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　Platon

　Platon 
は
何
故
に
共
産
主
義
者
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
。
此
人
は
人
の
心
を
植
物
性
、
動
物
性
、
精
神
性

の
三
つ
に
分
つ
た
。
植
物
性
は
榮
養
、
動
物
性
は
感
情
、
精
神
性
は
智
慧
で
あ
る
。
此
人
は
又
こ
れ
と
併

行
し
て
社
會
を
勞
動
者
、
防
禦
者
、
思
惟
者
の
三
つ
に
分
つ
た
。
勞
動
者
は
農
、
工
、
商
で
あ
る
。
防
禦

者
（
φ
ς
）
は
兵
で
あ
る
、
軍
人
で
あ
る
。
思
惟
者
は
哲
學
者
で
、
同
時
に
政
治
家
で
あ
る
。
さ
て
上
の

思
惟
者
と
中
の
防
禦
者
と
の
た
め
に
金
錢
と
婦
女
と
を
私
畜
す
る
こ
と
を
禁
ぜ
よ
う
と
し
た
。
上
中
の
二

階
級
の
た
め
に
共
産
主
義
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。

　
昔
は
支
那
で
も
宰
相
が
死
ん
で
葬
を
す
る
錢
の
な
い
の
を
譽
と
し
た
。
又
軍
人
が
錢
を
愛
す
る
の
は
惡

い
と
し
た
。
女
色
に
溺
れ
て
は
な
ら
ぬ
の
は
上
に
あ
る
も
の
の
務
で
あ
つ
た
。
又
印
度
で
も
僧
尼
は
獨
身

者
で
、
乞
食
は
淨
行
で
あ
つ
た
。
基
督
教
の
無
配
偶
者
（coelebs

）
乞
食
者
（m

endicans

）
も
こ
れ
に

似
て
ゐ
た
。Platon 

は
社
會
上
中
の
二
階
級
の
た
め
に
こ
れ
を
制
度
化
し
て
、
妻
孥
財
寶
の
繋
縛
を
脱
せ

し
め
、
全
力
を
擧
げ
て
國
家
の
た
め
に
盡
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
國
家
の
た
め
に
盡
す
と
は
ど
う
す
る
の
か
。
國
民
を
し
て
公
正
（
δ
ι
κ
α
τ
ο
σ
※
ν
η
）
を
得
し
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む
る
の
謂
で
、
こ
れ
は
禀
賦
各
相
殊
な
る
も
の
を
し
て
適
材
の
適
處
に
居
る
に
至
ら
し
む
る
に
外
な
ら
ぬ

の
で
あ
る
。
國
家
の
幸
福
は
こ
れ
よ
り
生
じ
て
來
る
。
即
富
國
強
兵
策
で
あ
る
。

　
そ
し
て
下
の
階
級
た
る
農
工
商
は
總
て
問
題
外
に
置
か
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
が
狹
義
の
人
民
（
δ
η
μ
ο

ς
）
で
、Platon 

は
こ
れ
を
敵
視
す
る
と
明
言
し
て
憚
ら
な
い
。
啻
に
そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
其
下
に
は

又
奴
隷
が
必
要
の
一
團
と
し
て
存
在
せ
し
め
て
あ
る
。

　
此
下
の
階
級
の
中
に
今
相
對
峙
し
て
ゐ
る
資
本
家
と
勞
動
者
と
が
打
し
て
一
丸
を
な
し
て
入
れ
て
あ
る

の
が
可
笑
し
い
。
營
々
役
々
と
し
て
錙
銖
の
利
を
爭
つ
て
、
成
功
し
て
資
本
家
と
な
つ
て
ゐ
る
も
の
も
、

こ
れ
を
羨
望
し
つ
つ
勞
動
者
と
な
つ
て
ゐ
る
も
の
も
、Platon 

の
目
か
ら
見
れ
ば
等
し
く
賤
業
者
（
β
ά

ν
α
υ
σ
ο
ς
）
で
あ
る
。
此
に
個
人
主
義
と
民
政
主
義
と
の
否
定
が
あ
る
。

　Platon 

の
理
想
國
は
上
中
二
階
級
の
た
め
に
は
共
産
主
義
、
下
一
階
級
の
た
め
に
は
非
個
人
主
義
、
非

民
政
主
義
を
以
て
組
織
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
概
括
し
て
言
へ
ば Platon 

は
貴
族
主
義
者
で
あ
る
、
非
平
等

主
義
者
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　A

ristoteles
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　Platon 

は
人
生
の
幸
福
を
、
絶
て
自
己
の
利
害
を
顧
み
ず
に
國
家
の
た
め
に
盡
瘁
す
る
中
に
求
め
た
。

こ
れ
に
反
し
て A

ristoteles 

の
政
論
は
人
生
の
幸
福
を
、
我
が
有
と
な
す
も
の
が
あ
つ
て
始
て
成
立
す
べ

き
も
の
と
な
し
た
。
彼
は
純
利
他
で
あ
る
。
此
は
自
利
が
あ
つ
た
上
の
利
他
で
あ
る
。
こ
こ
に Platon 

の
國
家
集
産
主
義
に
對
す
る A

ristoteles 

の
個
人
主
義
が
あ
る
。

　
こ
の
自
利
が
あ
つ
た
上
の
利
他
は
何
處
か
ら
出
て
來
る
か
。A

ristoteles 

は
こ
れ
を
人
間
天
賦
の
仁

（
φ
ι
λ
※
α
）
に
求
め
た
。
仁
は
社
會
的
感
情
で
あ
る
。
そ
し
て
此
感
情
は
人
間
の
平
等
を
待
つ
て
始

て
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
相
異
な
る
人
と
人
と
の
間
に
も
亦
能
く
生
ず
る
。
そ
し
て
自
利
の
心
は
こ
れ

に
由
つ
て
調
節
せ
ら
れ
る
。
此
調
節
を
制
度
の
目
的
と
な
し
て
、
こ
こ
に
有
機
物
た
る
國
家
が
成
り
立
つ
。

　Platon 

の
國
家
は
上
二
階
級
を
し
て
全
く
自
利
の
心
を
棄
て
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
此
の
如

