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概
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プ
ラ
ト
ン
の
初
期
対
話
篇
に
お
い
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
徳
（
曽
　
　
　
　
　
、
黛
鳶
職
）
を
探
求
す
る
。
徳
と
い
う
書
葉
の
日
常
的
意
味
に
つ
い
て
は
、

『
国
家
』
篇
第
一
巻
の
議
論
が
示
す
よ
う
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
彼
の
対
話
者
た
ち
と
の
問
で
共
通
の
理
解
が
成
立
し
て
い
る
。
徳
と
は
、

一
般
に
、
も
の
の
あ
る
固
有
の
は
た
ら
き
を
善
く
な
し
と
げ
る
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
能
力
、
卓
越
性
、
優
秀
性
、
善
さ
を
意
味
す
る
。
さ
ま

ざ
ま
な
職
人
は
も
と
よ
り
、
馬
や
目
や
耳
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ら
に
固
有
の
は
た
ら
き
が
あ
る
の
に
応
じ
て
、
徳
を
語
り
う
る
（
Q
◎
認
】
）

以
下
）
。
馬
に
も
馬
の
善
さ
が
あ
り
、
臼
や
耳
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
善
さ
が
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
問
題
に
す
る
の
は
、
人
間
に
と
っ
て
〈
よ

く
生
き
る
〉
こ
と
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
徳
、
す
な
わ
ち
人
間
の
徳
、
人
間
の
善
さ
で
あ
る
（
出
特
・
　
卜
∂
O
一
W
》
　
勘
’
　
ω
ω
㎝
ω
l
O
）
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
人
間
の
徳
に
つ
い
て
も
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
彼
の
対
業
者
た
ち
は
、
一
定
の
基
本
的
な
見
解
を
共
有
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
と
り
わ
け
す
ぐ
れ
た
市
民
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
善
さ
で
あ
り
、
ポ
リ
ス
と
い
う
共
同
体
の
成
員
が
も
つ
べ
き
政
治

的
あ
る
い
は
市
民
五
徳
（
謹
製
へ
§
軸
音
無
愚
）
を
指
し
て
い
る
（
』
サ
ト
。
O
し
σ
”
㌧
メ
ω
お
〉
）
。
従
っ
て
、
徳
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
と
き
、
そ

れ
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
っ
て
も
、
彼
の
対
話
者
た
ち
に
よ
っ
て
も
、
第
一
義
的
に
は
政
治
的
脈
絡
に
お
い
て
、
つ
ま
り
亡
妻
と
の
、
あ

る
い
は
共
陶
体
と
の
関
係
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
事
柄
で
あ
り
、
そ
の
脈
絡
の
外
で
意
味
を
な
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
、
ひ
と

た
び
徳
が
こ
の
よ
う
に
政
治
的
社
会
的
色
彩
を
帯
び
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
き
、
徳
そ
の
も
の
に
関
し
て
対
話
老
た
ち
に
は
本
質
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的
な
問
題
は
生
じ
に
く
い
。
市
民
と
し
て
の
善
さ
、
政
治
的
次
元
の
善
さ
を
測
る
基
準
を
彼
ら
は
す
で
に
も
ち
合
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

彼
ら
に
と
っ
て
、
徳
の
有
無
を
判
劉
す
る
重
要
な
し
る
し
は
、
社
会
的
政
治
的
地
位
で
あ
り
、
徳
を
体
現
し
て
い
る
人
物
の
モ
デ
ル
は
、

ペ
リ
ク
レ
ス
を
始
め
と
す
る
国
家
の
多
く
の
成
功
的
な
指
導
老
た
ち
で
あ
っ
た
（
」
∪
、
●
　
ω
一
〇
凋
悔
ミ
．
　
⑩
ω
田
W
一
㊤
心
0
）
。
た
と
え
ば
青
年
ヒ
ッ
ポ
ク

ラ
テ
ス
が
国
家
有
数
の
入
物
と
な
る
べ
く
、
徳
の
教
師
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
を
訪
れ
る
の
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
（
」
》
、
・
　
ω
一
〇
し
σ
l
O
）
、

社
会
の
地
位
を
昇
り
つ
め
て
ゆ
く
卓
越
性
、
富
や
名
誉
を
獲
得
し
て
ゆ
く
能
力
こ
そ
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
同
時
代
の
、
と
り
わ
け
ア
テ
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

