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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
の
方
法
論

―
―
「
エ
ン
ド
ク
サ
の
手
法
」
と
「
弁
証
的
問
答
法
」
―
―
　
　

加
　
藤
　
喜
　
市

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
学
を
、「
真
な
る
第
一
の
前
提
」
に
基
づ
く
「
論
証apodeixis

」
で
は
な
く
、人
々
の
「
エ
ン
ド
ク
サ
（
通

念
・
定
評
あ
る
見
解
）endoxa

1

」
に
基
づ
く2

「
弁
証
的
問
答
法dialektikē

3

」
の
議
論
と
解
す
る
流
れ
は4

、
バ
ー
ネ
ッ
ト
に
始

ま
る
と
い
う5

。「
現
わ
れphainom

ena

」
を
措
定
し
て
「
難
問aporia

」
を
検
討
す
る
こ
と
で
「
エ
ン
ド
ク
サ
」
に
お
け
る
真
理

を
証
明
す
る
―
―
オ
ー
ウ
ェ
ン
が
そ
の
卓
抜
し
た
論
文
で
取
り
上
げ
た
こ
と
に
よ
り
一
躍
有
名
と
な
っ
た
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』

（
E
N
）
第
七
巻
の
テ
ク
ス
ト
箇
所
（1145b2-7

）
は
、
や
が
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
「
弁
証
的
問
答
法
」
の
典
型
例
と

見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
り6

、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
の
方
法
論
に
つ
い
て
も
、
こ
の
箇
所
を
典
拠
に
し
て
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ

て
き
た7

。
だ
が
、
近
年
、「
弁
証
的
問
答
法
」
の
書
と
し
て
の
倫
理
学
と
い
う
従
来
の
読
み
に
対
し
て
、
多
く
の
論
者
（
と
り
わ
け

「
オ
ル
ガ
ノ
ン
」
の
研
究
者
た
ち
）
か
ら
疑
義
が
呈
さ
れ
て
い
る8

。
こ
の
傾
向
は
、
す
で
に
バ
ー
ン
ズ
に
も
認
め
ら
れ
る
が
、
ひ
と

つ
の
極
は
、
フ
レ
ー
デ
に
よ
る
「
エ
ン
ド
ク
サ
の
手
法the endoxic m

ethod

」
の
「
脱
神
秘
化dem

ystify

」
で
あ
る9

。
彼
女
は
、

1



当
該
箇
所
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
の
手
法
が
、ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
は
も
と
よ
り
、ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
全
体
に
お
け
る
「
規

則rule

で
は
な
く
例
外exception

」
だ
と
断
じ
る
。

 　
【
一
】
従
来
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
の
方
法
と
さ
れ
て
き
た
「
エ
ン
ド
ク
サ
の
手
法
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、【
二
】

そ
の
手
法
と
『
ト
ピ
カ
（
ト
ポ
ス
論
）』
で
語
ら
れ
る
「
弁
証
的
問
答
法
」
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
。
こ
れ
ら
に
つ

い
て
の
見
通
し
を
立
て
る
こ
と
が
本
稿
の
ひ
と
ま
ず
の
課
題
と
な
る
。
論
文
全
体
の
構
成
と
し
て
、
ま
ず
、
E
N
第
七
巻
第
一
章

の
問
題
の
テ
ク
ス
ト
箇
所
を
確
認
し
て
か
ら
、
基
本
的
用
語
の
語
釈
、
な
ら
び
に
無
抑
制
論
の
議
論
展
開
を
見
る
こ
と
で
「
エ
ン
ド

ク
サ
の
手
法
」
の
内
実
を
あ
き
ら
か
に
す
る
（
第
一
節
）。
そ
の
う
え
で
、
こ
の
手
法
に
関
す
る
バ
ー
ン
ズ
と
フ
レ
ー
デ
の
論
文
を

検
討
す
る
（
第
二
節
）。『
ト
ピ
カ
』
第
一
巻
第
二
章
の
解
釈
を
通
し
て
「
エ
ン
ド
ク
サ
の
手
法
」
と
「
弁
証
的
問
答
法
」
の
間
に
見

ら
れ
る
或
る
種
の
対
応
関
係
を
指
摘
し
て
か
ら
（
第
三
節
）、
さ
ら
に
「
弁
証
的
問
答
法
」
の
倫
理
学
へ
の
適
用
可
能
性
へ
と
論
じ

進
む
（
第
四
節
）。
最
終
節
に
お
い
て
『
エ
ウ
デ
モ
ス
倫
理
学
』（
E
E
）
第
一
巻
の
方
法
論
的
記
述
に
も
目
を
転
じ
て
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
倫
理
学
に
お
け
る
方
法
論
に
つ
い
て
幾
ば
く
か
の
展
望
を
拓
く
こ
と
を
目
指
す
（
第
五
節
）。

１　

E
N
に
お
け
る
「
エ
ン
ド
ク
サ
の
手
法
」

　

考
察
の
出
発
点
と
す
べ
き
は
、
E
N
第
七
巻
第
一
章
に
お
け
る
件
の
箇
所
（1145b2-7

）
で
あ
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
E
N

と
い
う
著
作
全
体
の
方
法
論
と
し
て
語
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
第
二
巻
〜
第
六
巻
で
展
開
さ
れ
た
徳
論
に
続
く
、「
無
抑
制

akrasia

」
論
の
序
に
置
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
他
の
場
合
と
同
様
に
、
現
わ
れ
を
措
定
し
て
、
ま
ず
、
難
問
を
突
き
詰
め
る
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
に
し
て
こ
う
し
た

2



諸
情
態
〔
無
抑
制
等
〕
に
つ
い
て
、
で
き
れ
ば
す
べ
て
の
エ
ン
ド
ク
サ
を
、
そ
う
で
き
な
け
れ
ば
、
大
多
数
の
も
っ
と
も
主

要
な
〔
エ
ン
ド
ク
サ
を
〕
証
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
困
難
が
解
決
さ
れ
て
エ
ン
ド
ク
サ
が
残
さ
れ
る
な
ら
ば
、

充
分
に
証
明
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
。（1145b2-7

）

　

引
用
で
は
、三
段
階
の
手
順
が
語
ら
れ
て
い
る
。（
１
）
ま
ず
、諸
々
の
「
現
わ
れ
を
措
定
し
て
」、（
２
）
次
に
、そ
れ
ら
が
孕
む
「
難

問
を
突
き
詰
め
る
こ
と
」
―
―
「
難
問
」
を
導
出
し
て
吟
味
す
る
こ
と
―
―
、（
３
）
そ
の
う
え
で
、「
困
難
」
の
「
解
決
」
を
通
じ

て
論
題
に
関
す
る
「
す
べ
て
の
」
も
し
く
は
「
大
多
数
の
も
っ
と
も
主
要
な
エ
ン
ド
ク
サ
」
を
証
明
す
る
必
要
が
説
か
れ
て
い
る10

。

以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
手
順
に
対
応
す
る
か
た
ち
で
、
ま
ず
、（
Ａ
）「
現
わ
れ
の
措
定
」
に
つ
い
て
、「
現
わ
れ
」・「
エ
ン
ド
ク
サ
」

と
い
う
語
の
基
本
的
意
味
に
関
す
る
解
釈
を
取
り
上
げ
る
。
つ
ぎ
に
、（
Ｂ
）「
難
問
の
導
出・吟
味
」・（
Ｃ
）「
エ
ン
ド
ク
サ
の
証
明
」

と
い
う
手
順
に
関
し
て
、
無
抑
制
論
で
実
際
に
展
開
さ
れ
て
い
る
議
論
を
追
う
。
こ
れ
ら
を
通
し
て
、
問
題
の
テ
ク
ス
ト
で
語
ら
れ

て
い
る
「
エ
ン
ド
ク
サ
の
手
法
」
の
実
体
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
く
。