き
器
械
的
國
家
は
成
り
立
た
な
い
。
よ
し
や
そ
れ
が
成
り
立
つ
た
と
し
て
も
望
ま
し
く
な
い
。
何
故
と
い

ふ
に
、
若
し
自
利
の
心
が
な
い
と
き
は
人
の
事
業
に
勵
み
が
な
い
。
緊
張
が
な
い
。
緊
張
が
な
く
て
は
發

展
が
な
い
。
文
化
が
滅
び
る
。

　
國
家
は
私
産
を
認
め
、
結
婚
を
認
め
て
、
此
勵
み
、
此
緊
張
を
助
成
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
に

共
産
主
義
が
否
定
せ
ら
れ
る
。

　
私
産
を
認
め
、
結
婚
を
認
め
る
と
、
貧
富
幸
不
幸
が
生
ず
る
。
國
家
の
制
度
は
此
懸
隔
が
大
き
く
な
ら
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ぬ
や
う
に
調
節
し
て
行
く
べ
き
で
あ
る
。
（Politik 

Ⅶ.

）
こ
こ
に A

ristoteles 

の
社
會
政
策
が
あ
る
。

　Platon 

の
理
想
國
は
上
二
階
級
が
人
人
皆
君
子
で
な
く
て
は
成
り
立
た
な
い
。A

ristoteles 

の
國
家
は

凡
俗
の
團
體
で
あ
る
。
し
か
し
凡
俗
を
し
て
小
人
よ
り
遠
ざ
か
り
、
君
子
に
近
づ
か
し
め
よ
う
と
し
て
ゐ

る
。
此
向
上
の
動
機
が
即
仁
で
あ
る
。
仁
は
個
人
の
存
續
（
自
利
）
を
抑
へ
て
、
人
類
の
存
續
（
利
他
）

を
揚
げ
よ
う
と
す
る
自
然
の
手
段
で
あ
る
。
國
家
は
凡
俗
の
國
家
で
あ
る
か
ら
、
凡
俗
を
し
て
政
に
參
せ

し
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
此
時
に
當
つ
て
、
君
子
に
近
い
凡
俗
は
政
の
た
め
に
有
利
で
、
ま
だ
小
人
よ

り
遠
ざ
か
ら
な
い
凡
俗
は
政
の
た
め
に
不
利
で
あ
る
。
是
は
已
む
こ
と
を
得
な
い
。
國
家
は
少
數
の
君
子

（
貴
族
）
に
特
權
を
與
へ
ず
、
自
恣
を
敢
て
せ
し
め
な
い
で
、
同
時
に
又
多
數
の
小
人
を
し
て
横
暴
な
ら

し
め
ざ
る
こ
と
を
努
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
珍
物
（
君
子
）
を
も
あ
り
ふ
れ
た
物
（
小
人
）
を
も
併
せ

用
ゐ
て
料
理
の
獻
立
は
出
來
る
の
で
あ
る
。
（Politik 

Ⅲ.

）

　A
ristoteles 

は
此
政
治
上
公
平
を
し
て
經
濟
上
公
平
と
併
行
せ
し
め
よ
う
と
し
た
。
國
家
は
多
數
を
し

て
適
度
の
富
を
有
せ
し
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
（Politik 

Ⅶ.

）
國
家
は
個
人
の
需
要
を
超
過
す
る
蓄

財
を
抑
制
し
、
黄
金
を
以
て
人
生
の
最
貴
重
物
と
す
る
が
如
き
射
利
を
禁
遏
す
べ
き
で
あ
る
。
（Politik 

Ⅰ.

）
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　Stoa 

派

　Stoa 
派
も
亦
人
間
が
自
己
を
存
續
せ
む
と
欲
す
る
心
、
自
利
の
心
を
人
生
觀
の
發
足
點
と
す
る
。
自

利
は
人
の
第
一
策
勵
（
π
ρ
※
τ
η 

※
ρ
μ
※
）
で
あ
る
。
（Seneca.

）
人
に
此
心
を
賦
し
て
其
種
屬

を
存
續
せ
し
む
る
の
は
自
然
の
詭
謀
で
あ
る
。
（A

ulus G
ellius

）
そ
れ
ゆ
ゑ
に
自
然
は
又
人
に
こ
れ
を

調
節
す
べ
き
共
同
生
活
の
策
勵
を
與
へ
た
。
種
屬
の
利
害
は
主
に
し
て
、
個
々
の
利
害
は
從
で
あ
る
。

（C
icero

）
人
間
は
自
利
か
ら
發
足
し
て
利
他
に
到
著
せ
ざ
る
こ
と
を
得
な
い
。

　
此
人
生
觀
は
此
派
の
汎
神
教
と
關
聯
し
て
ゐ
る
。
萬
有
を
支
配
す
る
唯
一
の
理
性
は
、
個
々
の
人
に
も

行
き
わ
た
つ
て
ゐ
る
筈
で
あ
る
。
哲
人
は
自
利
の
た
め
に
隱
遁
し
な
い
で
、
や
は
り
衆
人
と
伍
す
る
。
小

人
が
利
他
に
入
る
こ
と
が
出
來
な
く
て
、
自
利
を
以
て
終
始
す
る
の
は
惡
の
極
で
あ
る
。
（C

icero

）

　A
ristoteles 

の
仁
は
此
派
に
至
つ
て
非
常
に
發
展
し
た
。
こ
れ
に
温
み
が
加
は
つ
て
愛
に
な
り
（Panae

tius

）
、
基
督
教
の
基
礎
を
据
ゑ
た
。
又
こ
れ
に
廣
さ
が
加
は
つ
て
世
界
を
覆
ふ
に
至
つ
た
。

　
前
に
は
希
臘
人
の
目
中
に
只
希
臘
人
が
あ
つ
た
。
印
度
人
が
印
度
人
を
の
み
人
（
〔a^rja

〕
）
と
し
た

と
同
じ
で
あ
る
。
支
那
人
が
版
圖
外
の
人
を
夷
狄
と
し
た
と
同
じ
で
あ
る
。
然
る
に
歴
山
大
帝
の
遠
征
の

後
に
、
東
方
の
異
民
族
が
希
臘
に
流
れ
込
ん
で
來
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
學
問
藝
術
の
上
に
異
能
を
發
揮
し
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た
。Stoa 