イ
の
若
者
た
ち
一
般
の
徳
の
現
実
的
概
念
で
あ
っ
た
。
そ
れ
の
実
際
の
内
容
は
、
国
事
や
家
事
を
処
理
す
る
技
術
（
」
u
、
陰
　
ω
一
〇
◎
閣
1
◎
◎
一
⑩
〉
）
、

他
者
を
説
得
す
る
た
め
の
弁
論
術
（
9
A
総
。
山
）
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
背
景
を
な
す
知
的
教
養
（
、
3
ω
誌
⇔
）
と
い
う
桂
会
的
成
功
に

不
可
欠
な
技
能
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、
彼
ら
に
と
っ
て
問
題
と
な
る
の
は
、
徳
と
は
何
で
あ
る
か
で
は
な
く
て
、
ど

の
よ
う
に
す
れ
ば
徳
が
身
に
つ
け
ら
れ
る
か
で
あ
り
、
社
会
的
成
功
を
約
束
す
る
徳
の
習
得
に
彼
ら
は
多
く
の
情
熱
を
傾
け
た
の
で
あ
る

（
ミ
。
刈
O
＞
）
。

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
徳
の
概
念
を
逆
転
さ
せ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
徳
と
は
富
や
名
轡
、
社
会
的
地
位
、
政
治
的
権
力

を
獲
得
す
る
能
力
で
は
な
く
て
、
そ
れ
ら
を
、
あ
る
い
は
一
般
に
善
い
と
言
わ
れ
る
様
々
な
も
の
を
本
当
に
善
き
も
の
に
す
る
何
も
の
か

で
あ
る
（
諏
》
ω
O
切
）
。
徳
を
離
れ
て
そ
れ
ら
の
も
の
は
、
人
間
に
と
っ
て
善
き
も
の
と
し
て
の
価
値
を
も
た
な
い
（
0
眼
肉
袋
自
邸
。
。
一
∪
出
）
。

そ
れ
ら
の
善
さ
は
徳
か
ら
生
ま
れ
娼
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
徳
の
優
位
性
を
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
だ

が
し
か
し
、
こ
れ
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
け
る
徳
概
念
の
形
式
的
局
面
に
す
ぎ
な
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
徳
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
が

さ
ら
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
基
本
的
な
問
題
に
対
す
る
解
答
は
、
い
く
つ
か
の
プ
ラ
ト
ン
の
初
期
薄
鼠
篇
を
晃
れ
ば
直
ち
に
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
る
と
考
え

ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
『
ラ
ケ
ス
』
や
『
カ
ル
ミ
デ
ス
』
の
最
終
部
の
議
論
は
、
そ
の
否
定
的
結
末
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
勇
気
や
節
制
を
善
悪
の
知
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
よ
う
に
恩
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
卜
翁
町
⑩
o
？
U
℃
9
」
謹
甲
O
）
。



し
か
し
、
こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
想
定
は
ど
の
よ
う
に
し
て
導
か
れ
、

取
り
扱
お
う
と
す
る
問
題
で
あ
る
。

ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
こ
こ
で
私
の

1

　
ま
ず
、
二
つ
の
事
柄
に
留
意
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
第
一
に
、
わ
れ
わ
れ
が
初
期
対
話
篇
を
眺
め
る
と
き
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が

「
徳
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
を
対
話
者
に
直
接
投
げ
か
け
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
と
い
う
事
実
に
気
づ
く
。
こ
の
一
般
的
な
問
い
が
弱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

示
的
に
提
出
さ
れ
る
の
は
、
移
行
期
下
話
篇
『
メ
ノ
ン
恥
に
い
た
っ
て
初
め
て
な
の
で
あ
る
（
譲
U
）
。
わ
れ
わ
れ
が
初
期
対
話
篇
で
出
会

う
の
は
、
勇
気
と
は
何
か
、
節
制
と
は
何
か
、
敬
震
と
は
何
か
と
い
う
問
い
で
あ
っ
て
、
「
徳
と
は
何
か
」
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
ソ
ク

ラ
テ
ス
は
個
別
的
な
徳
を
問
う
作
業
に
終
始
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
こ
に
は
さ
ら
に
注
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ソ

ク
ラ
テ
ス
に
よ
っ
て
徳
と
見
な
さ
れ
る
の
は
、
勇
気
、
節
制
、
敬
虜
、
正
義
、
知
恵
（
知
識
）
の
五
つ
だ
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
知
恵
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