（
Ａ
）「
現
わ
れ
の
措
定
」

 　
（
Ａ
）「
現
わ
れ
の
措
定
」
に
つ
い
て
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
方
法
論
研
究
の
起
爆
剤
と
な
っ
た
オ
ー
ウ
ェ
ン
の
論
文

「Tithenai ta phainom
ena

（
現
わ
れ
を
措
定
す
る
こ
と
）」
が
参
照
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る11

。
こ
の
論
文
の
全
体
は
、
探
求
方
法
に

関
す
る
『
分
析
論
前
書
・
後
書
』
と
『
自
然
学
』
の
不
一
致
を
解
消
す
る
た
め
の
試
み
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
オ
ー
ウ
ェ
ン
は
論
文

の
前
半
で12

、「
現
わ
れ
」
と
い
う
語
に
関
し
て
、『
動
物
部
分
論
』・『
天
体
論
』
な
ど
で
用
い
ら
れ
る
（
ⅰ
）「
観
察
さ
れ
る
事
実

observed facts

」
と
い
う
意
味
と
、
E
N
な
ど
に
見
ら
れ
る
（
ⅱ
）
人
々
に
「
思
い
な
さ
れ
て
い
る
見
解opinion

」
と
い
う
意
味

と
を
区
別
す
る13

。
そ
の
う
え
で
、『
自
然
学
』
に
お
け
る
「
現
わ
れ
」
に
（
ⅱ
）
の
意
味
を
帰
し
て
、『
自
然
学
』
を
一
種
の
「
弁

3



証
的
問
答
法dialectical m

ethod

」
の
書
と
し
て
読
み
つ
つ
、（
ⅰ
）
の
知
覚
に
基
づ
く
事
実
も
誤
り
う
る
の
で
あ
り
、
ま
た
（
ⅱ
）

の
人
々
に
よ
る
見
解
も
精
査
を
経
て
確
固
と
し
た
デ
ー
タ
に
な
り
う
る
と
し
て
、
二
つ
の
意
味
の
共
通
性
を
指
摘
す
る
。
最
終
的
に

は
二
つ
の
『
分
析
論
』
の
「
現
わ
れ
」
を
二
義
を
包
括
す
る
広
い
意
味
で
捉
え
て
二
書
間
の
齟
齬
を
解
消
す
る
と
い
う
の
が
、
オ
ー

ウ
ェ
ン
の
戦
略
で
あ
る
。 

　

オ
ー
ウ
ェ
ン
の
試
み
に
つ
い
て
は
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
が14

、
こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
「
現

わ
れ
」・「
エ
ン
ド
ク
サ
」
の
意
味
に
関
す
る
論
点
で
あ
る
。
上
記
の
「
現
わ
れ
」
の
二
義
の
う
ち
（
ⅱ
）
の
典
型
例
と
し
て
、オ
ー
ウ
ェ

ン
は
問
題
の
引
用
箇
所
を
引
い
て
い
る
。
こ
の
箇
所
の
「
現
わ
れ
」
に
（
ⅰ
）「
観
察
事
実
」
が
含
ま
れ
る
可
能
性
は
、
必
ず
し
も

排
除
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
オ
ー
ウ
ェ
ン
が
正
し
く
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
「
現
わ
れ
」
に
つ
い
て
は
、（
ⅱ
）「
思
い

な
さ
れ
て
い
る
見
解
」
の
意
味
で
解
す
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
E
N
第
七
巻
第
一
章
の
後
続
す
る
箇
所
（1145b8-20

）
で

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
措
定
す
る
「
現
わ
れ
」
は
ど
れ
も
「
人
々
の
考
え
」・「
言
説
」
で
あ
る
か
ら
。「
無
抑
制
」
に
関
す
る
合
計
六

つ
の
見
解
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
が15

、
各
々
に
対
し
て
「
〜
と
思
わ
れ
て
い
るdokei

」（b8

）・「
或
る
／
他
の
人
々
は
〜
と
主
張
す

るphāsin

」（b17, 18

）・「
〜
と
言
わ
れ
て
い
るlegontai

」（b19

）
な
ど
の
表
現
が
用
い
ら
れ
た
う
え
で
、
第
一
章
全
体
は
次
の

文
言
で
結
ば
れ
る
。「
以
上
が
〔
無
抑
制
に
つ
い
て
〕
語
ら
れ
て
い
る
こ
とta legom

ena

で
あ
る
」（b20

）。　

　

オ
ー
ウ
ェ
ン
は
「
現
わ
れphainom

ena

」
と
「
語
ら
れ
て
い
る
こ
とlegom

ena

」
だ
け
で
な
く
、
引
用
後
半
の
「
エ
ン
ド
ク
サ

endoxa

」
に
つ
い
て
も
、
こ
の
文
脈
で
は
同
じ
も
の
を
指
す
と
解
し
て
い
る16

。
敢
え
て
訳
語
を
与
え
ず
に
ギ
リ
シ
ア
語
を
音
写
し

た
「
エ
ン
ド
ク
サ
」
は
、『
ト
ピ
カ
』
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
以
下
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

エ
ン
ド
ク
サ
は
、
す
べ
て
の
人
、
あ
る
い
は
多
く
の
人
々
、
あ
る
い
は
知
者
た
ち
に
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
人
々
〔
知
者
た
ち
〕

の
う
ち
の
す
べ
て
の
人
に
、
あ
る
い
は
多
く
の
人
々
に
、
あ
る
い
は
と
り
わ
け
有
名
で
定
評
あ
る
人
々
に
思
い
な
さ
れ
て
い

4



る
も
の
で
あ
る
。（Top. 100b21-3

）

　

引
用
を
字
義
通
り
に
読
め
ば
、
万
人
・
大
衆
・
知
者
に
よ
る
見
解
が
「
エ
ン
ド
ク
サ
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
が
、
諸
家

の
解
釈
は
割
れ
て
い
る
。
ま
ず
、（
１
Ａ
）
エ
ン
ド
ク
サ
が
「
通
念
」
や
「
常
識
」
と
い
っ
た
人
々
の
「
一
般
的
見
解
」
を
意
味
す

る
と
い
う
従
来
の
解
釈
に
対
し
て
、（
１
Ｂ
）
か
ね
て
か
ら
バ
ー
ン
ズ
が
、
エ
ン
ド
ク
サ
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
語
に
つ
い
て
、
日
常
用

法
と
し
て
の
形
容
詞
「
エ
ン
ド
ク
ソ
ス
（
評
判
の
よ
い
）」
と
の
つ
な
が
り
を
指
摘
し
て
い
る17

。
エ
ン
ド
ク
サ
に
は
、
一
般
の
人
々

の
見
解
だ
け
で
な
く
、
評
判
の
よ
い
人
、
つ
ま
り
専
門
家
の
学
説
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。 

　

以
上
の
よ
う
に
、
そ
れ
が
誰
の

0

0

意
見
で
あ
る
か
と
い
う
論
者
の
点
か
ら
エ
ン
ド
ク
サ
を
規
定
す
る
解
釈
に
対
し
て
、（
２
）
ス
ミ
ス

は
『
ト
ピ
カ
』
の
こ
の
箇
所
を
、
エ
ン
ド
ク
サ
の
定
義
で
は
な
く
、「
エ
ン
ド
ク
サ
の
種
類
を
明
確
化
」
し
て
い
る
も
の
と
解
す
る18

。

彼
に
よ
る
と
「
エ
ン
ド
ク
サ
」
は
『
弁
論
術
』
に
お
け
る
「
説
得
的
なpithanon

」
と
同
じ
よ
う
に19

、「
相
対
的
な
語
」
で
あ
っ
て20

、

た
ん
に「
誰
か
に
と
っ
て

0

0

0

0

0

0

受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
」を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い21

。「
弁
証
的
問
答
家
」は
、議
論
で
用
い
る
た
め
の「
弁

証
的
問
答
法
の
前
提
」（104a3

）
と
し
て
、さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
「
エ
ン
ド
ク
サ
」
を
「
収
集
」
す
る
が
、そ
の
な
か
に
万
人・大
衆・