派
の
鼻
祖 Zeno 

は
來
歴
不
明
の
人
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
東
方
か
ら
來
た
。
希
臘
人
は
始
て

希
臘
人
で
な
い
人
も
亦
人
だ
と
曉
つ
た
。
そ
し
て
人
を
品
評
す
る
に
は
民
族
を
以
て
高
下
す
べ
か
ら
ず
、

徳
性
を
以
て
高
下
す
べ
し
（Eratothenes

）
と
云
つ
た
。
仁
は
世
界
の
愛
と
な
つ
て
、
こ
こ
に
國
際
主
義

が
萌
芽
し
た
。

　
し
か
し
精
神
的
貴
族
（Seneca

）
を
唯
一
の
貴
族
な
り
と
し
、
人
間
の
多
數
を
只
形
の
み
獸
に
異
な
り

と
す
る
（K

leanthes
）
が
如
き
此
派
は
民
政
主
義
に
向
つ
て
は
進
ま
な
か
つ
た
。
啻
に
然
る
の
み
で
は
な

い
。
そ
の
理
想
と
す
る
哲
人
の
國
は
、Platon 

の
そ
れ
と
同
じ
く
、
財
産
と
婦
女
と
を
私
有
せ
し
め
な
い

國
で
あ
る
。
貨
幣
を
だ
に
造
ら
な
い
國
で
あ
る
。
此
國
に
は
敵
は
無
い
。
民
族
の
限
界
が
撤
廢
せ
ら
れ
て
、

四
海
同
胞
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
（D

iogenes Laertius

）
こ
こ
に Platon 

の
高
等
共
産
主
義
が
再
現
し

た
。
そ
し
て
そ
の
中
に
新
に
人
權
（jus generis hum

ani

）
の
思
想
が
頭
を
擡
げ
た
。

　
世
界
の
愛
の
國
際
主
義
と
哲
人
の
國
の
精
神
的
貴
族
主
義
と
の
間
に
は
、
永
遠
に
填
む
る
こ
と
の
出
來

な
い
谿
壑
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　Epikuros
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　Epikuros 

の
自
利
は
自
己
の
快
適
を
以
て
人
生
の
唯
一
目
的
と
す
る
に
在
る
。
し
か
し
共
同
生
活
に
待

つ
こ
と
あ
る
が
故
に
利
他
を
棄
て
は
し
な
い
。
只
其
利
他
は
人
類
を
愛
す
る
故
の
行
で
も
な
く
、
人
類
の

存
續
を
欲
す
る
故
の
行
で
も
な
く
、
畢
竟
自
己
の
快
適
を
得
む
が
た
め
の
打
算
で
あ
る
。
國
法
は
個
々
の

人
民
を
し
て
快
適
を
得
し
め
む
が
た
め
の
契
約
で
、
亦
復
打
算
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
に Epikuros 

の
社

會
は
功
利
主
義
の
社
會
に
外
な
ら
な
い
。

　
此
よ
り
後
希
臘
に
は
哲
學
上
に
社
會
を
視
る
こ
と
が
疎
ん
ぜ
ら
れ
て
、Plotinos 

は
政
を
論
ず
る
は
學

者
の
務
で
な
い
と
さ
へ
云
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
希
臘
及
羅
馬
時
代

　
社
會
方
面
か
ら
觀
れ
ば
、
希
臘
時
代
は
威
力
を
以
て
勞
動
者
を
抑
壓
し
て
ゐ
た
時
代
だ
と
い
ふ
こ
と
は
、

奴
隷
の
存
在
を
以
て
證
せ
ら
れ
る
。
只
思
想
上
に
哲
學
的
共
産
主
義
が
有
つ
た
の
で
あ
る
。

　
民
政
方
面
か
ら
觀
れ
ば
、
こ
れ
に
反
し
て
希
臘
に
は
、
思
想
上
に A

ristoteles 

の
凡
俗
政
治
が
説
か
れ
、

こ
れ
と
共
に
事
實
上
に
民
政
國
が
有
つ
た
。

　
最
初
の
民
政
は
農
夫
と
牧
人
と
の
立
て
た
も
の
で
あ
る
。
憲
法
上
に
は
今
の
瑞
西
の
民
政
に
似
て
ゐ
る
。
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こ
れ
は
奴
隷
を
除
外
し
て
云
ふ
も
の
な
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
雅
典
市
の
民
政
に
は
三
期
を
劃
す
る
こ

と
が
出
來
る
。
第
一
期
に
は
男
女
公
民
の
間
に
正
當
に
生
れ
た
人
に
參
政
權
が
あ
つ
た
。
し
か
し
實
際
は

生
計
に
餘
裕
の
あ
る
も
の
が
此
權
を
行
使
し
た
。
第
二
期
に
は
奴
隷
に
非
る
も
の
が
皆
有
權
者
と
な
つ
た
。

生
計
に
餘
裕
の
あ
る
も
の
が
此
權
を
行
使
し
た
こ
と
は
上
に
同
じ
で
あ
る
。
第
一
期
を Solon

（594 a. C

hr.

）
か
ら K

leisthenes

（508

）
ま
で
、
第
二
期
を K

leisthenes 

か
ら A

risteides

（462

）
ま
で
と
算
す

る
。
此
間
に
波
斯
戰
が
あ
る
。
農
業
が
衰
へ
る
。
商
工
業
が
盛
に
な
る
。
勞
動
者
（
奴
隷
を
除
く
）
が
公

民
に
な
る
。
そ
こ
で
民
政
が
第
三
期
に
入
つ
て
、Perikles 

は
民
會
に
出
る
も
の
に
始
て
手
當
を
給
し
た
。

（403

）
そ
し
て
こ
れ
ま
で
民
會
の
決
議
は
立
法
で
あ
つ
た
の
に
、
今
は
す
ぐ
に
行
政
に
な
つ
た
。
其
迹

は
專
制
に
類
す
る
。A

ristoteles 
は
こ
れ
を
無
憲
法
だ
と
評
し
て
ゐ
る
。
（Politik 

Ⅳ.

）
此
時
始
て
職
業

的
政
治
家
（
δ
η
μ
α
γ
ω
γ
ς
）
が
出
て
、
嘗
て
侫
臣
が
暴
君
に
媚
び
た
や
う
に
人
民
に
媚
び
た
。

（Politik 

Ⅴ.