し
て
は
、
彼
の
「
X
と
は
何
か
」
の
問
い
は
一
度
も
提
出
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
問
わ
れ
る
の
は
他
の
四
つ
の
徳
で
あ
り
、
こ
れ
は
お
そ

ら
く
、
そ
れ
ら
四
つ
の
徳
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
何
ら
か
の
仕
方
で
あ
る
種
の
知
恵
あ
る
い
は
知
識
に
還
元
し
う
る
と
い
う
理
解
を
も
っ
て
い

た
か
ら
だ
と
推
測
さ
れ
よ
う
。

　
第
二
に
留
意
す
べ
き
は
、
勇
気
、
節
制
、
敬
慶
、
正
義
、
知
恵
と
い
う
五
つ
の
徳
目
が
徳
と
い
う
一
つ
の
も
の
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な

関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
を
、
『
メ
ノ
ソ
』
へ
と
つ
な
が
る
作
品
の
一
つ
『
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
』
に
お
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
は
っ
き
り

と
取
り
あ
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
ω
卜
。
o
？
O
）
。
す
な
わ
ち
、
徳
の
教
育
可
能
性
に
関
す
る
質
問
を
受
け
て
、
対
話
者
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
は

物
語
（
ミ
ュ
ー
ト
ス
）
と
理
論
的
説
明
（
ロ
ゴ
ス
）
の
か
た
ち
で
い
わ
ゆ
る
「
大
演
説
」
を
展
開
す
る
が
（
ω
8
？
8
。
。
O
）
、
そ
の
な
か
で

彼
は
ポ
リ
ス
形
成
原
理
と
し
て
の
く
い
ま
し
め
〉
と
く
つ
つ
し
み
〉
に
つ
い
て
語
り
、
そ
れ
ら
を
正
義
と
節
笥
に
言
い
換
え
、
ま
た
そ
れ

ら
二
つ
の
も
の
に
敬
重
を
つ
け
加
え
、
あ
る
い
は
ま
た
こ
れ
ら
す
べ
て
を
一
ま
と
め
に
し
て
「
国
家
社
会
の
一
員
と
し
て
も
つ
べ
き
徳
」
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（
4
）

も
し
く
は
「
人
闘
の
徳
」
と
い
う
一
語
で
表
現
す
る
。
直
接
的
に
は
プ
目
今
ゴ
ラ
ス
の
徳
の
語
り
方
に
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
あ
い
ま
い

さ
の
ゆ
え
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
彼
に
個
々
の
徳
目
と
徳
そ
の
も
の
と
の
関
係
に
つ
い
て
問
い
た
だ
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
『
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
』
の
最
終
部
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
議
論
を
ふ
り
返
っ
て
告
白
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は

「
徳
そ
れ
自
体
が
そ
も
そ
も
何
で
あ
る
か
」
を
考
察
し
、
個
々
の
徳
は
す
べ
て
知
識
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
意
図
を
も
っ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
（
ω
①
o
甲
ω
2
切
）
。
徳
の
教
育
可
能
性
と
い
う
問
題
そ
の
も
の
が
『
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
』
に
お
い
て
主
題
化
さ
れ
て
い
る
ば
か
り

か
、
そ
の
主
題
の
も
と
に
、
「
徳
と
は
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
い
っ
そ
う
本
質
的
な
問
い
が
伏
在
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
作
品
は
『
メ

ノ
ソ
』
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
『
メ
ノ
ン
』
の
議
論
は
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
問
題
の
提
示
か
ら
出
発
す
る
か
ら
．
で

あ
る
。
他
方
ま
た
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
徳
の
探
求
に
関
し
て
、
『
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
』
は
他
の
初
期
作
品
と
区
別
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば

『
ラ
ケ
ス
』
に
お
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
徳
の
全
体
に
つ
い
て
調
べ
る
の
は
「
よ
り
大
き
な
仕
事
」
（
気
甑
ミ
映
ミ
ミ
）
と
し
て
避
け
、
考

察
を
個
別
的
な
徳
の
勇
気
に
限
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
一
8
0
Q
o
一
∪
一
）
。

　
さ
て
以
上
、
「
徳
と
は
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
い
が
明
示
的
に
現
わ
れ
る
の
は
移
行
期
対
話
篇
『
メ
ノ
ソ
』
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て