知
者
た
ち
の
考
え
な
ど
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
る22

。

　

ス
ミ
ス
の
解
釈
は
『
ト
ピ
カ
』
の
テ
ク
ス
ト
理
解
と
し
て
は
た
し
か
に
整
合
的
だ
が
、
問
題
は
「
エ
ン
ド
ク
サ
」
が
た
だ
の
「
ド

ク
サ23

」
と
殆
ど
同
じ
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
バ
ー
ン
ズ
の
指
摘
す
る
「
評
判
の
良
い
」
と
い
う
語
の
原
義
か
ら
し

て
も
両
者
の
差
異
化
は
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
エ
ン
ド
ク
サ
」
と
「
現
わ
れ
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
本
稿

で
は
リ
ー
ヴ
の
言
う
よ
う
に24

、「endoxa

と
は
、
な
ん
ら
か
の
認
識
的
重
要
性
を
付
加
さ
れ
たphainom

ena

で
あ
る
」
と
解
し
て

お
く
。
す
な
わ
ち
、
人
々
の
見
解
と
い
う
広
い
意
味
で
の
「
現
わ
れ
」
の
う
ち
、
と
く
に
「
定
評
あ
る
見
解reputable opinion

」

を
エ
ン
ド
ク
サ
と
し
て
理
解
す
る
。

5



　

以
上
の
よ
う
に
、
二
つ
の
概
念
が
重
な
り
つ
つ
も
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
あ
れ
ば
、
無
抑
制
論
と
い
う
文
脈
に
お

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

け
る

0

0

「
現
わ
れ
」
と
「
エ
ン
ド
ク
サ
」
は
、
オ
ー
ウ
ェ
ン
や
バ
ー
ン
ズ
の
指
摘
す
る
よ
う
に25

、
実
質
的
に
は
、
同
じ
も
の
を
指
し

て
い
る
と
解
し
て
良
い
だ
ろ
う26

。
換
言
す
る
と
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
無
抑
制
論
に
お
い
て
「
現
わ
れ
」
を
、
取
り
上
げ
る
に
値

す
る
「
エ
ン
ド
ク
サ
」
と
し
て
措
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
Ｂ
）「
難
問
の
導
出
・
吟
味
」
と
（
Ｃ
）「
エ
ン
ド
ク
サ
の
証
明
」

　

さ
て
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
引
用
箇
所
の
冒
頭
に
は
、「
他
の
場
合
と
同
様
に
」
と
い
う
文
言
が
見
ら
れ
た
。
先
の
オ
ー
ウ
ェ
ン

の
論
文
に
起
因
す
る
理
解
の
線
に
即
す
と27

、
こ
の
引
用
は
、
倫
理
学
や
自
然
学
な
ど
の
様
々
な
学
に
適
用
さ
れ
る
「
弁
証
的
問
答

法
の
議
論 dialectical argum

ent
」
の
手
法
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ク
ー
パ
ー
は
、
こ
の
箇
所
に
見
出
さ
れ
る
方
法

が
「
弁
証
的
問
答
の
方
法dialectical m
ethod

」
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
検
討
に
立
ち
入
る
必
要
は
な
い
と
し
て
、
こ
こ
で
の

手
法
が
「
難
問
解
決
の
方
法a m

ethod of puzzle resolution

」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る28

。
ま
た
ク
ー
パ
ー
は
こ
の
手
法
の
適

用
範
囲
に
つ
い
て
も
、
E
N
第
七
巻
の
無
抑
制
論
・
快
楽
論
の
み
に
限
定
す
る29

。

　

こ
こ
で
は
（
Ｂ
）「
難
問
の
導
出
・
吟
味
」
と
（
Ｃ
）「
エ
ン
ド
ク
サ
の
証
明
」
に
つ
い
て
、
テ
ク
ス
ト
に
後
続
す
る
無
抑
制
論
で

実
際
に
展
開
さ
れ
て
い
る
議
論
を
見
て
お
こ
う30

。
無
抑
制
を
め
ぐ
る
難
問
は
、
E
N
第
七
巻
第
二
章
に
お
い
て
、
第
一
章
で
列
挙

さ
れ
た
諸
々
の
「
現
わ
れ
」
か
ら
矛
盾
・
対
立
す
る
見
解
を
導
出
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
無
抑
制
論
に
お
い
て

も
っ
と
も
有
名
か
つ
重
要
な
「
難
問
」
を
取
り
上
げ
る
。
す
な
わ
ち
、「
無
抑
制
な
人
は
、〔
悪
い
と
〕
知
り
な
が
ら
情
念
の
ゆ
え
に
、

低
劣
な
こ
と
を
行
な
う
」　
（1145b12-3

）
と
い
う
「
現
わ
れ
」
は
、
以
下
の
引
用
に
見
ら
れ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
主
知
主
義
的
な
言

説
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
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或
る
人
々
は
、〔
悪
い
と
〕
知
り
な
が
ら
〔
無
抑
制
〕
で
あ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
主
張
す
る
。
と
い
う
の
も
、
ソ
ク
ラ
テ

ス
が
考
え
て
い
た
よ
う
に
、
知
識
が
内
在
し
て
い
な
が
ら
、
な
に
か
別
の
も
の
が
そ
れ
を
支
配
し
て
、
奴
隷
の
よ
う
に
引
き

ず
り
ま
わ
す
と
し
た
ら
、
驚
く
べ
き
で
あ
る
か
ら
。
事
実
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
無
抑
制
な
ど
存
在
し
な
い
と
考
え
て
、
こ
の
議

論
と
全
面
的
に
戦
っ
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、誰
も
理
解
し
て
い
な
が
ら
最
善
の
こ
と
に
反
し
て
行
為
す
る
の
で
は
な
く
、〔
そ

う
し
た
行
為
が
生
じ
る
と
し
た
ら
〕
無
知
の
ゆ
え
な
の
で
あ
る
か
ら
。（1145b25-29

）

　

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
る
と（
１
）何
か
別
の
も
の
が「
知
識
」を
引
き
ず
り
ま
わ
す
こ
と
な
ど
あ
り
え
ず
、（
２
）悪
し
き
行
為
は「
無
知
」

に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
知
り
つ
つ

0

0

0

0

悪
を
為
す
と
い
う
「
無
抑
制
な
ど
存
在
し
な
い
」。
だ
が
、「
こ
の
言
説
は
〔
無
抑
制
を
認
め

る
〕
現
わ
れ
とtois phainom

enois
あ
き
ら
か
に
矛
盾
す
る
」（1145b28

）。
第
二
章
の
末
尾
で
こ
う
し
た
難
問
を
「
解
決
」
す
る

た
め
の
手
続
き
が
、
以
下
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

さ
て
、
何
ら
か
こ
う
し
た
難
問
が
生
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
〔
見
解
の
〕
う
ち
で
或
る
も
の
を
斥
け
て
、
ま
た
或
る
も
の

を
残
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
難
問
の
解
決
は
〔
真
理
の
〕
発
見
だ
か
ら
。（1146b6-8

）

　

こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
真
偽
未
定
な
諸
々
の
「
現
わ
れ
」
か
ら
導
出
さ
れ
た
「
難
問
」
に
つ
い
て
、
諸
説
の
う
ち
ど
れ
が

真
で
あ
る
か
（
あ
る
い
は
、
ど
れ
が
偽
で
あ
る
か
）
を
劃
定
す
る
と
い
う
手
続
き
で
あ
る
。
こ
の
手
順
は
、
考
察
を
通
じ
て
残
さ
れ

た
「
エ
ン
ド
ク
サ
」
の
真
な
る
こ
と
を
「
証
明
」
す
る
た
め
の
も
の
だ
と
も
言
え
る
。
た
だ
し
、
こ
の
作
業
は
、
実
際
に
は
真
説
の