）

　
羅
馬
時
代
に
入
つ
た
後
も
、
ま
だ
社
會
上
に
は
奴
隷
が
あ
つ
て
、
威
力
の
抑
壓
が
こ
れ
に
加
へ
ら
れ
て

ゐ
た
。
し
か
し
奴
隷
が
も
は
や
こ
れ
に
安
ん
じ
て
ゐ
な
い
。Sicilia 

の
奴
隷
一
揆
（142 a. C

hr.

）
は
希

臘
、M

akedonia 

か
ら
小
亞
細
亞
ま
で
も
波
及
し
た
。
羅
馬
は
全
力
を
鎭
壓
に
費
し
て
二
萬
人
を
磔
刑
に

處
し
た
。
（132

）
尋
い
で A

ristonikos 

が Pergam
on 

に
起
つ
て
、
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
撤
廢
を
唱
へ
た
。
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羅
馬
は
此
一
揆
を
滅
す
た
め
に
手
段
を
選
ぶ
に
遑
あ
ら
ず
、
井
を
毒
す
る
に
至
つ
た
。
其
手
段
は
毒
瓦
斯

よ
り
も
酷
で
あ
る
。
尋
い
で Sicilia 

の
一
揆
が
再
擧
を
謀
つ
て
、
内
訌
は
五
年
に
亘
つ
た
。
（101

）
尋

い
で
伊
太
利
本
土
に
力
士
一
揆
が
起
つ
た
。Padua 

の
武
藝
指
南
所
で
遊
戲
に
供
す
る
力
士
を
奴
隷
の
中

か
ら
養
成
し
て
ゐ
た
の
が
一
揆
の
源
に
な
つ
て
、
智
略
あ
る Spartakus 

を
首
領
に
戴
い
た
の
で
あ
る
。

羅
馬
が
こ
れ
を
平
定
し
た
と
き
、
羅
馬
か
ら Padua 

に
通
ず
る
本
街
道
だ
け
に
磔
柱
六
百
を
數
へ
た
さ
う

で
あ
る
。
（71

）

　
羅
馬
時
代
に
は
事
實
と
し
て
の
民
政
は
無
か
つ
た
。
所
謂
羅
馬
の
共
和
政
は
只
一
面
よ
り
命
ぜ
ら
れ
た

名
で
（Polybius

）
實
は
貴
族
政
で
あ
り
、
君
主
政
で
あ
つ
た
。
（N

iese

）

　
　
　
　
　
　Essaioi

　
希
臘
人
の Essaioi 

又 Essenoi 

と
稱
す
る
徒
黨
が
猶
太
に
あ
つ
た
。
此
名
の
由
來
す
る
所
は
不
明
で
あ

る
。H
ebraios 

語
か
ら
出
た
と
す
る
と
、
〔C

ha^isdi`m
〕 

信
者
を
語
源
と
し
な
く
て
は
な
る
ま
い
。C

h

aldaios 

語
か
ら
出
た
と
す
る
と
、
〔asa^

〕 

療
す
る
、
〔a^saya^

〕 

醫
師
を
語
源
と
す
る
こ
と
と
な
る

で
あ
ら
う
。
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此
黨
の
籍
に
入
る
も
の
は
私
産
を
擧
げ
て
黨
の
金
庫
に
納
め
る
。
戰
爭
を
忌
ん
で
、
兵
器
を
造
る
こ
と

を
肯
ぜ
な
い
。
都
會
は
罪
惡
の
淵
藪
な
る
が
故
に
住
ま
な
い
。
商
業
は
貪
婪
の
本
な
る
が
故
に
從
事
し
な

い
。
人
は
人
に
使
役
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
な
い
と
す
る
が
故
に
首
領
を
戴
か
な
い
。
奴
隷
制
度
を
以
て
人

道
に
背
く
も
の
と
す
る
。
勞
動
を
以
て
人
生
の
義
務
と
す
る
。
標
識
に 

蔽  

膝 

ま
へ
か
け

と 

柄  

杓 

ひ
し
や
く

と
を
選
ん
だ
所

以
で
あ
る
。
今
の
語
を
以
て
言
へ
ば
、
此
黨
は
一
種
の
生
産
組
合
で
あ
る
。
又
類
例
を
以
て
云
へ
ば
、
天

香
西
田
氏
詰
の
唱
道
す
る
所
が
、
種
々
の
點
に
於
て
こ
れ
に
近
似
し
て
ゐ
る
。

　
然
れ
ば Essaioi 

は
共
産
主
義
者
で
あ
る
。
し
か
し
希
臘
哲
學
の
共
産
が
善
（
κ
α
λ
ο
κ
※
γ
α
θ

※
α
）
を
成
さ
む
と
す
る
道
徳
上
の
手
段
に
過
ぎ
な
か
つ
た
と
同
じ
く
、
此
黨
の
共
産
は
神
に
仕
へ
む
が

た
め
の
宗
教
上
の
手
段
に
過
ぎ
な
い
。
只
希
臘
人
は
口
に
共
産
を
説
い
た
の
み
で
あ
る
の
に
、
此
黨
は
身

に
こ
れ
を
行
つ
た
。
彼
も
此
も
共
産
を
以
て
人
生
の
目
的
と
す
る
今
の
共
産
主
義
と
は
別
で
あ
る
。

　Essaioi 

の
思
想
は
源
を
何
所
に
發
し
た
か
を
知
ら
な
い
。
或
る
ひ
と
は
希
臘
最
古
の Pythagoras 

の

説
が
希
臘
に
再
興
せ
ら
れ
て
、
そ
れ
が
此
思
想
を
生
ん
だ
と
い
ふ
。
「
朋
友
は
一
切
の
物
を
共
有
す
る
」

（
κ
ο
ι
ν
ὰ
τ
ὰ
τ
※
ν 

φ
※
λ
ω
ν
）
と Pythagoras 

は
云
つ
た
の
で
あ
る
。
或
る
ひ
と
は Stoa 

派
の
四
海
同
胞
國
の
共
産
か
ら
出
た
と
い
ふ
。
又
或
る
ひ
と
は
佛
教
か
ら
來
た
と
い
ふ
。
若
し
佛
教
か
ら

來
た
と
す
る
と
、
西
田
氏
の
思
想
と
同
源
だ
と
い
ふ
こ
と
に
歸
著
す
る
だ
ら
う
。
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　Essaioi 

