
な
い
。
分
割
法
の
熟
練
者
（
エ
レ
ア
の
客
人
）
の
指
導
に
よ
り
、
弟
子
（
テ
ア
イ
テ
ト
ス
）
は
さ
し
だ
さ
れ
た
階
梯
を
ひ

と
つ
ず
つ
踏
み
固
め
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
考
の
対
象
を
引
き
寄
せ
、
思
考
の
明
瞭
化
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
た
だ
、
こ
の
よ
う
に
受
け
手
の
観
点
だ
け
に
園
執
し
て
分
割
法
を
見
る
と
、
綜
合
の
役
割
が
ど
う
し
て
も
か
す
む
嫌
い
が
あ
る
。
そ
こ

で
次
の
方
途
と
し
て
、
分
割
の
端
緒
を
想
定
し
、
分
割
の
構
成
を
辿
り
な
お
し
て
み
る
。
ま
ず
、
製
作
技
術
／
獲
得
技
術
の
分
割
は
ど
の

よ
う
に
し
て
可
能
に
な
る
か
。
こ
の
間
は
分
割
の
骨
組
に
直
観
の
肉
付
け
を
要
求
す
る
こ
と
で
あ
り
、
自
ず
と
そ
れ
は
綜
合
の
働
き
を
喚

び
だ
す
こ
と
と
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
さ
て
、
こ
の
分
割
は
あ
ら
ゆ
る
技
術
を
遺
漏
な
く
包
摂
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
技
術
全
体
を
均
等
に
眺
め
渡

す
こ
と
に
こ
の
分
割
の
端
緒
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
こ
で
言
う
「
技
術
」
の
含
み
は
、
「
…
…
で
（
も
っ
て
）
…
…
を
…
…



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
す
る
」
と
い
う
動
作
記
述
の
空
白
を
埋
め
る
確
定
項
が
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
だ
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
動
作
・
機
能
の

　
　
自
然
本
性
（
慧
ミ
り
）
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
「
魚
釣
り
」
の
分
割
の
発
端
と
い
う
よ
り
、
一
般
に
分
割
が
成
立
す
る
基
本
的
な
場

　
　
面
を
指
し
て
い
る
。
で
は
、
「
魚
釣
り
」
の
分
割
は
ど
こ
で
は
じ
ま
る
の
か
。

　
　
　
最
初
に
設
定
さ
れ
た
対
象
領
域
は
、
技
術
全
般
の
そ
れ
で
は
な
く
、
農
耕
、
牧
畜
、
狩
猟
、
製
造
加
工
、
商
売
、
知
識
の
修
得
、
芸
術

　
　
な
ど
の
活
動
を
包
括
す
る
、
い
わ
ば
「
存
在
の
獲
得
」
と
で
も
言
う
べ
き
領
域
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
方
向
づ
け
を
可
能
に
す
る

　
　
も
の
は
、
「
魚
釣
り
」
が
何
で
あ
る
か
、
の
予
断
以
外
に
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
そ
の
予
断
が
ど
の
よ
う
な
形
で
抱
か
れ
る
に
せ
よ
、
魚
を

　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
取
る
こ
と
、
と
い
う
認
知
を
含
ま
な
か
っ
た
、
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
想
定
の
も
と
で
分
割
全
体
の
見
通
し
が
つ
け
ら
れ
る
。

　
　
す
な
わ
ち
、
続
い
て
こ
の
「
取
る
」
と
い
う
動
作
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
直
観
的
な
内
実
を
確
保
し
て
「
存
在
の
獲
得
」
に
拡
張
し
、

　
　
次
い
で
、
「
そ
れ
に
よ
っ
て
手
も
と
に
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
が
先
立
っ
て
存
在
し
て
い
た
か
否
か
」
と
い
う
差
異
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し

　
　
て
、
「
獲
得
」
の
相
を
、
「
製
作
」
と
の
対
比
に
お
い
て
、
分
離
す
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
分
割
は
、
同
時
に
ま
た
、
　
一
方
で
農
業
、
製
造
業
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
畜
産
、
芸
術
を
製
作
技
術
に
、
他
方
で
商
業
、
狩
猟
、
競
技
試
合
な
ど
を
獲
得
技
術
に
綜
合
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
し
た
が
っ
て
、
「
多
様
に
ち
ら
ば
っ
て
い
る
も
の
を
綜
観
し
て
一
つ
の
相
へ
ま
と
め
る
」
と
こ
ろ
の
綜
合
が
働
く
場
は
、
次
の
よ
う
に

　
　
整
序
さ
れ
よ
う
。

　
　
　
　
ω
多
数
の
X
の
事
例
を
観
察
し
て
、
そ
の
共
通
の
相
へ
ま
と
め
る
（
最
初
の
直
観
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
　
②
　
X
と
よ
く
似
た
、
X
以
外
の
多
く
の
動
作
を
一
括
し
、
そ
の
固
有
の
相
へ
ま
と
め
る
（
拡
張
）
。

　
　
　
　
③
　
分
割
と
同
時
に
進
行
す
る
、
分
割
の
裏
操
作
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
　
こ
こ
で
綜
合
を
②
の
拡
張
の
場
面
に
限
る
解
釈
者
達
は
、
綜
合
が
分
割
の
先
行
条
件
を
な
す
と
い
う
先
入
見
に
縛
ら
れ
、
し
か
も
そ
の

　
　
徹
底
を
欠
い
て
い
る
。
確
か
に
、
分
割
は
綜
合
を
前
提
す
る
一
そ
れ
故
②
も
ω
を
前
提
す
る
一
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
は
③
を
排

　
　
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
ω
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
分
割
法
の
運
用
に
際
し
て
衰
立
っ
て
現
れ
な
い
、
と
い
う
点
に
若
干
の
懸

473　
　
　
　
　
　
「
分
割
法
」
考
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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折
口
学
研
究
　
　
蟹
夘
五
一
白
而
四
［
十
五
口
万
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
ハ
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

念
が
つ
き
ま
と
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
ω
は
も
と
も
と
そ
の
ま
ま
で
は
言
表
す
る
手
段
が
な
い
の
で
あ
っ
て
、
②
、
③
に
媒
介
さ
れ
分
割

と
い
う
形
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
ロ
ゴ
ス
化
を
果
た
す
、
と
み
る
方
が
実
情
に
適
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
分
割
法
は
一
種
の
発
語
装
置
で

あ
る
。
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
r
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
あ
れ
ほ
ど
熱
烈
に
分
割
法
を
求
め
た
の
は
、
「
語
る
力
、
知
る
力
を
得
る
た
め
」
（
ま
窃
）
で

あ
っ
た
。

　
ま
た
同
じ
対
話
篇
に
お
け
る
真
実
在
の
想
起
に
つ
い
て
の
記
述
（
ト
コ
心
O
b
d
－
O
）
は
、
明
ら
か
に
綜
合
の
多
か
ら
削
へ
の
方
向
と
重
な
り
、

ω
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
「
人
間
が
も
の
を
知
る
働
き
は
、
人
呼
ん
で
エ
イ
ド
ス
と
い
う
も
の
に
則
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
す
な
わ
ち
、
雑
多

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
な
感
覚
か
ら
出
発
し
て
、
思
考
の
働
き
に
よ
っ
て
総
括
さ
れ
た
単
一
な
も
の
へ
と
進
み
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な

　
　
ら
な
い
。
」

　
こ
の
よ
う
に
、
綜
合
と
イ
デ
ア
想
起
と
の
連
絡
が
確
認
さ
れ
る
な
ら
ば
、
分
割
法
は
（
弱
い
）
想
起
に
は
じ
ま
り
想
起
を
強
化
す
る
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

法
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
は
分
割
法
の
適
用
さ
れ
る
対
象
の
存
在
論
的
身
分
の
見
き
わ
め
に
、
そ
し
て

最
終
的
に
は
プ
ラ
ト
ン
後
期
の
イ
デ
ア
論
の
解
釈
に
依
存
す
る
の
で
、
決
着
は
先
に
延
ば
し
て
お
く
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
分
割
法
か
ら
そ
の
直
観
的
側
面
を
は
ず
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
分
割
法
を
「
脆
弱
な
三
段
論

（
1
3
）

法
」
と
評
し
た
が
、
そ
れ
は
決
し
て
欠
陥
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
「
自
然
本
来
の
分
節
に
従
う
」
（
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
b
。
9
国
）
と
こ
ろ
の
、
或
い

は
「
分
割
の
部
分
と
エ
イ
ド
ス
と
の
一
致
」
（
『
ポ
リ
テ
ィ
コ
ス
』
卜
。
9
じ
d
）
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
、
分
割
法
の
準
則
は
、
綜
合
の
機
微
に
属

す
る
事
柄
で
あ
っ
て
、
シ
ソ
タ
ク
テ
イ
カ
ル
な
論
理
の
宰
領
で
き
る
分
野
に
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
「
人
事
」
全
体
を
ギ
リ
シ
ア
人
／
バ

ル
バ
μ
ス
に
分
け
る
分
割
が
こ
の
準
則
に
違
反
す
る
と
み
ら
れ
る
の
は
何
故
か
。
『
ポ
リ
テ
ィ
コ
ス
』
（
・
。
8
》
も
・
ρ
ρ
・
）
は
お
お
よ
そ
次
の
よ

う
な
難
点
を
枚
挙
し
て
い
る
。



　
　
　
　
㈲
　
バ
ル
バ
ロ
ス
が
広
範
に
わ
た
り
す
ぎ
て
、
分
割
さ
れ
た
二
つ
の
部
分
の
比
率
が
極
度
に
不
均
衡
で
あ
る
（
卜
。
8
》
）
。

　
　
　
　
㈲
　
パ
ル
バ
ロ
ス
に
は
、
言
語
・
法
話
を
異
に
し
そ
れ
ぞ
れ
に
閉
じ
た
無
数
の
種
族
が
含
ま
れ
、
全
体
と
し
て
一
つ
の
民
族
（
頴
ξ
の
）