選
定
に
終
始
す
る
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
、
矛
盾
・
対
立
す
る
双
方
の
見
解
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
調
停

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
の
側
面
が
強

い
。
事
実
、
E
N
第
七
巻
第
三
章
の
末
尾
で
、
上
述
の
無
抑
制
に
関
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
立
場
は
、
無
抑
制
の
存
在
を
認
め
る
「
現
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わ
れ
」
と
も
両
立
す
る
か
た
ち
で
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る31

。

２　
「
エ
ン
ド
ク
サ
の
手
法
」
の
「
脱
神
秘
化
」 

　

以
上
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
無
抑
制
論
で
措
定
さ
れ
る
「
現
わ
れ
」
は
「
エ
ン
ド
ク
サ
」
と
も
重
な
る
も
の
で
あ
り
、
続
く
無
抑

制
論
の
議
論
で
は
、
こ
れ
ら
の
「
現
わ
れ
」・「
エ
ン
ド
ク
サ
」
か
ら
導
出
さ
れ
た
「
難
問
」
の
解
決
を
通
し
て
、
残
さ
れ
た
「
エ
ン

ド
ク
サ
」
の
正
し
さ
を
「
証
明
」
す
る
と
い
う
手
続
き
が
採
ら
れ
て
い
た
。

　

早
く
か
ら
バ
ー
ン
ズ
は
、
E
N
第
七
巻
で
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
の
方
法
を
、「
仰
々
し
くgrandiosely

」
と
断
り
な
が
ら
も
、「
弁

証
的
問
答
法
」
で
は
な
く
「
エ
ン
ド
ク
サ
の
手
法the endoxic m

ethod

」
と
称
し
て
い
た32

。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
研
究
者
た
ち
の
間

に「
エ
ン
ド
ク
サ
の
手
法
」が「
氾
濫inflation

」す
る
う
え
で
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
の
は
、方
法
論
研
究
に
先
鞭
を
つ
け
た
オ
ー
ウ
ェ

ン
の
論
文
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
を
承
け
た
バ
ー
ン
ズ
の
研
究
で
あ
る
と
フ
レ
ー
デ
は
見
て
い
る33

。
バ
ー
ン
ズ
の
狙
い
の

一
つ
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
エ
ン
ド
ク
サ
を
人
々
の
「
通
念
」・「
常
識
」
の
意
味
で
解
す
る
従
来
の
立
場
に
反
旗
を
翻
す
こ
と

で
あ
っ
た
。
バ
ー
ン
ズ
は
「
エ
ン
ド
ク
サ
」
と
「
エ
ン
ド
ク
ソ
ス
（
評
判
の
良
い
）」
の
つ
な
が
り
を
指
摘
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
を
「
常
識
哲
学C

om
m

on Sense Philosophy

」
の
陣
営
か
ら
解
放
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る34

。

　

 「
エ
ン
ド
ク
サ
」
の
う
ち
に
は
通
念
・
常
識
だ
け
で
な
く
、
知
者
・
専
門
家
の
見
解
も
含
ま
れ
る
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
先
に
見

た
『
ト
ピ
カ
』
の
記
述
か
ら
し
て
も
動
か
し
難
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
論
文
で
最
終
的
に
導
か
れ
て
い
る
バ
ー
ン
ズ
の
結
論
は
あ
ま

り
に
奇
を
衒
っ
て
お
り
、
直
ち
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。
彼
に
よ
る
と
、「
エ
ン
ド
ク
サ
の
手
法
」
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
「
常
識
哲
学
」

の
側
に
は
組
み
入
れ
な
い
だ
け
で
な
く
、
或
る
種
の
見
解
を
考
察
か
ら
排
除
す
る
と
い
う
「
限
定
的restrictive

」
な
側
面
を
も
つ35

。

こ
の
制
限
に
関
す
る
「
正
当
化
」
は
成
立
せ
ず
、
手
法
そ
れ
自
体
は
む
し
ろ
「
悪
し
き
も
のvicious

」
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
バ
ー
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ン
ズ
に
よ
る
と
、「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
実
際
の
哲
学
が
、そ
の
手
法
に
よ
っ
て
深
刻
に
損
な
わ
れ
て
い
るm

arred

わ
け
で
は
な
い
」。

な
ぜ
な
ら
、（
１
）「
エ
ン
ド
ク
サ
の
手
法
」
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
制
限
は
最
小
限
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
手
法
は
形
式
的
に
は
空

虚
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、「
殆
ど
無
内
容
」
で
あ
る
。
ま
た
、（
２
）
こ
う
し
た
方
法
論
上
の
考
え
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
哲
学
を

実
践
す
る
際
に
そ
れ
ほ
ど
妨
げ
と
な
ら
な
か
っ
た
（
彼
は
、
無
抑
制
に
関
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
奇
妙
な
見
解
」
や
、
ゼ
ノ
ン
・
パ

ル
メ
ニ
デ
ス
の
「
風
変
わ
り
な
理
論
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
）。
要
す
る
に
、
バ
ー
ン
ズ
に
言
わ
せ
る
と
、「
エ
ン
ド
ク
サ
の
手
法
」

は
名
ば
か
り
の
も
の
と
し
て
殆
ど
機
能
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る36

。

　

近
年
、「
エ
ン
ド
ク
サ
的
な
（
定
評
あ
る
）
神
秘the endoxon m

ystique

」
と
い
う
刺
激
的
な
論
文
を
著
し
て
、エ
ン
ド
ク
サ
の
「
脱

神
秘
化dem

ystify

」
を
企
て
た
フ
レ
ー
デ
の
立
場
も
、「
エ
ン
ド
ク
サ
の
手
法
」
の
限
界
を
示
す
と
い
う
ま
さ
に
こ
の
一
点
で
、バ
ー

ン
ズ
の
方
向
に
連
な
る
も
の
と
言
え
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
研
究
に
お
け
る
「
エ
ン
ド
ク
サ
の
手
法
」
の
跋
扈
を
糾
弾
す
る
フ
レ
ー

デ
は
、
ク
ラ
ウ
ト37

を
筆
頭
と
し
た
「
エ
ン
ド
ク
サ
の
友
」
を
厳
し
く
批
判
す
る
。
論
文
後
半
の
「
エ
ン
ド
ク
サ
の
手
法
の
精
選
学

説
誌a short eclectic doxography of the endoxic m

ethod

」に
お
い
て
、彼
女
は
オ
ー
ウ
ェ
ン
以
降
の
解
釈
史
と
し
て
、バ
ー
ン
ズ・

ア
ー
ウ
ィ
ン
・
ヌ
ス
バ
ウ
ム
・
ク
ー
パ
ー
の
諸
説
を
瞥
見
し38

、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
研
究
に
お
い
て
「
エ
ン
ド
ク
サ
の
手
法
」

が
蔓
延
る
さ
ま
を
描
き
出
す
（
フ
レ
ー
デ
の
こ
の
議
論
そ
れ
自
体
が
「
エ
ン
ド
ク
サ
の
手
法
」
に
即
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
）。

　

エ
ン
ド
ク
サ
が
「
真
実
ら
し
い
（
だ
が
、
必
ず
し
も
真
な
ら
ず
）plausible

（but not necessarily true

）」
と
い
う
意
味
を
も
っ

て
お
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
は
「
名
誉
あ
る
称
号
で
な
か
っ
た
」
と
の
指
摘
や39

、
倫
理
学
に
お
け
る
「
原
理
・
出
発
点
」

と
エ
ン
ド
ク
サ
を
安
易
に
結
び
つ
け
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
主
張
な
ど40

、
彼
女
の
取
り
上
げ
る
論
点
は
多
岐
に
亘
る
。
こ
う
し
た

彼
女
の
読
み
に
一
貫
し
て
い
る
の
は
、「
エ
ン
ド
ク
サ
の
手
法
」
の
適
用
例
を
き
わ
め
て
狭
く
無
抑
制
論
の
み
に
限
定
す
る
こ
と
で