は Jerusalem
 

よ
り
死
海
の
沿
岸
に
及
び
、Syria 

に
及
び
、Palaestina 

の
全
土
に
瀰
漫
し
、

五
千
餘
人
を
算
し
た
。
基
督
前
百
五
十
年
よ
り
起
つ
て
、
基
督
誕
生
後
に
至
つ
て
も
其
跡
を
絶
た
な
か
つ

た
。
基
督
が
啻
に
希
臘
哲
學
の
影
響
を
受
け
た
の
み
で
な
く
、
亦
此
の
黨
の
思
想
（Essenism

us

）
に
影

響
せ
ら
れ
た
こ
と
は
疑
を
容
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
猶
太
希
臘
の
古
田
制

　
古
代
民
族
の
間
に
貧
富
の
懸
隔
を
生
じ
た
の
は
、
主
に
權
豪
が
田
地
を
兼
併
す
る
が
た
め
で
あ
つ
た
。

　
猶
太
の
地
に
は
初
め
武
力
を
以
て
こ
れ
を
占
有
し
た
小
土
豪
が
割
據
し
て
ゐ
た
。
其
間
に
民
業
は
次
第

に
遊
牧
よ
り
稼
穡
に
移
つ
て
、
葡
萄
橄
欖
が
栽
培
せ
ら
れ
た
。
織
Ⅱ 7.

）
富
者
は
貧
者
を
蹂
躙
し
た
。

（
同
上 A

m
os 

Ⅳ 1.

）

　
農
民
は
負
債
し
た
。
先
づ
收
穫
を
人
手
に
わ
た
し
、
次
に
田
地
を
質
入
し
、
又
手
放
し
た
。
大
地
主
が

出
來
た
。
（
同
上 Jesajah 

Ⅴ 8.

）
賄
賂
が
法
廷
を
腐
敗
せ
し
め
た
。
（
同
上 A

m
os 

Ⅵ 12; 

王
第
二
書

 

Ⅳ 1; A
m

os 

Ⅱ 6; Jesajah 

Ⅰ 21, 

Ⅴ 7, 

Ⅹ 1.

）

　
貧
者
の
叫
は
豫
言
者 Jesajah 

の
口
を
籍
り
て
發
せ
ら
れ
た
。
聖
王
を
待
つ
聲
は
少
壯
な
る Josia 

王
を
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動
か
し
て
、D

euteronom
ion 

の
制
が
敷
か
れ
た
。
第
七
日
の
休
暇
は
今
の
勞
動
者
の
要
求
に
似
た
制
限

で
あ
る
。
第
三
年
の
收
穫
は
擧
げ
て
貧
人
に
與
へ
ら
れ
る
。
第
七
年
に
は
田
地
が
故
主
に
還
さ
れ
、
奴
隷

が
解
放
せ
ら
れ
る
。
法
廷
は
生
計
に
必
須
な
る
物
品
を
差
押
ふ
る
こ
と
を
得
な
い
。
（621 a. C

hr.

）
法

は
ま
こ
と
に
美
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
實
施
せ
む
こ
と
は
難
か
つ
た
。
そ
こ
で
後
に
は
第
七
年
の
田
地

還
主
、
奴
隷
解
放
が
第
五
十
年
に
改
め
ら
れ
た
。
所
謂 Jobel 

年
制
（H

ebraios 

語 Jobel 

金
鼓
）
で
あ

る
。

　
希
臘
は
早
く
開
け
た
國
で
、
古
來
田
地
は
私
有
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
親
が
子
に
分
つ
慣
習
の
た
め
に
個

人
所
有
地
の
面
積
は
次
第
に
小
さ
く
な
る
傾
向
を
有
し
て
ゐ
た
。
又
人
口
過
多
の
結
果
（
前
八
、
七
世
紀

）
、
地
中
海
沿
岸
の
殖
民
を
見
る
に
至
つ
た
。
（
前
六
世
紀
）

　
海
上
貿
易
の
開
け
た
の
は
、
穀
物
を
輸
入
せ
む
が
た
め
で
あ
る
。
富
豪
が
頭
を
擡
げ
て
、
田
地
を
兼
併

し
た
。
農
民
が
負
債
し
て
、
奴
隷
に
せ
ら
れ
た
。
金
相
場
の
升
降
は
活
溌
で
、
金
利
は
一
八
％
で
あ
つ
た
。

田
地
を
失
つ
て
小
作
人
に
な
つ
た
小
農
に
※
κ
τ
※
μ
ο
ρ
ο
ι
の
名
が
あ
つ
た
の
は
六
分
農
の
義
で
あ

る
。
收
穫
の
六
分
の
五
は
地
主
が
取
つ
た
。

　
此
時
初
め
君
主
政
の
行
は
れ
た A

ttike

（A
then

）
は
貴
族
政
に
一
變
し
て
ゐ
て
、
實
權
は
大
地
主
の

手
に
あ
つ
た
。
人
民
の
要
求
す
る
所
は
田
地
の
割
換
（
班
田
收
授
）
で
あ
る
。D

rakon 

の
法
は
頗
る
富
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人
を
し
て
讓
歩
せ
し
め
た
。
（623 a. C

hr.

）Solon 

は
仲
裁
者
（
δ
ι
α
λ
λ
α
κ
τ
ς
）
と
稱
せ
ら

れ
た
が
、
中
裁
（
居
中
調
停
、
勞
資
協
商
）
と
は
階
級
鬪
爭
の
中
裁
を
謂
つ
た
も
の
で
あ
る
。
奴
隷
を
解

放
す
る
。
貨
幣
を
小
に
す
る
。
輸
出
を
禁
ず
る
。
（
油
は
此
限
に
在
ら
ず
。
）
是
が
社
會
政
策
で
あ
つ
た
。

（594 a. C
hr.