　
　
　
　
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
（
卜
。
①
卜
。
O
）
。

　
　
　
　
㈲
　
こ
の
分
割
は
多
分
に
ギ
リ
シ
ア
人
の
恣
意
に
依
拠
し
て
い
る
。
バ
ル
バ
ロ
ス
縫
非
ギ
リ
シ
ア
語
族
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
内
部
に

　
　
　
　
し
か
な
い
（
b
⊃
①
Q
o
U
l
国
）
。

　
　
　
さ
て
し
か
し
、
㈲
は
と
も
か
く
、
㈲
、
㈲
は
結
局
の
と
こ
ろ
何
を
言
わ
ん
と
す
る
の
か
。
㈲
は
「
分
割
に
際
し
て
、
人
間
か
ら
た
だ
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
に
ギ
リ
シ
ア
人
に
ま
で
進
ん
で
は
な
ら
ず
、
そ
の
中
間
に
介
在
す
る
ク
ラ
ス
を
確
認
し
て
い
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
」
と
い
う
指
示
を
出
し
て

　
　
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
小
部
分
を
切
り
棄
て
大
き
な
部
分
を
残
す
、
と
い
っ
た
分
割
の
途
は
必
ず
し
も
禁
じ
ら
れ
て
は
い
な
い

　
　
（
卜
∂
8
＞
）
。
ま
た
ω
は
、
バ
ル
バ
ロ
ス
す
な
わ
ち
非
ギ
リ
シ
ア
人
の
ご
と
き
「
否
定
的
特
徴
だ
け
で
は
一
個
の
ク
ラ
ス
は
溝
成
さ
れ
な
い
」

　
　
と
い
う
原
則
を
言
う
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
原
則
は
、
厳
格
に
適
用
す
れ
ぽ
、
ほ
と
ん
ど
の
分
割
を
不
可
能
と
す
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
し
か
る
に
実
際
に
は
、
一
例
を
挙
げ
る
と
、
角
を
も
つ
動
物
／
角
の
な
い
動
物
、
と
い
う
分
割
が
な
さ
れ
て
い
る
（
・
コ
①
8
）
。
こ
の
分
割

　
　
が
許
さ
れ
る
の
は
、
す
で
に
分
割
の
対
象
が
陸
上
歩
行
の
家
畜
か
ら
家
禽
を
除
い
た
集
合
に
ま
で
絞
ら
れ
、
し
か
も
「
角
の
な
い
動
物
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
に
よ
っ
て
指
さ
れ
て
い
る
も
の
（
馬
、
騰
馬
、
螺
馬
、
豚
）
が
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
と
間
じ
差
異
を
動
物
全
体
に
適

　
　
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
場
合
に
は
、
分
割
の
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
に
綜
合
が
働
か
ず
、
空
虚
な
分
割
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
す
な
わ
ち
、
元
に
戻
せ
ば
、
バ
ル
バ
ロ
ス
は
、
㈲
外
延
的
に
も
、
㈲
内
包
的
に
も
、
無
限
定
で
、
明
確
な
輪
郭
、
つ
ま
り
は
エ
イ
ド

　
　
ス
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
。
「
非
ギ
リ
シ
ア
人
」
と
い
う
だ
け
で
は
漠
然
た
る
否
定
に
す
ぎ
な
い
し
、
ま
た
「
未
開
野
蛮
」
と
し
て
一
括

　
　
す
る
の
も
恣
意
の
域
を
出
な
い
。
そ
れ
は
㈲
名
辞
の
罠
に
囚
わ
れ
た
無
知
の
も
た
ら
す
仮
構
で
あ
る
。
要
約
す
る
に
、
ギ
リ
シ
ア
人
／

　
　
バ
ル
バ
ロ
ス
は
分
割
で
は
な
く
、
ギ
リ
シ
ア
人
を
何
か
空
虚
な
一
綜
合
的
直
観
を
欠
い
た
t
拡
が
り
に
対
置
し
た
、
と
い
う
に
す
ぎ

　
　
な
い
。
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哲
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籠
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五
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六
二

　
分
割
は
綜
合
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
そ
し
て
綜
合
は
分
割
に
よ
っ
て
言
表
化
さ
れ
吟
味
の
対
象
と
も
な
る
。
そ
の
結
果
、
デ
ィ
オ
ゲ
ネ

ス
が
羽
を
竃
り
と
ら
れ
た
鶏
を
さ
げ
て
現
れ
る
と
い
う
の
な
ら
、
も
は
や
歓
迎
す
る
し
か
な
い
。

　
　
　
　
　
　
三
　
分
割
法
の
仕
組
⇔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
浄
化
も
し
く
は
選
別

　
し
か
し
分
割
法
の
全
貌
は
ま
だ
見
え
て
い
な
い
。
こ
こ
ま
で
は
分
割
法
の
基
本
操
作
を
、
同
質
的
な
も
の
の
間
に
お
け
る
差
異
の
発
見
、

と
い
う
側
面
か
ら
見
て
き
た
が
、
し
か
し
「
分
離
の
仕
事
の
な
か
に
は
」
、
す
な
わ
ち
、
ま
た
分
割
の
な
か
に
は
、
「
よ
り
良
い
も
の
か
ら

よ
り
劣
悪
な
も
の
を
引
き
離
す
仕
事
」
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
『
ソ
ピ
ス
テ
ス
』
卜
。
卜
。
①
U
）
。
事
実
、
こ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
「
ソ
フ
ィ
ス

ト
」
の
分
割
⑥
の
意
味
を
詰
め
て
い
く
と
、
分
割
法
の
選
励
・
浄
化
と
い
う
も
う
ひ
と
つ
の
側
面
に
逡
着
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
分
割
（
も
り
b
⊃
①
ゆ
一
b
o
G
◎
月
切
）
は
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
技
術
を
、
分
離
の
仕
事
に
属
す
る
浄
化
技
術
の
領
域
の
な
か
に
た
ず
ね
て
、
「
知
ら
な

い
の
に
知
っ
て
い
る
と
思
い
こ
む
種
類
の
〈
非
知
〉
を
論
駁
に
よ
っ
て
除
去
し
、
魂
を
浄
め
る
人
」
と
ソ
フ
ィ
ス
ト
を
定
義
す
る
。
し
か

し
こ
れ
は
疑
い
も
な
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
そ
の
人
を
指
し
て
い
る
。
実
際
、
プ
ラ
ト
ン
は
、
そ
れ
を
「
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
呼
ぶ
の
は
た
め
ら
わ
れ

る
」
と
エ
レ
ア
の
客
人
に
言
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ω
～
⑤
の
「
ソ
フ
ィ
ス
ト
」
の
分
割
（
…
。
H
U
山
・
。
①
》
）
と
の
重
大
な
差
異
を
匂
わ

せ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
分
割
⑥
に
負
わ
さ
れ
た
意
味
は
何
な
の
か
。

　
考
察
の
手
順
と
し
て
ま
ず
、
⑥
に
先
立
つ
分
割
図
式
を
瞥
見
し
て
、
そ
の
全
体
と
し
て
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。

　
　
つ（5）　（4）　（3）　（2）　（

報
酬
を
受
け
取
っ
て
金
持
の
子
弟
を
狩
猟
す
る
者
（
狩
猟
術
）
。

魂
の
た
め
の
学
識
を
扱
う
通
商
業
者
（
交
換
術
）
。

同
じ
く
小
売
業
者
（
交
換
術
）
。

同
じ
く
自
作
販
売
者
（
交
換
術
）
。

討
論
術
を
専
門
と
す
る
言
論
の
選
手
（
闘
争
競
技
術
）
。



　
　
　
こ
れ
ら
の
分
割
は
、
「
魚
釣
り
」
の
分
割
で
透
か
し
出
さ
れ
た
技
術
の
枠
組
を
利
用
し
、
複
雑
多
岐
に
わ
た
る
ソ
フ
ィ
ス
ト
像
を
明
確

　
　
な
描
線
で
定
着
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
統
一
的
把
握
の
た
め
の
材
料
を
提
供
し
て
い
る
、
と
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ぽ
分

　
　
割
ω
は
、
富
裕
な
名
家
の
子
弟
が
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
巨
狩
人
に
よ
っ
て
、
黄
金
を
背
負
っ
た
温
和
し
い
若
い
獣
の
ご
と
く
扱
わ
れ
て
い
る
こ

　
　
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

　
　
　
さ
て
ω
～
⑤
に
は
、
綜
合
の
準
備
と
な
ら
ん
で
、
も
う
一
つ
の
意
味
が
あ
る
。
細
か
く
見
れ
ば
、
⑤
も
ま
た
「
討
論
の
技
術
の
専
門
家

　
　
の
な
か
の
、
金
を
儲
け
る
種
族
」
で
あ
り
、
獲
物
は
金
銭
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
分
割
に
は
、
い
ず
れ
も
「
金
銭

　
　
の
獲
得
」
と
い
う
共
通
項
が
あ
り
、
一
括
は
容
易
で
あ
る
と
思
わ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
分
割
ω
～
⑤
は
全
体
と
し
て
、
そ
の
こ
と
の
不
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
能
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ぽ
、
「
金
銭
の
獲
得
」
が
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
統
一
的
な
相
だ
と
し
た
場
合
に
は
、
一
方
で
、
②
、

　
　
③
、
ω
が
交
換
術
に
、
他
方
ω
、
㈲
が
捕
獲
術
に
属
す
る
と
い
う
事
実
が
、
交
換
／
捕
獲
の
分
割
に
強
く
抵
触
す
る
か
ら
で
あ
る
。
面
輔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
の
も
の
が
分
割
の
排
他
的
な
両
方
の
部
分
に
属
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
故
、
多
様
な
ソ
フ
ィ
ス
ト
像
は
あ
っ
て
も
、
唯
一
の
ソ
フ

　
　
ィ
ス
ト
な
る
も
の
は
、
こ
の
場
合
に
は
あ
り
え
ぬ
こ
と
と
な
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
ω
～
㈲
の
綜
合
は
、
実
は
極
め
て
困
難
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
同
一
性
は
何
か
極
る
別
の
も
の
と
の
差
異
に
よ
ら
な
け
れ