あ
り
、
こ
の
手
法
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
方
法
論
に
お
け
る
「
規
則
で
は
な
く
例
外
」
で
あ
っ
て
「
唯
一unique

」
で
あ
る
こ
と

を
示
そ
う
と
す
る
態
度
で
あ
る41

。
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さ
ら
に
フ
レ
ー
デ
は
、「
エ
ン
ド
ク
サ
の
手
法
」
だ
け
で
な
く
、「
弁
証
的
問
答
法
」
を
徒
に
振
り
か
ざ
す
こ
と
に
関
し
て
も
否
定

的
で
あ
る
。
何
か
を
主
張
す
る
時
に
「
あ
り
う
る
反
論
」
を
考
慮
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
哲
学
と
い
う
営
み
に
携
わ
る
以
上
、
私
た

ち
の
誰
し
も
が
行
な
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、も
し「
弁
証
的
問
答
法
」が
こ
れ
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
空
虚
な
通
り
名
」

と
な
っ
て
し
ま
う42

。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
エ
ン
ド
ク
サ
の
手
法
」
を
用
い
た
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
も
、一
つ
の
「
エ
ン
ド
ク
サ
」

に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
必
ず
し
も
真
な
ら
ず
」
と
彼
女
は
論
を
結
ぶ43

。

　

た
し
か
に
、フ
レ
ー
デ
の
指
摘
を
一
部
受
け
入
れ
て
、「
エ
ン
ド
ク
サ
の
手
法
」
が
E
N
に
お
い
て
厳
格
に
守
ら
れ
て
い
る
の
は
、

E
N
第
七
巻
前
半
の
無
抑
制
論
の
み
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
E
N
の
随
所
に
お
い
て
こ
の
手
法
が

部
分
的
・
変
則
的
な
か
た
ち
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
は
で
き
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
箇
所
で
は
、
先
に
見
た
（
Ａ
）
現
わ
れ
の

措
定
↓
（
Ｂ
）
難
問
の
導
出・吟
味
↓
（
Ｃ
）
エ
ン
ド
ク
サ
の
証
明
と
い
う
三
つ
の
手
順
が
、無
抑
制
論
と
ま
っ
た
く
同
じ
仕
方
で
は
、

な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。友
愛
論
や
快
楽
論
を
は
じ
め
と
し
て
、E
N
の
諸
箇
所
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
紛
れ
も
な
く「
矛

盾・対
立
す
る
見
解
」
で
あ
り
、ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
れ
ら
を
調
停
し
て
「
解
決
」
す
る
と
い
う
方
針
を
採
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、

そ
の
際
の
「
現
わ
れ
」・「
難
問
」
の
提
示
の
仕
方
は
恣
意
的
で
あ
り
、
第
八
巻
の
友
愛
論
の
よ
う
に
、
は
じ
め
か
ら
「
難
問
」
を
取

り
上
げ
て
す
ぐ
さ
ま
反
駁
に
移
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
第
七
巻
の
快
楽
論
の
よ
う
に
、
諸
説
の
列
挙
の
み
に
留
ま
り
、
そ
れ
ら
が
「
難

問
」
を
孕
ん
で
い
る
こ
と
を
殊
更
に
明
示
し
な
い
こ
と
も
多
い
。

　

フ
レ
ー
デ
曰
く
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
〜
と
見
え
るphainetai

」「
〜
と
思
わ
れ
るdokei

」「
お
そ
ら
くisōs

」
と
い
っ
た
婉

曲
表
現
を
度
々
用
い
て
い
る
の
を
見
習
っ
て
、「
現
代
の
私
た
ち
〔
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
研
究
者
〕
は
、
解
釈
に
お
い
て
自
制
す
べ
き

で
あ
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
テ
ク
ス
ト
が
そ
の
よ
う
な
特
徴
を
正
当
化
す
る
と
こ
ろ
で
の
み
「
エ
ン
ド
ク
サ
の
手
法
」
と
「
弁
証

的
問
答
法
」
に
つ
い
て
も
語
る
べ
き
で
あ
る44

」。
お
そ
ら
く

0

0

0

0

、
こ
う
し
た
フ
レ
ー
デ
の
解
釈
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
本
文
に
お
い
て
「
エ
ン
ド
ク
サ
」
や
「
弁
証
的
問
答
法
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
か
ぎ
っ
て
典
拠
と
す
べ
き
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だ
と
い
う
方
針
で
あ
る
。
E
N
に
お
い
て
「
エ
ン
ド
ク
サ
」
と
い
う
語
は
、
問
題
の
無
抑
制
論
の
箇
所
以
外
で
は
四
度
し
か
用
い

ら
れ
て
お
ら
ず（1098b28, 1122b32, 1127a21, b25

）、こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も「
通
念・定
評
あ
る
見
解
」の
意
味
で
は
解
せ
な
い
。「
弁

証
的
問
答
法
」
と
い
う
語
に
至
っ
て
は
出
現
さ
え
し
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
た
と
え
、
テ
ク
ス
ト
に
明
示
的
な
か
た
ち
で
語
ら
れ

て
い
な
く
と
も
、議
論
に
お
い
て
或
る
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、「
エ
ン
ド
ク
サ
の
手
法
」

や
「
弁
証
的
問
答
法
」
の
理
解
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
な
お
再
考
の
余
地
が
あ
る
。

３　

 『
ト
ピ
カ
』
に
お
け
る
「
弁
証
的
問
答
法
」

　

以
上
の
検
討
を
経
て
見
え
て
き
た
の
は
、
問
題
の
テ
ク
ス
ト
で
語
ら
れ
て
い
る
手
法
が
、
各
研
究
者
に
よ
っ
て
多
様
に
解
釈
さ
れ
て

お
り
、
決
し
て
一
つ
の
像
を
結
ん
で
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
オ
ー
ウ
ェ
ン
は
（
Ａ
）「
現
わ
れ
の
措
定
」、
す
な
わ
ち
人
々
の

意
見
の
列
挙
と
い
う
点
に
焦
点
を
当
て
て
論
じ
、こ
の
手
法
を
『
ト
ピ
カ
』
に
お
け
る
「
弁
証
的
問
答
法
」
と
の
関
連
で
捉
え
て
い
た
。

後
者
の
点
を
否
定
し
た
ク
ー
パ
ー
は
（
Ｂ
）「
難
問
の
導
出
・
吟
味
」
と
い
う
契
機
を
重
視
し
て
、
こ
の
手
法
を
「
難
問
解
決
の
方
法
」

と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、バ
ー
ン
ズ
は（
Ｃ
）「
エ
ン
ド
ク
サ
の
証
明
」に
お
け
る「
エ
ン
ド
ク
サ
」と
い
う
概
念
に
着
目
し
て
、

引
用
で
語
ら
れ
て
い
る
手
順
の
全
体
を
指
す
も
の
と
し
て
「
エ
ン
ド
ク
サ
の
手
法
」
と
い
う
呼
称
を
創
出
す
る
に
至
っ
た
。

　

前
節
で
取
り
上
げ
た
フ
レ
ー
デ
の
論
文
が
示
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
契
機
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
、
こ
の
順
番
通
り
に
用

い
ら
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
、
無
抑
制
論
に
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
フ
レ
ー
デ
の
指
摘
は
、
E
N
の
無
抑
制
論
で
示
さ
れ

て
い
る
手
法
が
そ
の
ま
ま
の
仕
方
で
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

他
箇
所
に
見
ら
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
倫
理
学
の

考
察
の
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
手
順
を
組
み
合
わ
せ
た
り
、
あ
る
い
は
個
別
に
用
い
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
三
つ
の
手
順
の
厳
格
な
適
用
に
固
執
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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そ
れ
で
は
、
こ
の
手
法
と
「
弁
証
的
問
答
法
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。『
ト
ピ
カ
』
第
一
巻
第
二
章
で
は
、「
弁
証
的
問
答