）A
then 

は
是
よ
り
民
政
の
初
中
後
三
期
に
入
つ
た
。
初
期
は
此
よ
り K

leisthenes 

に
至

り
、
（-508
）
中
期
は A

risteides 

に
至
り
、
（-462

）
後
期
は Perikles 

に
至
る
。
（-403

）

　
中
裁
者 Solon 
は
一
切
の
時
、
一
切
の
所
の
中
裁
者
の
否
運
を
代
表
し
て
ゐ
る
。
上
流
は
そ
の
兼
併
し

て
ゐ
る
田
地
の
債
券
石
標
を
拔
き
去
ら
れ
た
の
を
憤
つ
た
。
下
流
は
田
地
の
割
換
を
求
め
て
得
な
い
の
を

怨
ん
だ
。
中
流
は
新
制
度
が
下
流
を
し
て
我
利
圈
を
侵
さ
し
め
る
の
を
惡
ん
だ
。
そ
し
て
新
制
度
が
血
を

流
す
革
命
を
防
い
だ
こ
と
を
首
肯
す
る
も
の
は
絶
て
無
か
つ
た
。Solon 

は
悄
然
と
し
て
亡
命
し
た
。

　Solon 

去
後
の A

then 

は
機
に
投
じ
て
私
を
營
む
策
士
の
手
に
墮
ち
た
。
當
時
上
流
を
平
野
人
（
π
ε

δ
ι
α
κ
ο
ά
ρ
α
λ
ο
ι
）
と
云
つ
た
。
商
工
よ
り
成
る
。
下
流
を
山
岳
人
（
δ
ι
ά
κ
ρ
ι
ο
ι
）

と
云
つ
た
。
農
よ
り
成
る
。
此
下
流
を
使
嗾
し
て Peisistratos 

は
起
つ
た
。
陽
に
貧
人
の
身
方
富
人
の

敵
と
稱
し
て Solon 

の
法
の
輪
郭
を
保
存
し
つ
つ
、
專
制
の
政
を
行
つ
た
の
で
あ
る
。
（560 a. C

hr.

）

K
leisthenes 

は
此
人
の
死
後
に
選
擧
權
を
擴
張
し
て
民
政
主
義
の
歩
を
進
め
た
。
（
初
中
期
の
限
界
）
後

 Perikles

（
後
期
末
）
に
至
つ
て
、
民
政
主
義
は
盛
を
極
め
た
。Platon 

の
理
想
國
は
民
政
の
下
に
疲
れ
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た
智
識
階
級
の
夢
で
あ
る
。

　Perikles 

の
後
六
十
五
年 A

then 

は C
haironeia 

の
戰
に
敗
れ
、
（338

）
後
又
十
六
年 A

ntipater 

の

下
に
選
擧
資
格
を
定
む
る
に
資
産
額
を
以
て
し
、
議
員
の
手
當
を
廢
し
、
民
政
は
此
に
滅
び
た
。

　
支
那
の
班
田
は
猶
太
の
七
年
還
主
制
に
先
だ
つ
こ
と
五
百
年
以
上
（
基
督
前
十
二
世
紀
以
上
）
で
あ
る
。

（
周
禮
、
孟
子
）
し
か
し
當
時
田
地
の
割
換
が
行
は
れ
た
と
云
ふ
の
は
、
（
何
休
公
羊
傳
註
、
三
年
一
換

主
易
居
の
類
）
後
人
の
説
で
あ
る
。
田
地
の
割
換
は
希
臘
に
於
て
要
求
せ
ら
れ
た
が
、
（
前
七
世
紀
）
行

は
れ
な
か
つ
た
。
こ
れ
を
行
つ
た
の
は
此
よ
り
後
千
二
百
餘
年
の
日
本
で
あ
る
。
（
大
化
二
年
の
第
六
年

班
田
收
授
）

　
　
　
　
　
　
基
督

　
基
督
は
資
産
家
の
身
方
で
は
な
か
つ
た
。
例
之
ば
こ
ん
な
語
が
あ
る
。
「
爾
欲
完
全
、
徃
售
所
有
、
以

濟
貧
、
則
必
有
財
於
天
、
且
來
從
我
。
我
誠
告
爾
、
富
人
入
天
國
、
難
矣
哉
。
我
又
語
爾
、
駝
穿
針
孔
、

較
富
人
入
神
之
國
、
尤
易
也
。
」
（
新
約
、
馬
太
、
Ⅹ 23, 24, 25.

）
又
こ
ん
な
話
が
あ
る
。
「
貧
者
福

矣
、
以
神
之
國
乃
爾
所
有
也
。
爾
今
饑
者
福
矣
、
以
爾
將
得
飽
也
。
爾
今
哭
者
福
矣
、
以
爾
將
得
笑
也
。
」
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（
路
加
、
Ⅵ 20, 21.

）

　
貧
は
道
を
助
長
し
、
富
は
道
を
妨
礙
す
る
。
基
督
は
富
の
厭
離
す
べ
き
を
言
つ
た
。
し
か
し
富
の
廢
滅

す
べ
き
を
言
は
な
か
つ
た
。
そ
し
て
貧
者
を
慰
藉
す
る
に
彼
岸
に
於
け
る
代
償
を
以
て
し
た
。

　
基
督
は
富
人
の
貧
人
を
虐
待
す
る
世
に
生
れ
た
。
そ
し
て
猶
太
人
の
既
に
神
の
民
た
る
思
想
を
狹
し
と

し
、
希
臘
人
羅
馬
人
の
既
に
其
郷
國
主
義
を
小
な
り
と
す
る
を
見
た
。
是
が
基
督
の
其
宗
教
を
世
界
的
平

等
觀
の
上
に
建
立
し
た
所
以
で
あ
る
。

　
基
督
が
社
會
思
想
史
上
に
重
要
な
る
地
位
を
占
め
て
ゐ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
富
に
對

す
る
反
抗
は
手
段
で
あ
つ
て
目
的
で
は
な
い
。
又
基
督
が
共
産
主
義
を
説
い
た
と
い
ふ
證
據
は
一
も
存
在

し
な
い
。

　
　
　
　
　
　
使
徒
及
師
父

　
共
産
主
義
の
文
は
使
徒
行
傳
に
二
箇
所
あ
つ
て
人
の
皆
知
る
所
で
あ
る
。
其
一
は
か
う
で
あ
る
。
「
信

者
皆
會
同
、
公
用
諸
物
、
凡
鬻
産
業
、
依
各
人
之
所
乏
、
而
分
與
之
。
」
（
Ⅱ 44, 45.