徳
と
個
々
の
徳
目
と
の
関
係
が
問
わ
れ
る
の
は
『
メ
ノ
ン
』
と
内
容
的
な
つ
な
が
り
を
も
つ
『
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
』
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

こ
れ
ら
二
点
に
私
は
注
意
を
促
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
わ
れ
わ
れ
を
次
の
よ
う
な
想
定
へ
と
導
く
。
す
な
わ
ち
、
初
期
対
話
篇
に

お
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
個
々
の
徳
の
何
で
あ
る
か
を
問
い
、
ど
の
よ
う
な
議
論
を
通
じ
て
で
あ
れ
、
い
つ
も
同
鳳
の
結
論
へ
と
導
か
れ
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
ゆ
え
に
個
々
の
徳
と
徳
そ
の
も
の
と
の
関
係
を
あ
ら
た
め
て
彼
は
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

う
に
な
り
、
次
い
で
徳
そ
の
も
の
と
は
何
で
あ
る
か
を
正
式
に
問
う
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
探
求
の
こ
の
よ
う

な
道
筋
を
眺
め
て
み
る
な
ら
ば
、
「
徳
と
は
何
で
あ
る
か
」
に
対
す
る
彼
の
解
答
を
わ
れ
わ
れ
は
再
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
探
求
の
総
括
で
あ
る
『
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
』
（
ω
給
P
ω
①
巳
）
や
『
メ
ノ
ン
』
（
。
。
刈
甲
。
。
り
〉
）
が
示
す
よ
う
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と

っ
て
は
徳
と
は
知
識
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
善
悪
に
つ
い
て
の
知
識
で
あ
る
こ
と
は
疑
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。



　
だ
が
、
こ
こ
で
問
題
が
生
じ
る
。
た
と
え
ば
、
『
ラ
ケ
ス
』
で
は
く
勇
気
V
と
は
笛
を
吹
く
知
識
で
も
な
け
れ
ば
、
キ
タ
ラ
を
弾
く
知

識
で
も
な
く
、
門
恐
ろ
し
い
も
の
と
恐
ろ
し
く
な
い
も
の
と
の
知
識
」
だ
と
す
る
定
義
が
対
話
者
の
ニ
キ
ア
ス
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る

（
一
り
幽
O
一
一
㊤
㎝
》
）
。
こ
の
定
義
か
ら
、
善
悪
の
知
識
ま
で
の
距
離
は
さ
ほ
ど
遠
く
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
恐
ろ
し
い
も
の
と
恐
ろ
し
く
な

い
も
の
と
の
知
識
」
と
い
う
定
義
の
な
か
に
、
ニ
キ
ア
ス
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
な
意
味
の
深
さ
を
込
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
笛
吹
き
の
知

識
や
キ
タ
ラ
弾
き
の
知
識
は
も
と
よ
り
、
人
主
の
生
き
死
に
に
直
接
係
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
、
農
夫
や
医
者
の
知
識
を
も
、
ニ
キ
ア
ス
は

こ
の
定
義
に
よ
っ
て
〈
勇
気
〉
か
ら
き
っ
ぱ
り
と
排
除
す
る
。
た
と
え
ば
医
者
は
、
病
人
に
関
し
て
健
康
に
善
い
も
の
悪
い
も
の
を
確
か

に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
健
康
で
あ
る
方
が
病
気
で
あ
る
よ
り
も
恐
ろ
し
い
場
合
、
あ
る
い
は
生
き
て
い
る
よ
り
も
死
ん
だ
方
が

よ
い
場
合
を
医
者
は
判
別
で
き
な
い
（
一
⑩
α
O
－
U
）
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
の
は
し
か
し
、
占
い
師
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
占
い

師
に
は
、
「
誰
か
が
死
ぬ
と
か
、
病
気
に
な
る
と
か
、
財
産
を
な
く
す
と
か
、
あ
る
い
は
戦
争
そ
の
他
の
勝
負
で
勝
つ
と
か
負
け
る
と
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

お
よ
そ
未
来
の
出
来
ご
と
の
前
兆
だ
け
が
わ
か
る
」
だ
け
で
あ
っ
て
、
「
誰
か
が
、
そ
れ
ら
の
出
来
ご
と
の
ど
れ
に
出
会
う
方
が
よ
い
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