　
　
ば
見
え
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
分
割
⑥
の
登
場
の
手
筈
が
整
う
。
そ
し
て
、
論
駁
に
よ
っ
て
〈
認
知
〉
を
自
覚
せ
し
め
、
「
た
だ

　
　
ほ
ん
と
う
に
知
っ
て
い
る
事
柄
だ
け
を
知
っ
て
い
る
と
思
い
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
そ
う
思
わ
な
い
よ
う
な
人
間
に
し
て
や
る
」
（
的
ω
O
O
）

　
　
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
の
対
照
に
お
い
て
、
「
徳
を
授
け
る
と
公
称
し
（
ω
）
し
、
「
徳
に
関
す
る
言
論
と
学
識
を
扱
い
（
②
、
③
、
ω
）
し
、
「
正
・
邪
、

　
　
善
・
悪
の
問
題
で
論
争
す
る
（
⑤
）
」
と
こ
ろ
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
姿
が
一
つ
の
形
に
凝
縮
す
る
。

　
　
　
た
だ
し
か
し
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
に
対
し
て
異
を
た
て
る
も
の
が
、
何
故
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
か
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
な
吟
味

　
　
論
駁
は
、
〈
非
知
〉
の
確
認
の
向
う
側
に
〈
知
〉
を
前
提
し
、
そ
れ
を
不
断
に
追
求
す
る
の
で
な
け
れ
ぽ
、
対
話
の
相
手
を
自
家
撞
着
に

　
　
陥
れ
る
技
量
を
誇
示
す
る
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
間
に
紛
れ
こ
み
、
ひ
い
て
は
断
罪
も
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
の
よ
う
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六
四

蹴　
　
な
く
知
〉
と
い
う
基
準
と
の
隔
た
り
を
照
ら
す
こ
と
に
よ
り
、
〈
知
〉
の
擬
態
を
と
る
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
群
が
ら
救
出
さ
れ
、
同
時
に
ソ
フ

　
　
ィ
ス
墨
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
要
素
の
除
去
に
よ
っ
て
、
偽
り
の
知
者
の
相
貌
を
映
し
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
分
割
⑥
は
、
分

　
　
割
ω
～
⑤
か
ら
自
身
を
無
学
し
、
最
終
分
割
⑦
を
残
す
差
異
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
ま
た
、
分
割
⑦
は
そ
の
核
に
真
／
偽
の
分
割
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
抱
え
こ
み
、
分
割
そ
の
も
の
の
根
拠
に
遡
行
し
、
「
思
惟
の
働
き
を
通
じ
て
、
あ
る
も
の
の
輝
か
し
い
姿
を
つ
ね
に
静
幽
す
る
」
哲
学
者

　
　
（
ト
コ
課
》
）
を
望
見
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
事
情
は
『
ポ
リ
テ
ィ
コ
ス
』
に
お
い
て
、
よ
り
鮮
明
化
し
、
そ
の
「
政
治
家
」
の
分
割
は
選
択
・
浄
化
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
が
黄
金
の

精
錬
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
「
（
黄
金
精
錬
の
）
あ
の
職
人
達
も
ま
た
、
ま
ず
第
一
に
は
、
土
や
石
な
ど
多
く
の
不
純
な
爽
雑
物
を
選
別
す
る
（
薯
。
竃
ぎ
§
）
。

　
　
そ
れ
が
済
む
と
、
黄
金
と
親
近
関
係
に
あ
る
貴
金
属
、
た
だ
灼
熱
の
火
に
よ
っ
て
の
み
分
離
さ
れ
る
銅
や
銀
が
残
り
、
と
き
に
は
白

　
　
金
が
で
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
を
く
り
か
え
し
、
試
金
石
に
か
け
、
熔
か
し
、
や
っ
と
の
こ
と
で
分
離
す
る
と
、
そ
の
と
き
は
じ
－

　
　
め
て
『
純
金
』
が
紛
れ
も
な
い
そ
れ
自
身
の
輝
き
を
わ
れ
わ
れ
に
見
せ
る
の
で
あ
る
。
」
（
ω
8
0
）

　
こ
こ
で
貴
金
属
に
相
当
す
る
「
雄
弁
」
、
「
軍
事
」
、
「
裁
判
」
の
技
術
を
政
治
技
術
か
ら
分
離
す
る
仕
事
の
困
難
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、

実
際
に
は
そ
れ
は
誇
張
で
、
事
は
比
較
的
簡
単
に
終
っ
て
い
る
（
。
。
O
ω
甲
ω
O
呂
）
。
む
し
ろ
、
不
純
物
を
洗
い
落
と
す
仕
事
に
『
ポ
リ
テ
ィ

コ
ス
』
の
努
力
の
大
半
は
傾
け
ら
れ
て
い
る
、
と
言
っ
て
よ
い
。

　
す
な
わ
ち
、
「
政
治
家
の
周
囲
に
蝟
集
し
、
人
間
集
団
の
養
育
に
携
っ
て
い
る
と
称
す
る
連
中
を
す
べ
て
排
除
し
、
〈
政
治
家
〉
そ
の
も

の
の
純
粋
な
形
を
明
ら
か
に
す
る
」
と
い
う
戦
略
が
た
て
ら
れ
て
（
卜
⊃
①
c
。
O
）
以
降
、
「
宇
宙
の
逆
転
」
の
ミ
ュ
ー
ト
ス
（
卜
・
①
。
。
σ
I
b
。
乱
国
）
、
範

例
論
（
卜
⊃
曵
鴫
》
1
ト
り
刈
Φ
諺
）
、
「
機
織
術
」
の
分
割
（
ミ
リ
》
心
。
。
ω
》
）
、
測
定
術
の
分
割
と
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
に
つ
い
て
の
議
論
（
的
。
。
。
。
b
σ
山
。
。
刈
じ
u
）

と
い
う
よ
う
に
、
と
き
に
迷
路
の
旅
に
も
似
た
長
い
遍
歴
を
続
け
て
、
政
治
技
術
か
ら
そ
の
補
助
原
因
（
必
要
条
件
）
に
す
ぎ
な
い
も
の
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を
次
々
と
切
り
離
し
て
い
っ
た
と
ぎ
、
つ
い
に
そ
こ
に
異
形
の
怪
物
の
群
が
出
現
す
る
。

　
　
「
人
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
多
く
の
者
は
檸
猛
な
獅
子
や
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
、
ま
た
そ
の
種
の
怪
獣
に
似
か
よ
い
、
一
方
ま
た
極
め
て

　
　
多
く
の
老
は
サ
テ
ユ
ロ
ス
に
、
ま
た
惰
弱
で
動
植
な
獣
に
似
て
い
る
が
、
お
た
が
い
変
幻
自
在
に
姿
を
と
り
か
え
、
力
を
交
換
し
あ

　
　
っ
て
い
る
」
（
b
o
り
H
＞
i
b
d
）

　
こ
の
怪
物
こ
そ
、
い
わ
ゆ
る
政
治
家
の
正
体
に
ほ
か
な
ら
ず
、
権
力
闘
争
に
あ
け
く
れ
る
党
争
家
の
赤
裸
の
姿
で
あ
る
。
そ
し
て
最
大

の
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
称
さ
れ
る
か
か
る
幻
術
師
か
ら
「
政
治
家
」
を
選
別
す
る
プ
ラ
ト
ン
の
基
準
は
、
こ
こ
で
も
正
・
邪
、
善
・
悪
の
〈
知
〉

な
の
で
あ
る
（
b
。
o
田
山
り
ω
国
）
。
し
て
み
る
と
、
こ
の
分
割
の
基
底
に
は
依
然
、
『
国
家
』
篇
に
お
け
る
哲
人
王
の
原
型
が
働
い
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
が
強
く
示
唆
さ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
神
的
な
狂
気
を
放
縦
な
欲
望
か
ら
選
別
し
讃
え
る
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
の
「
エ
ロ
！
ス
」
の
分
割
を
可
能
に
し
た
の
は
、
「
魂

の
転
生
」
の
ミ
ュ
ー
ト
ス
で
あ
り
、
そ
の
骨
子
を
構
成
す
る
「
魂
の
不
死
」
、
「
原
範
型
イ
デ
ア
の
存
在
」
、
「
想
起
」
の
思
想
は
、
プ
ラ
ト

ニ
ズ
ム
の
精
髄
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
選
別
的
分
割
に
あ
っ
て
は
、
中
期
対
話
篇
で
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
イ
デ
ア
論
が
、
そ
の
根
底
に
作
動
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
分
割
を
可
能
に
す
る
差
異
が
透
か
し
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
分
割
法
の
根
本
前
提
が
イ
デ
ア
論
に
あ
る
こ
と
を
も
っ
と

全
体
的
な
文
脈
か
ら
確
認
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
四
　
分
割
法
の
仕
組
⇔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
実
験
的
比
喩
（
鵠
黛
、
9
0
亀
馬
N
鳶
負
）

　
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
分
割
法
の
登
場
す
る
全
体
的
な
脈
絡
を
辿
っ
て
お
こ
う
。
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
（
・
。
①
ω
》
ω
ρ
ρ
●
）
は
分
割
法
の
適
用
に
先

立
っ
て
、
一
般
に
言
説
に
よ
っ
て
虚
偽
の
隠
蔽
工
作
が
な
さ
れ
る
領
域
を
確
認
し
て
い
る
。
そ
れ
は
一

　
　
㈹
　
「
鉄
」
と
か
「
銀
」
と
か
、
そ
の
名
を
口
に
す
る
と
き
、
す
べ
て
の
人
が
同
じ
も
の
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
よ
う
な
事
物
の
領

　
　
　
　
「
分
割
法
」
考
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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折
筒
学
研
閃
究
　
第
五
一
白
四
十
五
暑
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
域
、
で
は
な
く

　
　
㈲
　
「
正
し
い
」
と
か
「
善
い
」
と
か
の
よ
う
に
、
同
じ
言
葉
を
用
い
て
も
め
い
め
い
勝
手
な
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
、
一
つ
の
見
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
に
対
し
て
、
た
え
ず
異
議
が
申
し
立
て
ら
れ
る
領
域
、
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
議
論
の
対
象
を
明
確
に
す
る
た
め
に
分
割
と
綜
合
の
手
続
き
が
要
請
さ
れ
る
の
は
、
当
然
、
問
題
が
㈲
に
関
わ
る
場
合