）
信
者
と
は Petr

us 

會
下
の
以
色
列
人
で
あ
る
。
其
二
は
か
う
で
あ
る
。
「
信
者
之
衆
、
一
心
一
志
、
無
有
私
己
財
者
、
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乃
公
用
諸
物
。
使
徒
以
大
能
、
證
主
耶
蘇
之
復
生
、
皆
獲
大
恩
焉
。
其
中
無
窮
乏
者
、
葢
有
田
宅
者
、
售

而
挈
其
金
、
置
使
徒
足
前
、
依
各
人
所
需
而
分
之
。
有
利
末
族
人
、
生
於
居
比
路
、
名
約
西
。
使
徒
稱
之

爲
巴
拿
巴
、
譯
即
勸
慰
子
也
。
有
田
售
之
、
挈
其
金
、
置
使
徒
足
前
。
」
（
Ⅳ 32-37.

）
利
末
族
は Levi

tes, 

居
比
路
は K

ypros, 

約
西
は Joses, 

巴
拿
巴
は B

arnabas 

で
あ
る
。
前
世
紀
に
北
米 O

neida 

河
畔
に

占
居
し
た John H

um
phrey N

oyes 

の
共
産
宗
團
は
此
文
を
實
現
せ
む
と
欲
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
使
徒
よ
り
降
つ
て
師
父 patres ecclesiae 

に
至
れ
ば
言
論
の
激
烈
な
る
も
の
が
頗
多
い
。H

ieronym
us 

は
云
つ
た
。
「
過
剩
財
産
は
社
會
の
物
を
盜
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
若
し
現
在
の
持
主
が
盜
ま
な
か
つ
た
ら
、

其
祖
先
が
盜
ん
だ
の
で
あ
る
。
」C

lem
ens 

は
云
つ
た
。
「
若
し
世
間
が
正
し
か
つ
た
ら
私
有
財
産
は
無

か
ら
う
。
一
切
の
人
に
屬
す
る
で
あ
ら
う
。
私
有
財
産
は
不
平
等
の
本
で
あ
る
。
」B

asilius 

は
云
つ
た
。

「
富
人
は
賊
徒
で
あ
る
。
」C

hrysostom
us 

は
云
つ
た
。
「
富
人
は
盜
で
あ
る
。
富
人
の
物
を
取
つ
て
貧

人
に
與
へ
、
或
程
度
の
資
産
の
均
一
を
得
る
方
法
が
あ
り
さ
う
な
も
の
で
あ
る
。
最
善
の
法
が
共
産
な
る

こ
と
は
論
を
待
た
な
い
。
」N

yssa 

の G
regor 

は
云
つ
た
。
「
我
等
は
血
統
と
天
賦
と
の
縁
に
よ
つ
て

兄
弟
た
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
若
し
資
産
を
均
一
に
す
る
こ
と
を
得
た
ら
、
そ
れ
は
今
よ
り
善
く
又
今
よ

り
正
し
い
で
あ
ら
う
。
」A

m
brosius 

は
云
つ
た
。
「
自
然
の
命
ず
る
所
は
共
産
で
あ
る
。
私
有
財
産
は

横
奪
で
あ
る
。
」
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記
載
は
此
の
如
く
で
あ
る
が
、
使
徒
行
傳
の
文
に
は
旁
證
が
無
い
。
若
し
共
産
團
が
あ
つ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
範
圍
の
狹
い
、
繼
續
の
短
い
も
の
で
は
な
か
つ
た
か
。
師
父
等
の
言
論
は
唯
主
張
の
み
な
る
こ
と

が
語
氣
の
間
に
見
れ
て
ゐ
る
。

　R
enan 

一
派
が
基
督
と
使
徒
と
を
共
産
主
義
の
宣
傳
者
兼
實
行
者
で
あ
つ
た
と
す
る
の
は
、
歴
史
上
の

根
據
に
乏
し
い
。

　
　
　
　
　
　K

arpokrates

　
基
督
教
の
師
父
に
一
人
の
奇
僻
な
る
も
の
が
あ
つ
た
。
そ
れ
は A

lexandria 

生
れ
の
人
で
、
第
二
世
紀

の
前
半
に K

ephallenia 

の
寺
院
に
住
ん
だ K

arpokrates 

で
あ
る
。

　
素
と
宗
教
を
説
く
に
理
を
以
て
せ
む
と
す
る gnostica 

の
流
派
に
屬
し
て
ゐ
た
が
、
推
理
上
よ
り
、

「
基
督
は
人
で
あ
る
、
未
來
世
に
於
て
は
基
督
よ
り
大
な
る
人
が
あ
つ
て
出
て
來
る
か
も
知
れ
な
い
」
と

云
ふ
に
至
つ
た
。
又
「
靈
魂
が
肉
體
と
結
合
す
る
の
は
快
樂
を
得
む
が
た
め
で
あ
る
」
と
も
云
つ
た
。

　K
arpokrates 

は
此
の
如
き
思
索
の
傾
向
か
ら
進
ん
で
、
遂
に
財
産
と
婦
女
と
の
共
有
を
主
張
し
た
。

概
ね
基
督
教
の
師
父
は
財
産
の
共
有
を
以
て
望
ま
し
い
事
と
し
て
ゐ
た
が
、
婦
女
の
共
有
を
以
て
不
徳
な
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り
と
し
、
こ
れ
を
勸
説
し
た Platon 

を
排
斥
す
る
を
例
と
し
て
ゐ
た
。
然
る
に
今
婚
姻
を
廢
す
る
こ
と
、

私
有
財
産
を
廢
す
る
こ
と
が
師
父
の
口
か
ら
唱
へ
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　K
arpokrates 