法
」
を
主
題
と
す
る
こ
の
著
作
の
「
探
求
」
の
有
用
性
が
、
四
点
（
三
点
＋
α
）
か
ら
説
明
さ
れ
て
い
る45

。
こ
の
う
ち
第
一
の
論

点
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
あ
ら
た
め
て
見
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
第
二
か
ら
第
四
の
論
点
の
テ
ク
ス
ト
を
検
討
す
る
。
ま
ず
第
二

の
論
点
と
し
て
、「
弁
証
的
問
答
法
」
を
扱
う
『
ト
ピ
カ
』
の
論
考
は
「
討
論
の
た
め
に
」
役
立
つ
と
さ
れ
て
い
る46

。

ま
た
、〔『
ト
ピ
カ
』
の
探
求
は
〕
討
論
の
た
め
に
〔
役
立
つ
〕。
そ
の
理
由
は
、
多
く
の
人
の
見
解
を
枚
挙
し
た
う
え
で
な
ら
、

彼
ら
が
う
ま
く
論
じ
て
い
な
い
と
私
た
ち
に
思
わ
れ
る
点
に
つ
い
て
歩
み
〔
考
え
〕
を
変
え
さ
せ
な
が
ら
、
他
の
人
の
で
は

な
く
、
彼
ら
自
身
の
考
え
を
基
に
し
て
、
彼
ら
と
論
じ
合
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。（Top. 101a30-34

）

　

引
用
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、（
１
）「
多
く
の
人
々
の
見
解
を
枚
挙
し
た
う
え
で
」（
２
）「
歩
み〔
考
え
〕を
変
え
さ
せ
な
が
ら47

」（
３
）

「
彼
ら
自
身
の
考
え
を
基
に
し
て
」　

論
じ
合
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
は
、「
エ
ン
ド
ク
サ
の
手
法
」
に
お
け
る
三

つ
の
手
順
と
緩
や
か
に
重
な
る
が
、
こ
こ
で
は
と
く
に
（
１
）
見
解
の
列
挙
と
い
う
手
順
が
、（
Ａ
）「
現
わ
れ
の
措
定
」
に
ま
さ
し

く
対
応
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

　

つ
ぎ
に
、『
ト
ピ
カ
』
の
探
求
の
有
用
性
に
関
す
る
第
三
の
論
点
に
つ
い
て
、
先
に
見
た
ク
ー
パ
ー
の
解
釈
で
は
、「
難
問
解
決
の

方
法
」
と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
で
「
弁
証
的
問
答
法
」
と
の
関
係
を
濁
し
て
い
た
。
だ
が
、
以
下
の
記
述
は
あ
き
ら
か
に
、

E
N
の
「
エ
ン
ド
ク
サ
の
手
法
」
と
『
ト
ピ
カ
』
に
お
け
る
「
弁
証
的
問
答
法
」
の
つ
な
が
り
を
強
く
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る48

。

ま
た
、〔『
ト
ピ
カ
』
の
探
求
は
〕
哲
学
的
学
問
の
た
め
に
〔
役
立
つ
が
〕、
そ
れ
は
、　
〔
肯
定
・
否
定
〕
双
方
の
〔
立

場
〕
に
関
し
て
難
問
を
突
き
詰
め
れ
ば
、
私
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
真
偽
を
容
易
に
見
極
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

12



（101a34-b4

）

　

こ
こ
で
は
哲
学
的
学
問
に
と
っ
て
『
ト
ピ
カ
』
の
考
察
の
も
つ
有
用
性
が
、「
難
問
の
突
き
詰
め
」
に
よ
る
「
真
偽
」
の
「
見
極
め
」

と
い
う
点
か
ら
説
明
さ
れ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
E
N
と
『
ト
ピ
カ
』
の
両
方
で
「
難
問
を
突
き
詰
め
る
」
と
い
う
ま
っ
た
く

同
じ
単
語
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
先
に
見
た
無
抑
制
論
に
お
け
る
難
問
の
「
解
決
」
は
、
真
説
・
偽
説
の
「
見

極
め
」
に
終
止
す
る
も
の
で
な
く
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
立
場
と
そ
れ
に
反
す
る
「
現
わ
れ
」
と
い
う
二
つ
の
立
場
を
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
が
み
ず
か
ら
の
枠
組
み
か
ら
再
解
釈
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。　

　

最
後
に
、『
ト
ピ
カ
』
の
有
用
性
に
関
す
る
第
四
の
論
点
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
オ
ー
ウ
ェ
ン
が
論
文
「
現
わ
れ
の
措
定
」
で
言

及
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る49

。　

さ
ら
に
、〔『
ト
ピ
カ
』
の
探
求
は
〕
各
々
の
学
に
と
っ
て
の
第
一
の
も
の
の
た
め
に
〔
役
立
つ
〕。
と
い
う
の
も
、
当
の
学
に

固
有
の
原
理
か
ら
、
そ
の
原
理
に
つ
い
て
何
か
を
言
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
原
理
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
第
一
の
も
の
で

あ
る
以
上
、
各
々
に
つ
い
て
の
エ
ン
ド
ク
サ
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
、

こ
の
こ
と
は
弁
証
的
問
答
法
に
固
有
で
あ
る
か
、
と
り
わ
け
相
応
し
い
。
と
い
う
の
も
、〔
弁
証
的
問
答
法
は
〕
吟
味
に
向
い

て
お
り
、
あ
ら
ゆ
る
探
求
の
原
理
の
た
め
の
道
を
有
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。（101a34-b4

）

　

引
用
で
は
、「
エ
ン
ド
ク
サ
に
基
づ
い
て
」「
原
理
」
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
が
「
弁
証
的
問
答
法
」
に
「
固
有
で
あ
る
か
、
と
り

わ
け
相
応
し
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
原
理
」
発
見
の
た
め
の
方
法
と
し
て
「
弁
証
的
問
答
法
」
の
力
を
最
大
限
に
見
積

も
る
の
は
、
ア
ー
ウ
ィ
ン
で
あ
る50

。
彼
の
解
釈
に
お
い
て
は
、「
エ
ン
ド
ク
サ
」
に
基
づ
く
「
弁
証
的
問
答
法
」
は
、『
分
析
論
後
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書
』
の
末
尾
（
第
二
巻
第
十
九
章
）
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
「
知
性
（
知
的
直
観
）nous

」
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、「
第
一
哲
学
」

を
は
じ
め
と
し
た
哲
学
的
学
問
の
「
第
一
原
理the first principles

」
を
確
立
す
る
た
め
の
手
法
と
見
な
さ
れ
る
。

　

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
ア
ー
ウ
ィ
ン
の
見
立
て
に
対
し
て
は
批
判
も
多
く
、
と
り
わ
け
ス
ミ
ス
に
よ
っ
て
、『
ト
ピ
カ
』
に
内
在
的

に
斥
け
ら
れ
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
「
弁
証
的
問
答
法
」
の
特
徴
と
し
て
は
、
ア
ー
ウ
ィ
ン
の
言
う
「
エ
ン
ド
ク
サ
に
基
づ
く
」
と

い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、（
１
）「
問
い
と
答
え
に
よ
っ
て
進
行
す
るproceed by question and answ

er

」
こ
と
と51

、（
２
）「
類

に
限
定
さ
れ
な
い
一
般
性unrestricted generality

」
の
二
点
を
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い52

。
さ
ら
に
、「
弁
証
的
問
答
法
」
が
関
わ
る

の
は
、
個
々
の
学
の
「
第
一
原
理
」
で
は
な
く
、
矛
盾
律
・
排
中
律
と
い
っ
た
各
学
問
を
越
え
て
適
用
さ
れ
る
「
共
通
の
原
理
」
な

の
で
あ
る53

。

　