で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
『
ソ
ピ
ス
テ
ス
』
に
お
け
る
「
釣
師
」
、
『
ポ
リ
テ
ィ
コ
ス
』
に
お
け
る
「
機
織
術
」
は
い
ず
れ
も
依
に
属
す
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
分
割
法
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
相
違
は
ど
こ
で
生
じ
た
の
か
、
を
ま
ず
考
察
の
糸
口
と
し
よ
う
。

　
『
ポ
リ
テ
ィ
コ
ス
』
（
卜
⊃
C
Q
O
H
）
1
ト
コ
G
◎
O
》
）
の
、
依
、
ψ
に
関
す
る
記
述
は
、
や
や
錯
綜
し
て
い
る
も
の
の
、
大
意
は
明
白
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
㈹
　
存
在
す
る
も
の
の
一
方
の
ク
ラ
ス
は
一
そ
の
自
然
本
性
と
し
て
一
わ
か
り
や
す
い
感
覚
的
似
像
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
こ

　
　
の
種
の
事
物
に
つ
い
て
「
何
で
あ
る
か
」
と
問
わ
れ
た
場
合
、
面
倒
な
定
義
を
避
け
て
簡
単
に
披
露
し
て
や
ろ
う
と
思
う
な
ら
、
こ

　
　
の
似
像
を
し
て
語
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
㈲
　
他
方
、
す
ぐ
れ
て
壮
大
か
つ
貴
重
な
も
の
の
ク
ラ
ス
に
は
、
一
目
し
て
瞭
然
と
い
う
た
ぐ
い
の
写
像
が
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
若
干
こ
れ
に
補
足
し
て
お
く
と
、
こ
こ
で
ψ
で
は
感
覚
的
似
像
が
自
然
本
来
的
に
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

誰
も
が
一
致
し
て
そ
れ
の
似
像
だ
と
指
さ
せ
る
も
の
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
㈲
の
似
像
は
喩
え
て
言
え
ば
、
「
美
し
い
原
物
に

似
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
そ
れ
は
卑
し
い
視
点
か
ら
見
て
い
る
た
め
で
、
実
は
人
が
そ
れ
だ
け
壮
大
な
対
象
を
充
分
に
見
て
と
る
力

を
得
た
な
ら
ば
、
似
て
い
る
と
称
さ
れ
る
そ
の
当
の
も
の
に
似
て
も
似
つ
か
ぬ
も
の
」
（
『
ソ
ピ
ス
テ
ス
』
“
。
ω
畠
）
と
化
す
。
一
方
ま
た
㈹
は
、

感
覚
さ
れ
る
物
体
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
そ
れ
を
雪
像
と
す
る
原
範
型
（
パ
ラ
デ
イ
グ
マ
・
イ
デ
ア
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
原

範
型
は
事
象
の
全
域
に
わ
た
っ
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
こ
の
意
味
で
、
㈹
、
㈲
は
決
し
て
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
な
存
在
論
的
区
分
で
は
な
い
。
あ
る
の
は
た
だ
、
虚
像
の
利
用
が
で
き
る
か
否
か
の
、

認
識
方
法
上
の
差
異
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ま
さ
に
、
『
国
家
』
に
お
け
る
〈
線
分
の
比
喩
〉
の
デ
ィ
ア
ノ
イ
ア
／
ノ
エ
ー
シ
ス
の
差
異
に



　
　
相
当
す
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
『
国
家
』
に
お
い
て
一
般
に
数
学
に
負
わ
さ
れ
て
い
た
デ
ィ
ア
ノ
イ
ア
の
機
能
が
、
こ
こ
で
は
「
釣
師
」
や

　
　
「
機
織
術
」
の
分
割
に
継
承
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
事
実
、
確
か
に
、
こ
れ
ら
の
分
割
に
は
、
㈲
の
領
域
の
解
明
に
進
む
予
備
練

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
習
の
役
割
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
何
故
こ
れ
が
予
備
作
業
た
り
う
る
か
、
と
い
う
点
を
遡
及
し
て
い
け
ば
、

　
　
㈹
、
㈲
の
基
本
的
な
連
続
性
の
想
定
に
帰
着
し
よ
う
。
「
魚
釣
り
」
の
分
割
は
「
ソ
フ
ィ
ス
ト
」
に
、
「
機
織
術
し
の
分
割
は
「
政
治
家
し

　
　
に
比
喩
的
に
投
影
さ
れ
て
、
重
要
な
手
掛
り
を
提
供
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
実
験
的
比
喩
は
、
ふ
た
つ
の
領
域
の
間
に
一
種
の
同
型
性

　
　
が
な
け
れ
ぽ
生
じ
え
な
い
。
し
て
み
る
と
、
想
起
説
の
内
包
す
る
根
本
テ
ー
ゼ
、
「
全
事
象
の
本
性
的
連
続
性
」
「
原
範
型
／
似
像
の
世
界

　
　
構
造
」
が
、
プ
ラ
ト
ン
の
後
期
対
話
篇
に
お
い
て
も
堅
持
さ
れ
、
分
割
法
の
基
本
前
提
を
な
し
て
い
る
、
と
こ
こ
で
断
言
し
て
よ
い
だ
ろ

　
　
う
〇

　
　
　
一
方
、
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
の
「
エ
ロ
ー
ス
」
の
分
割
は
、
㈲
の
な
か
で
も
〈
美
〉
と
い
う
特
権
的
な
イ
デ
ア
に
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
　
予
備
的
分
割
の
媒
介
を
要
し
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
「
た
し
か
に
〈
正
義
〉
と
い
い
、
〈
節
制
〉
と
い
い
、
ま
た
そ
の
ほ
か
魂
に
と
っ
て
貴
重
な
も
の
は
数
々
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
地
上

　
　
　
　
に
あ
る
こ
れ
ら
の
も
の
の
似
像
の
中
に
は
、
な
ん
ら
の
光
彩
も
な
い
。
た
だ
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た
器
官
に
よ
り
か
ろ
う
じ
て
、
そ
れ

　
　
　
　
も
ほ
ん
の
少
数
の
人
た
ち
が
そ
れ
ら
の
も
の
を
示
す
似
像
に
ま
で
到
達
し
、
こ
の
似
像
が
そ
こ
か
ら
か
た
ど
ら
れ
た
原
像
と
な
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
　
の
を
観
得
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
〈
美
〉
は
あ
の
と
き
、
そ
れ
を
見
た
わ
れ
わ
れ
の
鼠
に
燦
然
と
か
が
や
い
て
い

　
　
　
　
た
。
…
…
〈
美
〉
は
、
も
ろ
も
ろ
の
真
実
在
と
と
も
に
か
の
世
界
に
あ
る
と
ぎ
、
燦
然
と
か
が
や
い
て
い
た
し
、
ま
た
、
わ
れ
わ
れ

　
　
　
　
が
こ
の
世
界
に
や
っ
て
来
て
か
ら
も
わ
れ
わ
れ
は
、
美
を
、
わ
れ
わ
れ
の
持
っ
て
い
る
最
も
鮮
明
な
知
覚
（
1
1
視
覚
）
を
通
じ
て
、

　
　
　
　
最
も
鮮
明
に
か
が
や
い
て
い
る
姿
の
ま
ま
に
、
と
ら
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
」
（
・
。
α
O
b
d
6
）

　
　
　
原
初
的
な
欲
望
は
、
一
方
で
身
体
の
快
楽
に
向
か
い
、
他
方
で
美
に
向
か
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
か
た
ち
を
つ
く
る
。
こ
の
分
割
を

　
　
否
定
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
快
楽
と
美
と
の
同
一
性
を
言
う
し
か
あ
る
ま
い
。
け
れ
ど
も
美
の
感
受
は
痛
み
を
も
と
も
な
う
。
し
か
し
そ
れ

553　
　
　
　
　
　
「
分
割
法
」
考
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七



　
　
　
　
　
　
折
口
学
研
湘
九
　
婚
夘
五
百
四
十
五
口
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八

563　
　
は
、
今
、
見
ら
れ
て
い
る
美
が
か
つ
て
の
快
楽
の
残
照
に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
で
は
な
い
か
。
で
は
初
め
て
美
に
う
た
れ
た
と
き
、
ど
ん
な

　
　
快
楽
の
記
憶
が
あ
っ
た
の
か
。
〈
美
〉
は
わ
れ
わ
れ
の
感
性
の
基
底
に
ま
で
強
固
な
根
を
張
り
、
感
覚
的
経
験
の
想
起
性
を
な
に
よ
り
も

　
　
鮮
か
に
露
わ
す
。

　
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
の
分
割
の
場
合
は
、
「
（
わ
れ
わ
れ
に
）
た
だ
ひ
と
り
〈
美
〉
の
み
が
、
最
も
あ
き
ら
か
に
そ
の
姿
を
顕
わ
し
、
最
も

つ
よ
く
恋
ご
こ
ろ
を
ひ
く
と
い
う
、
こ
の
定
め
を
分
け
あ
た
え
ら
れ
た
し
（
・
。
㎝
O
O
出
）
と
い
う
事
情
が
働
い
て
特
異
な
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
ソ
ピ
ス
テ
ス
』
、
『
ポ
リ
テ
ィ
コ
ス
』
の
一
見
些
末
な
対
象
の
分
割
を
通
し
て
、
よ
り
貴
重
な
も

の
を
想
起
す
る
実
験
的
比
喩
の
途
は
閉
ざ
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
方
面
の
配
慮
を
怠
る
と
徹
る
種
の
弊
害
が
生
じ
て
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
。
事
実
、
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
は
、
〈
美
〉
、
〈
正
〉
、
〈
善
〉
な
ど
の
認
識
に
い
わ
ぽ
素
手
で
湛
進
ず
る
、
若
い
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
行
手
に
潜

む
意
外
な
陥
穽
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
念
の
た
め
付
け
加
え
て
お
く
と
、
こ
こ
で
実
験
的
比
喩
と
呼
ん
だ
も
の
に
相
当
す
る
原
語
は
パ