は
口
に
こ
れ
を
説
く
に
止
ま
ら
ず
、
こ
れ
を
實
世
間
に
適
用
し
よ
う
と
し
て
、
一
の
祕

密
社
を
創
立
し
た
。
後
に
其
子 Epiphanes 

が
社
長
に
な
つ
た
。
入
社
す
る
に
は
財
産
を
も
妻
を
も
共
有

に
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
つ
た
。
男
女
の
信
徒
が
夜
間
燈
を
滅
し
て
會
合
し
た
と
云
ふ
記
録
（C

lem
ens 

A
lexandrinus 

Ⅲ 2
）
が
あ
る
が
、
眞
僞
不
明
で
あ
る
。

　K
arpokrates 

は
基
督
教
界
に
於
け
る
殆
唯
一
の
旗
幟
鮮
明
な
る
共
産
主
義
者
で
、
其
思
想
は
共
産
的

無
政
府
主
義
を
以
て
目
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
此
人
は
此
の
如
き
思
想
を
有
す
る
と
同
時
に
、
基
督
教

の
圈
外
に
逸
出
し
て
、
破
戒
無
慙
の
人
と
し
て
教
界
の
齒
せ
ざ
る
所
と
な
つ
た
。

　
此
よ
り
後
歐
洲
の
基
督
教
國
は
久
し
く
「
神
の
國
」
と
云
ふ
想
像
の
下
に
項
を
屈
し
て
ゐ
た
。
羅
馬
の

帝
王
主
義
が
滅
び
て
、
猶
太
の
神
政
（Theokratie

）
が
基
督
教
中
に
復
活
し
來
つ
た
の
で
あ
る
。
「
神

の
國
」
が
理
想
境
で
あ
る
と
共
に
、
現
實
世
界
は
初
よ
り
惡
魔
の
所
生
で
あ
る
か
ら
、
其
間
に
は
社
會
方

面
に
對
す
る
哲
學
を
容
る
べ
き
餘
地
が
無
い
。

　
　
　
　
　
　A

ugustinus
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中
世
の
神
の
國
と
云
ふ
思
想
は
四
五
世
紀
の
間
に
出
た A
urelius A

ugustinus 

の
書 D

e civitate D
ei

（libri 
※
）
を
し
て
代
表
せ
し
め
る
こ
と
が
出
來
る
。

　
人
間
の
住
し
て
ゐ
る
世
俗
の
國 civitas terrenna 

は
人
欲
の
私
に
本
づ
い
て
立
て
ら
れ
て
ゐ
る
。
即
ち

罪
惡
の
造
る
所
で
あ
る
。
（
後
に
法
皇 G

regor 

Ⅶ 

の
如
き
は
一
歩
を
進
め
て
惡
魔
の
造
る
所
と
云
つ
た

。
）
其
中
に
あ
つ
て
聲
望
の
あ
る
人
は
「
光
あ
る
罪
」
（
世
間
の
徳
）
の
人
で
あ
る
。
此
の
如
き
國
は
必

然
滅
亡
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
社
會
問
題
は
資
本
家
も
勞
動
者
も
皆
人
欲
を
主
張
す
る
よ
り
起
る
。
世
俗
の
國
の
尋
常
の
顯
象
と
し
て

視
る
べ
き
で
あ
る
。
要
す
る
に
皆
無
用
の
爭
で
あ
る
。

　
世
俗
の
國
を
超
越
し
て
神
の
國 civitas D

ei 

が
存
在
す
る
。
此
國
は
神
の
愛
に
本
づ
い
て
ゐ
る
。
然
ら

ば
神
の
國
は
全
く
世
俗
の
國
と
交
渉
が
な
い
か
と
い
ふ
に
、
さ
う
で
は
な
い
。
人
類
の
善
良
な
る
心
は
神

の
國
に
向
ひ
近
づ
か
む
こ
と
を
希
ふ
。A

ugustinus 
は
こ
れ
を
徒
勞
で
な
い
と
考
へ
た
。
人
類
は
累
世
の

發
展
（excursus

）
を
以
て
神
の
國
に
接
近
す
る
。
是
は
人
類
の
進
化
を
承
認
し
た
も
の
で
、
近
世
に
至

つ
て
歴
史
哲
學
の
萌
芽
と
し
て
著
目
せ
ら
れ
た
。
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　K

arl der G
rosse

　
神
の
國
の
思
想
は
實
用
方
面
に
於
て
羅
馬
寺
院
の
權
威
の
由
つ
て
立
つ
所
と
な
つ
た
。
法
皇
の
「
基
督

共
和
國
」
（republica christiana

）
は
神
の
國
を
目
前
に
現
ず
る
も
の
と
視
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

現
在
の
國
家
は
只
其
存
在
を
認
容
せ
ら
れ
る
。
有
る
が
故
に
有
ら
し
め
る
。
始
よ
り
無
き
に
は
若
か
な
い
。

羅
馬
の
目
よ
り
見
れ
ば
、
國
家
は
惡
人
を
制
馭
す
る
た
め
に
設
け
て
あ
る
牢
獄
の
如
く
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
反
抗
し
て
起
つ
た
の
が K
arl 

大
帝
の
世
界
の
王
國
で
あ
る
。
國
王
は
さ
な
が
ら
に
司
祭
で
あ

る
。
（
聖
彼
得
寺
戴
冠
式
）
國
民
の
宗
教
行
爲
は
法
令
の
中
に
編
入
せ
ら
れ
た
。
是
は
宗
教
の
力
を
王
權

の
下
に
屈
せ
む
と
謀
つ
た
も
の
で
あ
る
。

　
宗
教
的
共
産
主
義
者
の
小
さ
い
集
團
は
四
世
紀
に
北
阿
弗
利
加
に
孤
立
し
て
ゐ
た
が
、
（D

onatism
us

）

加
特
力
教
の
成
立
と
倶
に
衰
亡
し
た
。

　
未
來
に
「
千
年
の
神
の
國
」
が
實
現
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
思
想
（C

hiliasm
us

）
は
、
若
干
の
小
集
團
が

あ
つ
て
久
し
く
こ
れ
を
護
持
し
て
ゐ
た
。
そ
し
て
宗
教
的
共
産
主
義
者
が
去
つ
て
こ
れ
に
投
じ
た
。
し
か

し
寺
院
は
所
謂
「
千
年
の
神
の
國
」
は
聖
書
の
基
督
復
活
を
以
て
實
現
し
た
も
の
だ
と
し
た
。
（
約
翰
傳

 

※
）
未
來
を
過
去
に
移
し
た
の
で
あ
る
。
此
等
の
小
集
團
も
漸
く
衰
亡
し
た
。
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