さ
て
、
以
上
で
『
ト
ピ
カ
』
の
有
用
性
に
関
す
る
三
つ
の
論
点
を
確
認
し
た
が
、
第
二
の
論
点
に
お
け
る
「
見
解
の
枚
挙
」、
第

三
の
論
点
に
お
け
る
「
難
問
を
突
き
詰
め
る
こ
と
」、
そ
し
て
第
四
の
論
点
に
お
け
る
「
エ
ン
ド
ク
サ
に
基
づ
い
て
」
と
い
う
表
現

―
―
こ
れ
ら
と
（
Ａ
）「
現
わ
れ
の
措
定
」（
Ｂ
）「
難
問
の
導
出
・
吟
味
」（
Ｃ
）「
エ
ン
ド
ク
サ
の
証
明
」
の
対
応
関
係
を
見
て
と

る
と
き
、
E
N
の
無
抑
制
論
の
方
法
論
的
記
述
が
、『
ト
ピ
カ
』
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
「
弁
証
的
問
答
法
」
の
議
論
を
踏
ま
え

0

0

0

た
も
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
に
、も
は
や
疑
い
を
挟
む
余
地
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、私
た
ち
が
言
え
る
の
は
、あ
く
ま
で
「
エ

ン
ド
ク
サ
の
手
法
」
に
お
け
る
手
順
の
そ
れ
ぞ
れ
が
「
弁
証
的
問
答
法
」
と
関
わ
る

0

0

0

と
い
う
こ
と
ま
で
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
が
そ
の

ま
ま
「
弁
証
的
問
答
法
」
で
あ
る

0

0

0

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、「
弁
証
的
問
答
法
」
は
、「
エ
ン
ド
ク
サ
の
手
法
」
を
包
含
す

る
よ
う
な
、
よ
り
広
い
概
念
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
視
座
の
も
と
、
以
下
で
は
、「
弁
証
的
問
答
法
」
の
倫
理
学
へ

の
適
用
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
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４　
「
弁
証
的
問
答
法
」
と
倫
理
学

　

ス
ミ
ス
は
「
弁
証
的
問
答
法
」
の
特
徴
と
し
て
「
エ
ン
ド
ク
サ
に
基
づ
く
」
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、（
１
）
問
い
と
答
え
に
よ
っ

て
進
行
す
る
こ
と
、（
２
）
類
に
限
定
さ
れ
な
い
一
般
性
と
い
う
二
つ
を
挙
げ
て
い
た
。

　

前
者
に
関
連
し
て
、
前
節
で
論
じ
残
し
た
『
ト
ピ
カ
』
の
有
益
性
に
関
す
る
第
一
の
論
点
と
し
て
、
こ
の
著
作
の
探
求
は
、「
訓

練
の
た
め
にpros gym

nasian

」（101a28

）
役
立
つ
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
ス
ミ
ス
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に54

、『
ト
ピ
カ
』

第
八
巻
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
問
い
手
と
答
え
手
に
よ
る
や
り
取
り
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
良
い
。
す
な
わ
ち
、
問
い
手
（
攻
撃

側
）
に
対
し
て
答
え
手
（
守
備
側
）
が
肯
定
・
否
定
の
ど
ち
ら
か
を
立
論
す
る
と
（e.g.

「
不
正
を
な
す
こ
と
は
不
正
を
受
け
る
こ

と
よ
り
悪
い
か
否
か
」
と
い
う
問
題
に
対
し
て
「
然
り
」
と
答
え
る55

）、
そ
れ
に
対
し
て
「
然
り
」「
否
」
で
答
え
ら
れ
る
よ
う
な

質
問
（e.g.

「
不
正
を
な
す
こ
と
は
不
正
を
受
け
る
こ
と
よ
り
醜
い
か
否
か
」）
を
問
い
手
が
加
え
て
い
き
、
最
終
的
に
答
え
手
を
矛

盾
に
追
い
込
む
と
い
う
一
種
の
「
知
的
遊
戯
」
で
あ
る
。「
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
」
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
語
は
、
も
と
も
と
対
話
に

よ
る
問
答
の
技
術
を
意
味
す
る
語
で
あ
り
、
プ
ラ
ト
ン
の
「
哲
学
的
対
話
問
答
法
」、
さ
ら
に
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
「
対
話dialogos

」

に
ま
で
遡
る
。
一
般
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
論
駁
法elenchos

」
と
し
て
知
ら
れ
る
問
答
法
は
、
対
話
相
手
を
矛
盾
へ
と
導
き
、「
不

知
」
を
自
覚
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
初
期
対
話
篇
『
ラ
ケ
ス
』
に
お
い
て
、
将
軍
ラ
ケ
ス
と
ニ
キ
ア
ス
は
、
ソ
ク
ラ

テ
ス
と
の
対
話
に
よ
っ
て
自
家
撞
着
に
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
い
、
結
局
「
勇
気
と
は
何
か
」
と
い
う
答
え
の
出
な
い
ま
ま
、「
難
問

aporia

」
を
残
し
て
対
話
篇
は
幕
を
閉
じ
る
。
こ
の
よ
う
な
〈
対
話
の
技
術
〉
と
い
う
広
い
意
味
に
お
い
て
、
倫
理
学
を
は
じ
め
と

し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
随
所
に
認
め
ら
れ
る
〈
先
行
学
説
の
検
討
〉
は
、「
学
説
そ
の
も
の
を
対
話
相
手
と
し
て56

」
な
さ
れ

る
一
種
の
「
弁
証
的
問
答
法
」
の
営
み
だ
と
言
え
る
。

　

さ
ら
に
、後
者
に
関
連
し
て
、ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
ト
ピ
カ
』
冒
頭
に
お
い
て
、こ
の
著
作
の
目
的
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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こ
の
論
考
の
目
的
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
た
ち
が
、
定
立
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
つ
い
て
、
エ
ン
ド
ク
サ
か
ら
推
論
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
ま
た
私
た
ち
自
身
が
議
論
を
引
き
受
け
る
と
き
に
何
ら
矛
盾
し
た
こ
と
を
言
わ
な
い
よ
う
な
方
法

を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。（Top. 100a18-21; cf. Rhet. 1354a1-3

）

　
「
弁
証
的
問
答
法
」
を
主
題
と
す
る
『
ト
ピ
カ
』
は
、「
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
つ
い
て
」「
エ
ン
ド
ク
サ
に
基
づ
い
て
推
論
す
る
こ
と

が
で
き
る
」「
方
法
」
の
発
見
を
目
指
す
。
こ
の
対
象
の
無
制
約
性
と
い
う
点
に
お
い
て
「
弁
証
的
問
答
法
」
は
謂
わ
ば
「
哲
学
と

重
な
る
営
み57

」
で
あ
っ
て
、
倫
理
学
の
場
合
に
限
っ
て
の
み
適
用
不
可
能
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
た
し
か
に
、「
必
ず

し
も
す
べ
て
の
前
提
や
す
べ
て
の
問
題
が
弁
証
的
問
答
法
に
関
わ
る
」（104a5

）
わ
け
で
は
な
い
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
挙
げ
る

「
前
提
・
問
題
」
に
は
、「
倫
理
的
な
も
の
」・「
自
然
的
な
も
の
」・「
論
理
的
な
も
の
」（105b20-21

）
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
実

際
、『
ト
ピ
カ
』
に
お
い
て
、「
定
義
・
固
有
性
・
類
・
付
帯
性
」
と
い
う
四
つ
の
「
述
語
様
式praedicabilia

」
に
即
し
て
論
じ
ら

れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
ト
ポ
ス
」（
論
点
・
論
拠
・
論
法etc.