ラ
デ
イ
グ
マ
（
範
例
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
“
パ
ラ
デ
イ
グ
マ
”
の
通
常
の
語
義
で
あ
っ
て
、
イ
デ
ア
・
原
範
型
を
意
味
す
る
も
の
で
は

む
ろ
ん
な
い
。
ω
、
㈲
に
存
在
論
的
な
階
層
序
列
は
な
い
、
と
い
う
点
を
く
り
か
え
し
強
調
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
似
像
は
決
し

て
原
範
型
た
り
え
な
い
が
、
範
例
は
似
島
（
比
喩
）
と
交
換
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
範
型
と
範
例
の
混
同
は
、

『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
（
お
・
。
（
Y
H
ω
・
。
》
）
の
誤
解
に
も
と
づ
い
て
、
現
代
の
プ
ラ
ト
ン
解
釈
の
一
つ
の
根
強
い
傾
向
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
こ

で
次
に
、
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
の
“
イ
デ
ア
論
批
評
”
を
考
察
し
、
以
上
の
論
点
を
補
強
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
五
　
「
第
三
の
人
間
」
論
と
そ
の
周
辺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
i
建
、
ミ
ミ
駄
§
偽
H
ω
O
切
1
μ
Q
Q
α
O

　
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
の
“
イ
デ
ア
論
批
判
”
は
、
何
ら
有
効
な
反
イ
デ
ア
論
を
含
む
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
イ
デ
ア
論
の
誤
解
の
根

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

を
絶
と
う
と
す
る
意
図
に
貫
か
れ
、
哲
学
的
思
推
の
と
る
べ
き
途
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
る
。



　
　
　
こ
こ
で
批
判
の
対
象
と
な
る
“
イ
デ
ア
論
”
が
構
え
て
い
る
の
は
、
「
一
方
に
イ
デ
ア
そ
の
も
の
が
、
他
方
に
そ
れ
を
分
有
す
る
も
の

　
　
が
あ
る
」
（
一
G
◎
O
じ
d
）
と
い
う
図
式
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
イ
デ
ア
論
の
基
本
的
立
場
を
要
約
し
た
定
式
、
す
な
わ
ち
「
〈
美
〉
そ
の
も
の
を
除

　
　
い
て
他
の
何
か
青
る
も
の
が
も
し
美
し
く
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ほ
か
で
も
な
い
、
た
だ
か
の
く
美
〉
を
分
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ

　
　
そ
、
美
し
い
の
で
あ
る
」
（
『
パ
イ
ド
ソ
』
δ
o
O
）
と
い
う
定
式
の
一
つ
の
反
響
で
は
あ
る
。
し
か
し
微
妙
な
差
異
の
あ
る
こ
と
も
見
の
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
せ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
構
図
は
、
分
有
す
る
も
の
が
イ
デ
ア
の
分
有
に
先
行
す
る
感
覚
的
事
物
と
し
て
あ
る
、
と
い
う
含
み
を
残
す

　
　
こ
と
に
よ
っ
て
、
悪
し
き
二
世
界
論
に
陥
る
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
ま
ず
こ
の
点
を
、
若
い
ソ

　
　
ク
ラ
テ
ス
に
試
練
を
課
し
て
暴
露
さ
せ
て
い
る
。

　
　
　
そ
の
試
練
の
性
格
は
、
前
章
で
挙
げ
た
㈹
、
㈲
の
系
列
を
念
頭
に
置
く
と
、
明
白
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
㈲
「
人
間
」
「
火
」
「
水
」
、
「
毛
髪
」
「
泥
」
「
汚
物
」
。

　
　
　
　
㈲
「
正
」
「
善
」
「
美
」
、
「
類
似
」
「
非
類
似
」
「
一
」
「
多
」
。

　
　
　
若
い
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
「
人
間
」
や
「
水
」
の
イ
デ
ア
を
設
定
す
る
か
否
か
と
問
わ
れ
て
曖
昧
な
態
度
を
示
し
、
さ
ら
に
「
毛
髪
」

　
　
「
泥
」
「
汚
物
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
が
イ
デ
ア
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
あ
る
こ
と
を
明
確
に
否
定
し
、
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
に
現
れ
る
以
上

　
　
の
も
の
で
は
な
い
、
と
み
な
す
。
若
老
は
も
つ
ぼ
ら
㈲
の
領
域
に
熱
中
す
る
あ
ま
り
、
イ
デ
ア
と
は
独
立
に
存
在
す
る
感
覚
的
事
物
を
認

　
　
め
る
結
果
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
生
ま
れ
る
前
の
イ
デ
ア
論
で
は
あ
っ
て
も
、
イ
デ
ア
論
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な

　
　
ら
、
先
に
挙
げ
た
『
パ
イ
ド
ン
』
の
定
式
に
し
て
も
、
「
何
か
〈
美
〉
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
自
体
で
そ
の
も
の
と
し
て
あ
り
、
そ
し
て
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
れ
は
く
善
〉
に
し
て
も
、
ま
た
〈
大
〉
に
し
て
も
、
そ
の
他
の
す
べ
て
に
し
て
も
同
様
で
あ
る
」
（
δ
O
ゆ
）
と
い
う
も
う
一
つ
の
定
礎
と

　
　
並
置
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
こ
と
は
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
の
“
イ
デ
ア
論
批
評
”
の
評
価
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
る
。
そ
の
種
の
二
世
界
論
の
構
図
を
と
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
ぎ
り
、
た
と
え
ぽ
、
「
〈
美
V
の
イ
デ
ア
を
分
有
す
る
」
と
い
う
事
態
は
、
「
こ
の
人
間
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
く
美
〉
を
分
有
す
る
」

573　
　
　
　
　
　
「
分
割
法
」
考
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
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七
〇

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
か
「
こ
の
髪
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
く
美
〉
を
分
有
す
る
」
と
い
う
形
を
と
り
、
「
何
か
誤
る
主
語
的
事
物
が
ま
ず
あ
り
、
そ
れ
が

美
し
い
と
い
う
性
質
を
も
つ
」
と
い
う
解
釈
の
枠
組
に
不
可
避
的
に
は
ま
っ
て
い
く
。
さ
ら
に
こ
れ
と
並
行
し
て
、
「
〈
美
〉
の
イ
デ
ア
は

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

美
し
い
（
美
し
く
あ
る
）
」
と
い
う
命
題
も
、
「
あ
る
」
と
は
何
か
、
が
感
覚
的
事
物
を
基
準
に
了
解
済
み
の
こ
と
と
さ
れ
て
、
解
釈
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
〈
美
V
の
イ
デ
ア
は
、
美
し
い
と
い
う
こ
と
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
何
か
主
語
的
な
も
の
と
し
て
ま
ず
あ
っ

て
、
そ
の
う
え
で
そ
れ
が
美
し
い
と
い
う
属
性
を
も
つ
も
の
（
器
〒
鷲
。
岳
。
巴
。
昌
）
と
さ
れ
、
美
し
い
人
や
美
し
い
髪
の
ご
と
き
一
個
の
美

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

し
い
も
の
に
類
同
化
（
H
①
目
星
O
⇔
げ
同
O
嵩
）
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
デ
ア
を
一
方
で
は
述
語
的
性
質
な
い
し
は
普
遍
に
、
他
方

で
主
語
的
な
実
体
な
い
し
は
個
物
に
割
り
あ
て
る
と
い
っ
た
念
の
入
っ
た
操
作
を
し
て
お
い
て
、
し
か
も
イ
デ
ア
は
「
属
性
の
実
体
化
」

或
い
は
「
普
遍
の
物
象
化
」
に
よ
る
虚
構
で
あ
る
と
い
う
た
ぐ
い
の
非
難
を
加
え
る
こ
と
は
、
お
の
れ
の
影
と
争
う
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

　
い
わ
ゆ
る
「
第
三
の
人
間
」
論
（
お
ト
ひ
》
一
ゆ
）
の
無
限
背
進
は
、
〈
大
〉
の
イ
デ
ア
を
そ
の
よ
う
に
多
数
の
大
き
な
感
覚
的
事
物
と
パ
ラ

レ
ル
に
と
ら
え
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
何
故
に
こ
れ
が
そ
の
よ
う
な
構
図
に
は
ま
っ
た
の
か
、
そ
し
て
ま
た
何
故
、
若
い
ソ
ク
ラ
テ
ス
は

こ
れ
に
有
効
な
反
駁
を
な
し
え
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
わ
れ
わ
れ
に
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
し
か
し
、
若
い
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
「
第
三
の
人
間
」
論
に
対
し
て
示
し
た
反
応
と
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
再
批
判
と
か
ら
は
、
こ
の

問
題
に
関
す
る
プ
ラ
ト
ン
自
身
の
重
要
な
コ
メ
ン
ト
が
抽
き
だ
せ
よ
う
。

　
　
ω
　
イ
デ
ア
は
概
念
（
ξ
唱
喰
象
）
で
あ
る
か
（
お
b
。
b
d
I
O
）
。

　
　
②
　
イ
デ
ア
は
原
範
型
で
あ
る
か
（
日
認
O
∴
ω
。
。
》
）
。

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
ω
　
イ
デ
ア
の
も
の
へ
の
類
同
化
を
斥
け
る
と
き
、
こ
れ
を
普
遍
概
念
と
同
定
し
よ
う
と
す
る
誘
惑
に
抵
抗
す
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く

か
な
り
難
し
い
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
イ
デ
ア
を
そ
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
、
ま
ず
第
一
に
「
分
有
」
と
い
う
こ
と
は
完
全
に
そ
の
意
味
を

失
う
（
H
Q
。
卜
⊃
O
O
I
＝
）
。
第
二
に
ま
た
、
も
と
も
と
概
念
と
は
、
実
在
と
の
関
係
を
ひ
と
ま
ず
保
留
し
、
夢
と
覚
醒
の
区
別
を
意
識
的
に
消



す
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
作
業
仮
設
で
あ
る
Q
し
た
が
っ
て
、
概
念
も
最
終
的
に
は
真
偽
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
身
の