あ
る
い
は
出
会
わ
な
い
方
が
よ
い
か
」
を
判
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
（
一
⑩
α
】
円
一
一
⑩
①
〉
）
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ニ
キ
ア
ス
は
、

人
間
の
生
に
と
っ
て
何
が
本
質
的
に
善
い
か
悪
い
か
の
知
識
に
目
を
向
け
な
が
ら
、
〈
勇
気
〉
と
は
「
恐
ろ
し
い
も
の
と
恐
ろ
し
く
な
い

も
の
と
の
知
識
」
だ
と
語
る
の
で
あ
る
。
だ
が
ま
さ
に
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
定
義
は
ア
ポ
リ
ア
ー
に
陥
る
。

　
「
恐
ろ
し
い
も
の
」
と
「
恐
ろ
し
く
な
い
も
の
」
と
は
未
来
の
悪
、
未
来
の
善
の
こ
と
で
あ
り
、
他
方
知
識
と
い
う
も
の
は
本
来
、
未

来
の
事
柄
だ
け
に
関
わ
る
の
で
は
な
く
、
過
去
・
現
在
の
事
柄
を
も
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
「
恐
ろ
し
い
も
の
と
恐
ろ
し
く
な

い
も
の
と
の
知
識
」
と
い
う
定
義
は
、
「
未
来
の
善
悪
の
知
識
」
に
、
そ
し
て
「
未
来
の
善
悪
の
知
識
」
は
「
過
去
・
現
在
・
未
来
、
あ

ら
ゆ
る
場
合
の
善
悪
の
知
識
」
へ
と
読
み
替
え
ら
れ
る
。
し
か
る
に
、
善
悪
に
つ
い
て
の
欠
け
る
こ
と
の
な
い
知
識
と
い
う
の
は
、
完
全

な
徳
、
徳
の
全
体
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
ニ
キ
ア
ス
の
定
義
は
、
徳
の
一
部
分
で
あ
る
く
勇
気
〉
の
定
義
で
は
な
く
て
、
〈
徳
〉

そ
の
も
の
の
定
義
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
（
一
⑩
c
Q
㌧
r
l
一
㊤
り
両
）
。
こ
の
帰
結
は
何
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
か
。
『
ラ
ケ
ス
』
に
お
い
て
、
ソ
ク

　
　
　
　
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
徳
概
…
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
三
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一
　
一
四

ラ
チ
ス
と
ニ
キ
ア
ス
は
〈
勇
気
〉
に
固
有
の
定
義
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
は
、
そ
の
よ

う
な
定
義
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
単
純
に
〈
徳
〉
の
定
義
が
あ
る
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
『
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
』
で
ソ

ク
ラ
テ
ス
が
問
題
に
し
た
事
柄
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
彼
の
立
場
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
ま
ず
わ
れ
わ
れ
は
確
認
す
る
こ
と

こ
し
よ
う
。

セ

2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
「
大
演
説
」
を
終
え
た
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
に
次
の
よ
う
に
問
い
か
け
る
。

　
「
い
っ
た
い
、
（
1
）
徳
と
い
う
も
の
は
あ
る
扁
つ
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
他
方
し
か
し
、
そ
れ
を
構
成
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
部
分

　
と
し
て
、
正
義
と
か
節
制
と
か
三
惑
と
か
い
っ
た
も
の
が
、
別
々
に
分
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
（
2
）
私
が
い
ま

　
挙
げ
た
こ
れ
ら
す
べ
て
の
も
の
は
、
ま
っ
た
く
同
一
の
も
の
に
つ
け
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
の
名
前
に
す
ぎ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？
　
こ

　
の
点
を
私
は
、
も
っ
と
知
り
た
い
と
思
う
の
で
す
」
（
認
⑩
0
一
∪
）

プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
は
た
め
ら
う
こ
と
な
く
（
1
）
の
選
択
肢
を
肯
定
す
る
。
そ
こ
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
（
1
）
に
つ
い
て
さ
ら
に
問
う
。

　
「
そ
の
部
分
と
い
う
の
は
、
ど
ち
ら
の
意
味
な
の
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
、
（
1
a
）
口
と
か
鼻
と
か
目
と
か
耳
と
か
い
っ
た
顔

　
の
部
分
が
部
分
で
あ
る
と
い
う
意
味
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
（
1
b
）
金
塊
の
部
分
の
よ
う
に
、
大
き
い
か
小
さ
い
か
と