）
の
用
例
に
は
、「
倫
理
的
な
も
の
」
も
多
く
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
倫
理
学
に
お
い
て
「
弁
証
的
問
答
法
」
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
は
、
な
に
も
な
い
の
で
あ
る
。 

５　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
の
方
法
論

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
、
以
上
で
見
た
よ
う
な
「
弁
証
的
問
答
法
」
を
、
倫
理
学
に
お
け
る
真
理
集
積
の
た
め
の
重
要
な
装
置
と
見

な
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
手
法
に
特
徴
的
な　
「
歩
み
〔
考
え
〕
を
変
え
る
」
と
い
う
契
機
に
つ
い
て
語
る
、
E
E
第
一
巻
第
六

章
の
記
述
か
ら
も
窺
わ
れ
る58

。
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こ
れ
ら
す
べ
て
に
つ
い
て
、
現
わ
れ
を
証
拠
・
範
例
と
し
て
用
い
な
が
ら
、
議
論
を
通
じ
て
確
信
を
求
め
る
よ
う
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
も
っ
と
も
強
力
な
の
は
、
す
べ
て
の
人
が
述
べ
ら
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、
明
確
に
同
意
す

る
こ
と
で
あ
る
が
、そ
れ
が
不
可
能
な
ら
ば
、少
な
く
と
も
何
ら
か
の
仕
方
で
す
べ
て
の
人
が
歩
み〔
考
え
〕を
変
え
た
う
え
で
、

そ
れ
を
な
す
〔
＝
同
意
す
る
〕
だ
ろ
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
各
々
は
、
真
理
に
対
し
て
な
ん
ら
か
の
持
ち
分
を
有

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
証
明
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。（EE1216b26-35

）

　

幸
福
を
論
じ
る
た
め
に
は
、（
１
）「
現
わ
れ
」
を
用
い
な
が
ら
確
信
を
求
め
る
必
要
が
あ
る
が
、
最
初
か
ら
「
す
べ
て
の
人
が
同

意
す
る
」
と
い
う
全
会
一
致
が
難
し
い
以
上
、
人
々
は
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
（
２
）「
歩
み
〔
考
え
〕
を
変
え
た
う
え
で
」
合
意
に

至
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
可
能
と
な
る
の
は
、（
３
）
人
々
に
真
理
の
「
持
ち
分
」
が
内
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
各

人
の
も
つ〈
真
理
の
欠
片
〉に
基
づ
い
て「
証
明
」す
る
こ
と
を
、ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
自
ら
の
方
法
と
し
て
自
覚
的
に
用
い
て
い
た
。

　
E
N
の
無
抑
制
論
の
場
合
と
は
違
っ
て
テ
ク
ス
ト
に
「
エ
ン
ド
ク
サ
」
と
い
う
語
が
登
場
し
な
い
以
上
、こ
こ
で
の
方
法
を
「
エ

ン
ド
ク
サ
の
手
法
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
く
ま
で
一
種
の
「
弁
証
的
問
答
法
」
と
呼
ぶ
ほ
か
な
い
。「
真
で
は
あ
る
が
明

瞭
に
は
語
ら
れ
て
い
な
い
事
柄
か
ら
〔
出
発
し
て
〕、
混
然
と
語
ら
れ
て
い
る
の
が
常
で
あ
っ
た
事
柄
を
、
絶
え
ず
よ
り
識
ら
れ
て

い
る
も
の
に
変
え
な
が
ら
進
む
者
に
と
っ
て
、
明
瞭
な
も
の
が
生
じ
る
だ
ろ
う
」（b26-35

）。

***

　

本
稿
の
冒
頭
で
見
た
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
の
全
体
を
一
貫
し
て

0

0

0

0

0

0

0

「
弁
証
的
問
答
法
」
の
実
践
と
し
て
捉
え
る
と
い

う
「
エ
ン
ド
ク
サ
」
は
、
徐
々
に
そ
の
牙
城
を
崩
し
つ
つ
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
倫
理
学
に
お
い
て
決
し
て
ひ
と
つ
の
方
法
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の
み
を
用
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、場
面
に
よ
っ
て
は
、た
と
え
ば
E
N
第
一
巻
第
七
章
の「
機
能
の
論
証ergon-argum

ent

」な
ど
、

「
論
証
」
を
用
い
る
こ
と
さ
え
も
あ
る
。「
エ
ン
ド
ク
サ
の
手
法
」
と
い
う
数
多
あ
る
手
法
の
う
ち
の
ひ
と
つ
の
型
を
取
り
上
げ
て
、

倫
理
学
の
全
域
に
適
用
す
る
と
い
う
幻
想
は
、「
脱
神
秘
化
」
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。

　

だ
が
、
今
や
主
流
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
う
し
た
解
釈
の
方
向
を
受
け
止
め
つ
つ
も
、
本
稿
で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
が
、

或
る
種
の
「
弁
証
的
問
答
法
」
の
性
格
を
有
す
る
可
能
性
が
論
じ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
E
N
第
七
巻
で
語
ら
れ
る
三
つ
の
手
順
と
『
ト

ピ
カ
』
で
語
ら
れ
る
論
点
の
対
応
を
介
し
て
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
問
い
手
と
答
え
手
に
よ
る
〈
対
話
の
技
術
〉
と
い
う
も
っ
と
も

広
い
意
味
に
お
い
て
で
あ
り
、
ま
た
「
弁
証
的
問
答
法
」
そ
の
も
の
が
持
つ
適
用
範
囲
の
普
遍
性
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
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註

1　

endoxa

の
邦
訳
に
関
し
て
は
統
一
さ
れ
て
お
ら
ず
、
訳
者
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。cf.

「
定
評
あ
る
意
見
」（
神
崎
訳
）、

「
通
念
」（
渡
辺
・
立
花
訳
）、「
多
く
の
人
々
の
是
認
す
る
考
え
」・「
一
般
的
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
信
念
」（
岩
田
）。

2　

cf. 

岩
田
（1985

：1

）. 

3　

従
来
の
訳
語
は
「
弁
証
法
」・「
弁
証
術
」
で
あ
っ
た
が
、
新
版
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
で
は
概
ね
「
問
答
法
」
と
い
う
訳
語
に

改
め
ら
れ
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ア
語
の
原
義
に
戻
る
と
い
う
意
味
で
は
至
極
真
っ
当
だ
が
、dialektikē

と
い
う
単
語
は
爾
後
の

哲
学
史
に
お
け
るD

ialektik

と
の
つ
な
が
り
が
強
く
意
識
さ
れ
る
語
で
あ
る
（
実
際
、
フ
レ
ー
デ
は
、
本
稿
第
二
節
で
検
討

す
る
論
文
の
終
わ
り
の
ほ
う
で
、
マ
ル
ク
ス
の
弁
証
法
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
）。
こ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
捨
て
去
る
に
は
忍

び
な
く
、
本
稿
で
は
妥
協
案
と
し
て
「
弁
証
的
問
答
法
」
と
い
う
や
や
ぎ
こ
ち
な
い
語
で
も
っ
て
訳
出
す
る
。

4　

cf.

「
さ
て
、
真
な
る
第
一
の
諸
前
提
か
ら
推
論
が
な
さ
れ
る
場
合
、〔
…
〕
そ
の
推
論
は
論
証
で
あ
る
。
他
方
、
エ
ン
ド
ク
サ

か
ら
な
さ
れ
る
推
論
は
、
弁
証
的
問
答
法
の
推
論
で
あ
る
」（Top. 100a27-30

）。 

5　

cf. N
atali

（2007

：376

）; B
urnet

（1900

：xxxix
）「
私
た
ち
は
、
い
か
に
し
て
人
間
に
と
っ
て
の
「
善
」
の
定
義
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
の
答
え
は
、
私
た
ち
が
弁
証
的
問
答
の
手
法the m

ethod of D
ialectic

を
採
用
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」。

6　

cf. 

神
崎
（2014

：267

）「「
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
の
提
示
」〔
…
〕、「
困
難
の
明
示
」、「
出
発
点
の
共
有
」
の
三
段
階
が
、
初
期

の
論
考
か
ら
一
貫
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
の
方
法
で
あ
る
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