対
象
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
お
5
。
b
σ
甲
O
鵠
）
。

　
だ
が
何
故
、
そ
の
概
念
の
対
象
が
イ
デ
ア
で
あ
っ
て
（
H
ω
臥
。
O
ω
ふ
）
、
感
覚
的
事
物
の
集
合
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
の
か
。
「
今
、
見
ら
れ

て
い
る
こ
の
も
の
は
、
古
る
別
の
も
の
の
ご
と
く
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま

ま
そ
れ
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
劣
っ
た
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
」
（
『
パ
イ
ド
ン
』
課
U
山
）
か
ら
で
あ
る
。

　
②
　
し
か
し
一
方
、
イ
デ
ア
の
物
象
化
に
対
し
て
何
ら
の
歯
止
め
も
な
い
二
量
界
論
的
図
式
の
も
と
で
、
イ
デ
ア
・
原
範
型
と
し
て
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

て
も
、
結
局
イ
デ
ア
は
模
範
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
一
個
の
範
例
と
み
な
さ
れ
る
だ
け
に
終
わ
る
。
原
範
型
と
似
像
と
の
関
係
は
、
同
型

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

性
に
よ
っ
て
架
橋
さ
れ
た
相
称
的
な
類
似
関
係
に
置
換
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
ま
た
、
自
明
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
次
の
こ
と
は
や
は
り
言
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
議
論
は
、
〈
イ
デ
ア
ー
1
原
範

型
〉
論
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
は
こ
の
論
法
を
意
識
的
に
誤
っ
た
形
式
で
組
み
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
点
を
明

確
に
示
し
て
い
る
。
も
と
も
と
「
分
有
」
を
説
明
す
べ
く
、
原
範
型
／
似
像
の
関
係
が
導
入
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
再
び
そ
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

「
分
有
」
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
分
有
↓
受
像
／
原
範
型
↓
類
似
↓
分
有
↓
…
…
と
い
う
無
限
循
環
が
、

「
分
有
」
の
成
立
の
た
め
に
無
限
に
多
く
の
イ
デ
ア
の
動
員
を
要
求
す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
イ
デ
ア
の
「
分
有
」
と
い
う
事
態
を
、
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

ら
に
別
の
イ
デ
ア
の
「
分
有
」
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
至
極
当
然
の
こ
と
を
言
う
に
す
ぎ
な
い
。
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こ
う
し
て
み
る
と
、
「
第
三
の
人
間
」
論
は
か
え
っ
て
イ
デ
ア
論
を
逆
照
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
先
行
す
る
も
う
一

つ
の
「
分
有
の
ア
ポ
リ
ア
」
（
一
ω
H
》
1
国
）
も
、
イ
デ
ア
の
弾
物
化
に
よ
る
粗
雑
な
議
論
と
い
う
だ
け
に
尽
き
る
も
の
で
な
く
、
正
式
の
イ

デ
ア
論
的
観
点
か
ら
見
直
す
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
さ
て
、
全
事
象
の
根
底
に
イ
デ
ア
・
原
範
型
を
想
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
独
立
に
そ
れ
自
身
と
し
て
存
在
す
る
感
覚
的
事
物
を
解
消

　
　
　
　
「
分
割
法
」
考
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
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七
二

60ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

　
　
し
、
い
っ
た
ん
は
個
物
を
送
像
の
束
に
解
体
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
と
き
、
「
一
な
る
イ
デ
ア
を
多
数
の
感
覚
的
事
物
が
分

　
　
有
す
る
」
と
い
う
図
式
は
、
多
く
の
場
所
で
心
像
A
が
似
像
B
、
C
…
…
と
或
い
は
結
び
つ
き
、
或
い
は
結
び
つ
き
を
拒
ん
で
現
れ
る
、

　
　
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
〈
大
〉
の
イ
デ
ア
が
、
多
数
の
感
覚
的
事
物
に
よ
る
分
有
に
お
い
て
断
片
化
す
る
」
（
お
H
9

　
　
∪
）
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
全
然
問
題
を
含
ま
ず
、
た
だ
「
一
」
「
多
」
「
大
」
「
小
」
「
等
」
な
ど
の
イ
デ
ア
相
互
間

　
　
の
結
合
と
分
離
と
い
う
局
面
に
移
行
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
第
二
部
（
一
ω
①
国
一
南
口
。
）
で
な
さ
れ
て
い
る
予
備
練
習

　
　
（
N
C
嚢
℃
袋
ミ
黛
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
予
備
練
習
の
眼
目
と
し
て
、
デ
ィ
レ
ン
マ
構
成
に
よ
る
背
理
を
導
い
て
思
考
に
刺
戟
を
与
え
る
た
め
、

　
　
仮
設
法
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
が
、
イ
デ
ア
相
互
の
連
結
（
一
つ
に
な
る
方
向
）
と
排
除
（
多
に
分
か
れ
る
方
向
）
と
を
見
る
と
い
う
点

　
　
で
、
本
質
的
に
は
分
割
法
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。

六
　
集

約

　
前
章
で
の
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
の
“
イ
デ
ア
論
批
判
”
の
検
討
に
よ
っ
て
、
イ
デ
ア
・
原
範
型
と
範
例
と
は
決
し
て
混
同
さ
れ
な
い
こ

と
、
ま
た
イ
デ
ア
・
原
範
型
が
あ
ら
ゆ
る
事
象
に
似
像
の
か
た
ち
で
浸
透
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
が
再
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う

な
イ
デ
ア
論
的
脈
絡
に
お
い
て
、
分
割
法
と
は
、
『
ピ
レ
ボ
ス
』
（
δ
∪
ω
ρ
の
●
）
の
「
音
階
の
形
成
」
（
ミ
§
息
）
と
「
音
韻
組
織
の
発
見
」

（
送
§
糞
袋
息
）
と
に
そ
の
モ
デ
ル
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
最
終
的
に
は
イ
デ
ア
相
互
の
連
結
と
排
除
の
関
係
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
り
、

似
像
の
束
に
解
体
し
た
現
象
に
秩
序
と
構
造
を
発
見
し
構
成
す
る
仕
事
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
最
後
に
、
分
割
法
（
分
割
と
綜
合
）

ト
し
て
お
き
た
い
。

ω
　
発
語
装
置

の
仕
組
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
要
約
し
、
イ
デ
ア
論
的
文
脈
と
の
つ
な
が
り
を
コ
メ
ン
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こ
れ
は
類
似
の
中
に
対
立
的
差
異
を
見
い
だ
す
こ
と
を
そ
の
基
本
操
作
と
す
る
。
こ
の
分
割
は
、
最
初
の
綜
合
的
直
観
に
支
え
ら
れ
、

こ
れ
を
よ
り
包
括
的
な
場
に
拡
張
し
た
上
で
、
分
節
化
し
言
表
化
し
て
対
象
へ
の
直
観
を
よ
り
明
瞭
な
も
の
と
す
る
（
以
上
、
第
2
章
）
。

こ
こ
で
、
分
割
法
の
適
用
対
象
の
身
分
を
、
個
物
（
冨
三
2
算
ω
）
で
な
く
類
・
種
の
ク
ラ
ス
と
み
な
し
て
、
最
初
の
綜
合
を
「
雑
多
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

感
覚
か
ら
出
発
す
る
」
イ
デ
ア
想
起
と
の
連
絡
を
断
と
う
と
す
る
よ
う
な
解
釈
に
は
何
ら
の
根
拠
も
な
い
。
そ
も
そ
も
イ
デ
ア
論
で
は
、

個
物
と
類
・
種
（
普
遍
）
と
い
う
対
比
が
意
味
を
な
さ
な
い
（
第
5
章
）
。
分
割
法
は
（
弱
い
）
想
起
に
は
じ
ま
り
、
こ
の
想
起
を
よ
り
鮮

明
に
す
る
方
法
で
あ
る
。

　
②
選
別

　
『
ソ
ピ
ス
テ
ス
陳
の
「
ソ
フ
ィ
ス
ト
」
、
『
ポ
リ
テ
ィ
コ
ス
』
の
「
政
治
家
」
の
分
割
の
核
心
は
、
真
／
偽
、
真
／
贋
の
分
割
に
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
分
割
の
基
準
は
、
正
・
邪
、
善
・
悪
の
〈
知
〉
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
イ
デ
ア
論
そ
の
も
の
に
依
存
し
て
い
る
（
以
上
、
第
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

章
）
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
連
関
で
後
期
対
話
篇
…
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』
（
一
㎝
困
p
弓
田
H
c
◎
G
◎
H
W
）
の
考
察
の
も
つ
壁
心
味
は
重
い
。

　
③
　
実
験
的
比
喩

　
全
事
象
の
基
底
に
は
原
範
型
と
し
て
の
イ
デ
ア
が
想
定
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
に
現
れ
る
些
末
な
事
象
と
い
え
ど
も
、

こ
れ
を
戸
ゴ
ス
に
分
節
し
て
再
把
握
し
、
比
喩
的
な
投
影
を
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
貴
重
な
も
の
の
イ
デ
ア
認
識
の
手
掛
り
が
与

え
ら
れ
て
い
る
。
後
期
対
話
篇
に
お
い
て
、
分
割
法
H
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
！
の
提
示
に
際
し
て
、
『
国
家
撫
で
強
調
さ
れ
て
い
た
数
学
的

方
法
と
の
対
比
が
欠
け
て
い
る
の
は
、
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
の
意
味
を
顛
倒
す
る
も
の
で
は
な
く
、
比
喩
の
方
法
（
同
型
性
の
発
見
）

が
数
学
を
カ
ヴ
ァ
ー
し
、
か
つ
ま
た
デ
ィ
ア
ノ
イ
ア
か
ら
ノ
エ
ー
シ
ス
へ
の
移
行
を
も
果
た
し
う
る
か
ら
で
あ
る
（
以
上
、
第
四
章
）
。

　
そ
し
て
、
イ
デ
ア
・
原
範
型
論
の
基
本
線
が
そ
の
ま
ま
分
割
法
の
根
本
前
提
と
し
て
据
え
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
ど
の
よ
う
な
分
割
も
、

究
極
的
に
〈
善
〉
の
イ
デ
ア
の
直
観
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
ま
で
は
、
盗
る
程
度
、
形
式
性
、
仮
設
性
を
も
帯
び
て
い
る
。
「
ソ
フ
ィ
ス

ト
」
や
「
政
治
家
」
の
分
割
も
ま
た
、
そ
れ
だ
け
で
自
己
完
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
一
般
に
習
熟
し
、
事
柄
の

　
　
　
　
「
分
割
法
」
考
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
五
号

623　
　
実
相
に
迫
る
た
め
の
活
動
の
一
端
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
（
『
ポ
リ
テ
ィ
コ
ス
』
“
。
c
。
α
P
“
。
G
。
刈
》
）
。

七
四

（
了
）

注（
1
）
　
関
連
即
智
は
、
『
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
ω
』
H
旨
b
d
I
H
H
鱒
ρ
『
エ
ゥ
テ
ユ
プ
ロ
ン
』
刈
ゆ
一
O
》
『
国
家
』
㎝
怒
a
ω
》
1
認
心
U
．
〔
曾
諺
匹
餌
謹
唱
↓
胴
亀
沁
愚
～
信
蟄
ら

　
ミ
ミ
ミ
P
く
。
一
●
H
押
℃
．
訟
ρ
α
卜
⊃
ω
U
（
b
o
G
Q
）
、
藤
沢
令
夫
訳
『
国
家
』
（
『
プ
ラ
ト
ン
全
集
1
1
』
、
岩
波
書
店
）
、
ワ
α
お
注
を
参
照
〕
、
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』

　
N
α
O
b
ご
一
U
“
邸
①
ω
》
－
ρ
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
誌
O
ω
－
国
”
『
ポ
リ
テ
ィ
コ
ス
』
卜
⊃
c
。
㎝
O
山
G
。
①
ヒ
d
”
参
考
と
し
て
『
ソ
ピ
ス
テ
ス
』
卜
。
G
。
α
O
山
。
。
①
b
d
’
『
パ
ル

　
メ
ニ
デ
ス
』
の
イ
デ
ア
論
批
判
が
イ
デ
ア
・
原
範
型
の
想
定
に
有
効
な
打
撃
を
与
え
て
い
る
と
み
な
す
立
場
か
ら
、
こ
の
問
題
に
触
れ
た
論
文
と
し
て

　
は
（
私
は
賛
同
し
な
い
が
）
、

　
O
・
中
賢
○
≦
①
7
．
．
》
勺
δ
o
h
ぎ
昏
⑦
多
多
N
警
。
斜
．
、
恥
ミ
ミ
題
§
ミ
ミ
。
、
隔
§
妹
愚
ξ
鴇
塗
（
O
P
菊
．
国
’
》
鵠
O
コ
）
噂
お
①
9
Φ
。
。
や
喝
℃
．

　
ω
O
α
1
ω
μ
ρ

　
ρ
ω
窪
き
σ
q
”
．
．
℃
聞
8
き
匹
子
。
↓
岳
a
裟
碧
”
．
、
ミ
ミ
9
一
（
①
P
ρ
≦
器
8
ロ
）
”
μ
ミ
一
．
o
ω
喝
．
0
7
H
り
や
お
P

　
イ
デ
ア
論
の
端
緒
を
照
ら
す
、
よ
り
重
要
な
論
文
は

　
松
永
雄
二
、
「
知
と
不
知
に
つ
い
て
」
（
九
州
大
学
哲
学
論
文
集
第
1
1
輯
）

（
2
）
　
拙
稿
、
「
想
起
説
の
導
入
状
況
一
『
メ
ノ
ン
』
の
場
合
」
（
『
古
代
哲
学
研
究
』
、
H
×
L
リ
ミ
）

（
3
）
　
拙
稿
、
「
イ
デ
ア
・
原
範
型
の
消
息
」
（
『
理
想
』
、
一
九
七
九
年
九
月
号
、
署
・
目
ω
1
置
刈
）

（
4
）
即
ω
・
b
σ
ご
。
ぎ
ミ
ミ
。
．
防
§
謹
し
8
ど
箸
篇
8
占
O
c
。
「

　
閃
・
鵠
き
謀
。
詳
貫
ミ
ミ
。
、
防
§
匙
ミ
ミ
♂
H
⑩
紹
℃
唱
P
お
窃
1
μ
G
。
①
．

　
♂
〈
．
P
菊
。
ω
p
ミ
ミ
。
、
賄
壇
曹
ミ
ゼ
ミ
N
靴
§
3
お
盟
り
℃
℃
●
昌
。
◎
占
ド
リ
・

（
5
）
箏
、
自
堕
醤
§
ミ
O
§
㌦
8
・
ミ
§
9
，
ミ
§
，
笛
§
（
毘
寓
⑦
ぎ
⑦
。
ぎ
）
箸
”
①
・
。
甲
①
。
。
ω
・

（
6
）
ρ
塚
囲
ρ
ミ
ミ
。
．
恥
挙
，
£
・
§
弘
8
辞
○
訂
サ
囲
く
■

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
テ
ク
ス
ト
調
査
に
も
と
づ
い
た
周
到
な
反
論
が
あ
る
。
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旨
・
い
「
》
興
き
讐
．
．
H
嵩
。
・
断
窪
8
。
「
コ
㌶
。
三
。
U
三
吻
同
§
㍉
．
ζ
N
Q
（
①
餌
幽
　
○
。
℃
．
イ
く
O
O
餌
　
鋤
コ
餌
　
∩
ア
　
℃
【
砕
0
7
0
同
）
し
ミ
。
も
。
．
。
。
謬
。
・
ρ
ρ
．

（
7
）
　
　
H
）
一
〇
α
q
O
コ
①
o
陰
　
ピ
曽
O
目
二
〇
ω
「
＜
炉
　
諜
．
高
O
．

（
8
）
　
詳
し
く
は
藤
沢
令
夫
訳
『
ソ
ピ
ス
テ
ス
』
（
『
プ
ラ
ト
ン
全
集
3
』
岩
波
書
店
）
P
嵩
b
。
補
注
A
を
参
照
。

（
9
）
　
『
ポ
リ
テ
ィ
コ
ス
』
（
鱒
α
o
。
国
）
の
技
術
の
分
割
を
参
照
。

（
1
0
）
　
『
ク
ラ
テ
ユ
ロ
ス
』
ω
G
◎
α
国
山
G
Q
刈
ゆ
’
と
く
に
G
◎
c
o
①
O
－
ω
G
◎
“
〉
を
参
照
。

（
1
1
）
　
諸
説
の
整
理
は

即
頴
。
謀
。
隣
ダ
惣
ミ
。
．
隔
肉
§
ミ
§
§
§
ミ
蝕
§
§
・
♪
p
o
貧
箸
し
命
山
幽
ω
’

（
1
2
）
即
ω
．
じ
d
ぎ
ぎ
ミ
§
．
恥
恥
愚
ミ
鼻
①
昏
．
ξ
ρ
ρ
乞
9
剛
瑠
H
ミ
α
も
．
ら
9

（
1
3
）
ト
ミ
嘗
§
㍗
ミ
♪
》
ω
γ
ま
騨
。
。
H
の
ρ
孕

（
1
4
）
≦
P
刃
。
ω
。
・
噂
§
ミ
こ
ワ
に
。
。
●

（
1
5
）
囚
．
罫
ω
塁
①
μ
ミ
ミ
。
、
口
癖
§
⑤
ミ
さ
き
。
3
日
由
り
ら
9
弱
り
山
雪
と
く
に
…
け
冨
奉
蔓
響
＝
訂
け
跨
一
。
・
q
冨
邑
蔓
呂
需
塞
二
置
Φ
円

　
チ
①
8
お
『
q
。
曼
。
剛
魯
§
駐
日
識
§
。
・
二
σ
q
σ
Q
①
。
。
け
。
・
姦
計
び
①
言
σ
q
p
。
ρ
零
露
く
①
冨
コ
。
3
。
・
器
5
二
巴
8
ぴ
・
ぎ
α
q
。
ω
8
募
ぐ
。
…
9
日
前
p
。
。
二
訂
茸
冨

ω
①
〈
Φ
邑
ω
8
募
冴
。
・
訂
冨
。
障
誉
鋤
8
昏
白
く
①
器
。
。
。
・
鋤
ヨ
。
霞
σ
q
浮
。
貯
登
口
奮
．
σ
葺
ω
ゴ
錠
⑦
呂
・
Φ
。
＝
宏
ヨ
。
お
ω
℃
⑦
。
一
ゆ
9
。
讐
。
・
．
ω
郎
σ
q
σ
q
⑦
。
。
劣

　
畠
g
け
窯
・
壽
ω
子
①
壽
呂
α
q
び
目
き
昏
巴
魯
σ
q
妻
臣
。
ゲ
8
℃
霞
ω
償
Φ
チ
Φ
①
の
。
。
。
暮
巴
ω
。
鼠
毛
岡
コ
昏
①
高
曇
巳
⇔
8
・
（
㌘
届
①
）

（
1
6
）
幾
り
鳶
℃
§
℃
獣
耳
§
譜
戴
e
り
建
遷
毎
夏
轡
ミ
q
音
ミ
§
2
曾
。
馬
曾
鷲
お
爲
懸
鳶
§
ミ
（
・
。
。
。
㎝
国
ソ

　
鷺
9
巨
。
。
（
器
旨
ヨ
ρ
丁
目
歯
垢
ヨ
8
σ
q
巳
ε
狂
。
一
一
ぼ
ヨ
）
に
従
っ
て
原
文
修
正
の
試
み
も
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
上
の
通
り
に
読
ん
で
お
く
。

　
内
容
的
に
は
大
差
な
い
と
思
う
。

（
”
）
　
　
『
ソ
ピ
ス
テ
ス
』
ト
っ
ド
Q
o
O
－
U
讐
卜
∂
卜
。
同
O
’

　
　
『
ポ
リ
テ
ィ
コ
ス
』
卜
⊃
c
Q
①
b
d
ω
ρ
ρ
・

（
1
8
）
　
こ
の
問
題
は
す
で
に
決
着
が
つ
い
て
い
る
。

　
客
男
菖
器
蓄
冒
．
、
、
、
ミ
§
”
ミ
・
註
R
§
嘘
鼓
弓
嵐
卿
。
暴
。
m
．
詮
轟
量
σ
q
§
駐
ヨ
．
ぎ
コ
象
。
、
ω
塁
8
蔓
。
〔
閃
。
§
ω
u
、
．
§
・
§
巴
♂
〈
。
　
×
H
メ

　
　
　
　
　
　
「
分
割
法
」
考
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六

　
（
お
刈
魁
）
ゆ
℃
ワ
ω
O
l
O
G
。
．
〔
邦
文
『
イ
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以
下
の
論
述
は
、
こ
の
論
文
に
依
拠
す
る
。

（
1
9
）
　
イ
デ
ア
論
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
人
々
（
6
嫁
ご
ぴ
O
o
彗
｛
o
巳
な
ど
）
は
原
範
型
／
斎
月
の
関
係
を
、
似
像
は
原
範
型
に
似
て
い
て
も
そ
の
逆

　
は
あ
り
え
な
い
「
非
相
称
的
類
似
」
関
係
に
同
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
反
対
の
陣
営
に
あ
る
人
々
か
ら
は
純
粋
に
論
理
的
関
係
に
存
在
論
的
派
生
関

　
係
を
忍
び
こ
ま
せ
た
も
の
と
論
難
さ
れ
て
い
る
。

　
。
h
．
O
．
国
ぴ
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夢
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↓
冨
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§
陣
づ
コ
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或
。
σ
q
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旨
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、
向
ミ
ミ
題
§
ミ
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隔
さ
琳
愚
書
鴇
g
（
Φ
畠
．
　
函
．
国
．
》
一
一
①
昌
）
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お
①
伊
7
嵩
O
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し
か
し
「
非
相
称
的
類
似
」
の
概
念
が
論
理
的
誤
謬
と
い
う
の
は
あ
た
ら
な
い
。
近
似
と
極
限
、
或
い
は
楕
円
と
円
の
関
係
を
考
え
よ
。

（
2
0
）
　
乞
’
両
ε
匿
≦
P
ミ
ド
良
計
署
幽
お
占
O
（
邦
文
箸
．
旨
亭
這
㎝
）
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（
2
1
）
　
し
か
し
こ
の
こ
と
自
体
は
、
「
い
か
に
し
て
感
覚
的
似
像
が
イ
デ
ア
よ
り
派
生
す
る
か
」
と
い
う
問
題
を
投
げ
か
け
る
。
究
極
的
に
は
、
こ
れ
は

　
宇
宙
生
成
論
（
融
O
q
嚢
O
N
O
ヒ
へ
食
）
を
要
講
ず
る
問
で
あ
っ
て
、
イ
デ
ア
論
に
固
有
な
謎
で
は
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
自
身
は
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
に
お
い
て

　
9
奥
§
ミ
②
の
導
入
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
答
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
「
分
有
」
論
が
魯
§
の
場
で
解
か
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し

　
て
い
る
。

（
2
2
）
　
ハ
ッ
ク
フ
ォ
…
ス
は
分
割
法
を
類
・
種
（
概
念
）
の
分
類
と
み
な
し
た
た
め
に
、
『
ピ
レ
ボ
ス
』
の
分
割
法
の
解
釈
で
破
綻
を
き
た
し
て
い
る
。
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そ
の
エ
ス
キ
ス
は

　
藤
沢
令
夫
『
ギ
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ア
哲
学
と
現
代
』
（
岩
波
新
書
）
署
「
ド
ω
㎝
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。
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こ
の
論
文
は
、
一
九
八
○
年
の
関
西
哲
学
会
（
十
月
二
十
五
日
、
立
命
館
大
学
）
に
お
い
て
読
み
あ
げ
ら
れ
た
原
稿
に
も
と
つ
く
。
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of　a　phenomenological　perspective　on　‘sympathy’　derived　mainly　from

Scheler，　and　an　emphasis　on　the　constitution　of　social　action　through

subjective　meanings　derived　from　M．　Weber．　Our　theorizing　on　them

refers　to　the　empirical　discipline　in　its　concrete　problems．　So　it　must

be　followed　by　the　sociological　investigation　viewing　from　the　sociai

formation　approach．

Platonic　Division　Reassessed

　　　Towards　the　Fundamental　of　Plato’s　Later Dialogues

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by　Sumio　Koike

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lecturer　of　Greek　Philosophy，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Faculty　of　Letters，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kyoto　University

　　It　is　in　the　Phaedrus　that　Plato　for　the　first　time　formally　introdu－

ces　the　method　of　division　（and　its　reverse　procedure，　colleetion）　，　whi－

ch　from　then　onwards　constructs　frames　of　his　later　dialogues　such　as

the　Sophista，　Politiczts　and　Philebus．　While　the　method　is　explicitly

identified　with　dialectic　or　philosophy，　most　interpreters　have　entertain－

ed　that　the　“dialectic”　is　not　same　as　in　the　Respublica，　Plato’s　ma－

sterpiece　written　before　the　Phar．　Their　alleged　reason　was：　the　method

of　the　Phar．　is　but　a　classification　per　genera　et　species　and　then　does

not　aim　at　the　cognition　of　the　Form　of　the　Good　conceived　as　the

source　of　all　being　and　all　1〈nowledge．

　　In　this　paper，　however，　1　attempt　to　demarcate　the　characters　of

Platonic　division　and　locate　it　in　the　context　of　the　theory　of　Forms

（Paradigmatism）　．
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　　First，　1　conclude　from　the　observation　of　the　“angler”　division　（Sph．

219a－221c）　that　the　role　of　collection　must　be　supposed　in　the　follow－

ing　steps，　a）　the　original　response　to　the　Socratic　“What　is　X　？”　ques－

tion，　that　collects　X’s　particular　instances　into　one　form，　b）　the　enlar－

gement　by　whieh　many　similars　to　that　form　make　up　together　one

domain，　c）　the　reverse　operation　of　division　in　the　sense　that　to　sep－

arate　is　at　the　same　time　to　gather．

　　As　for　division，　its　performance　assumes　three　phases，　1）　as　an　e－

nunciational　apparatus，　2）　as　a　seleetion，　3）　as　a　heuristic　projection　or

metaphor．

　　1）　In　v圭rtue　of£he　revelatio亘　o壬　differences　among　similarities　the

division　proceeds　paring　the　parts　from　which　the　definiendum　X　is

absent，　and　ultimately　sights　the　property　of　X．　lt　is，　therefore，　an

apparatus　by　whlch　the　original　eollection　a）　is　articulated　and　enun－

ciated，

　　2）　This　is　indicated　in　such　passages　as　the　Sph．　226d　and　Plt．　303d．

For　their　ground，　these　divisions　require　the　knowledge　of　the　just　or

good，　which　is　the　main　motive　of　Plato’＄　Pardigmatism．　The　puzzle　of

“sophistry　of　noble　family”　（S2h．　226b－231b），　1　esteem，　can　be　resoived

in　this　place．

　　3）　ln　the　Plidr，　and　Plt．　as　well　as　in　Plato’s　earlier　writings，　the

inethodological　distinction　is　drawn　between　D－things　and　S－things　（as

C．　Strang　calls　thern）．The　division　of　S－thing　（e．　g．　angler，　weav2ng）

admits　o£　belng　projected　into　the　range　of　D－thing　（e．g．　sophist，

statesman）　and　aids　their　cognition．　Here　the　same　assumptions　as　Pla－

to’s　Paradigmatism　wi！1　be　detected　through　the　scrq．tiny　of　the　Plt．

285d－286a

　　Finally，　ln　order　to　reinforce　this　argument，1　rnake　comrnents　on　the
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so－called　“criticism”　of　the　theory　of　Forms　in　the　Parmenides　130b－

135c

Subjekt　und　Spontaneitat

　　　　Das　Grundproblem　der　Leibnizschen　Metaphysik　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　von　Kiyoshi　Sakai

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Postdoctoral　Fellowship　Student

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　Japan　Society　for　the　Promotion　of　Science，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kyoto　Un呈versiもy

　　Die　vorliegende　Arbeit　stellt　sich　die　Aufgabe，　den　metaphysischen

Grundgedanken　Leibniz’　in　Hinblick　auf　seinen　Begriff　des　．Subjekts“

a｝s　der　．Monade“　herauszustellen．　Von　der　Frage　nach　den　konstituie－

renden　Elementen　der　Dinge　ttberhaupt　ausgehend，　gelangt　Leibnlz　zum

Begriff　der　．einfachen　Substanz“，　d．　h．　der　．Monade“，　Warum　aber　diese

einfache　Substanz　bei　Leibniz　in　ihrem　primaren　Sinne　als　die　Seele．

das　Subjekt　verstanden　werden　soll，　erk1Ert　sich　wie　folgt：　die　Wesens－

bestimmungen　der　einfachen　Substanz，　namlich　．Unteilbarkeit“　und

．Unabhljngigkeit“　findet　Leibniz　vor　allem　im　menschlichen　Subjel〈t，

und　zwar　wegen　seiner　．Spontaneit5t“．　seines　erkennenden，　wollenden

Handelns　selbst．

　　Der　Titel　dieser　Schrift　heiBt　．Subjekt　und　Spontaneittit“．　Dieser

besagt：　das　SubLielet　aus　der　Spontaneitdt　2u　verstehen．　1．eibniz　grenzt

seinen　Begriff　des　Subjekts　gegen　jenen　empirischen　Begriff　eines　passiv

wahrnehmenden，　bzw．　bloB　rezeptiven　Subjekts　insbesondere　bei　dem

damaligen　englischen　Empiristen，　Locke　streng　ab，　Und　er　versucht

die　Wesenscharaktere　des　Subjekts　gerade　in　diesem　Begriff　der　Spon－

taneitat　oder　der　Selbsttatigkeit　zum　Aufweis　zu　bringen
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