　
い
う
違
い
の
ほ
か
は
、
部
分
ど
う
し
を
く
ら
べ
て
も
、
部
分
と
全
体
を
く
ら
べ
て
も
、
互
い
に
す
こ
し
も
異
な
ら
な
い
よ
う
な
も
の

　
な
の
で
し
ょ
う
か
」
（
ω
卜
」
O
U
全
o
Q
）

プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
は
（
1
a
）
を
選
び
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
の
（
1
a
）
に
つ
い
て
最
後
に
次
の
よ
う
に
問
う
。

　
「
で
は
、
人
聞
が
こ
れ
ら
の
徳
の
部
分
を
分
け
も
つ
場
合
に
も
、
（
1
a
a
）
あ
る
人
々
は
こ
れ
を
、
あ
る
人
々
は
こ
れ
を
と
い
う

　
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
励
の
も
の
を
も
つ
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
（
1
a
b
）
人
が
そ
の
一
つ
を
身
に
つ
け
れ
ば
、
そ
れ
に
と



　
　
も
な
っ
て
必
ず
全
部
を
い
っ
し
ょ
に
も
つ
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
」
（
ω
8
認
よ
）

　
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
は
（
1
a
a
）
を
選
び
、
以
後
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
そ
れ
の
論
駁
に
と
り
か
か
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
論
駁
の
ね
ら
い
が
（
1

a
a
）
で
あ
る
以
上
、
彼
自
身
の
立
揚
は
そ
れ
で
は
あ
り
え
な
い
。
こ
こ
で
（
1
a
a
）
と
（
1
a
b
）
と
は
必
ず
し
も
分
類
を
尽
く
し

た
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
対
話
篇
後
半
部
で
あ
ら
た
め
て
同
じ
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
き
、
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
は
知
恵
、
節
制
、

勇
気
、
正
義
、
敬
慶
の
五
つ
の
う
ち
、
四
つ
は
互
い
に
か
な
り
近
し
い
も
の
だ
が
、
勇
気
だ
け
は
そ
の
ど
れ
と
も
非
常
に
異
な
る
と
主
張

し
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
彼
の
主
張
を
論
駁
し
て
ゆ
く
こ
と
か
ら
（
ω
お
∪
以
下
）
、
わ
れ
わ
れ
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
（
1
a
b
）
の
見
解
に
加
担

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

し
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
（
1
a
b
）
は
し
か
し
、
（
1
a
）
か
ら
ば
か
り
で
は
な
く
、
（
1
b
）
あ
る
い
は
（
2
）
か
ら
も

ま
た
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
（
1
a
b
）
を
採
用
す
る
場
合
に
、
（
P
）
（
1
）
↓
（
1
a
）

↓
（
1
a
b
）
の
み
な
ら
ず
、
（
Q
）
（
1
）
↓
（
1
b
）
↓
（
1
a
b
）
、
お
よ
び
（
R
）
（
2
）
↓
（
1
a
b
）
と
い
う
三
つ
の
思
考
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

道
筋
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
最
も
自
然
な
の
は
（
R
）
で
あ
る
。
（
P
）
（
Q
）
は
何
ら
か
の
仕
方
で
部
分
に
対
す
る
全
体
を

予
想
し
な
け
れ
ば
正
当
化
さ
れ
な
い
。
目
や
耳
が
顔
を
含
意
し
、
金
塊
の
一
部
が
そ
の
全
体
の
一
部
で
あ
る
よ
う
に
、
徳
の
各
部
分
も
ま

た
全
体
か
ら
独
立
し
た
存
在
で
は
な
い
と
見
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
部
分
を
も
つ
と
き
に
は
、
す
で
に
全
体
を
も
っ
て
い
る
と
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
想
定
を
こ
こ
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
行
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
問
題
は
し
か
し
、
（
1
a
）
（
1
b
）
（
2
）
の

ど
の
立
場
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
採
用
し
て
い
る
か
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
は
、
目
や
耳
な
ど
の
顔
の
諸
部
分
の
よ
う
に
、
個
々
の
徳
は
そ
れ

自
身
固
有
の
機
能
を
も
っ
て
い
る
の
か
（
1
a
）
、
そ
れ
と
も
金
塊
の
部
分
の
よ
う
に
、
個
々
の
徳
に
は
機
能
の
差
異
は
な
く
、
そ
れ
ら

は
た
と
え
ば
く
正
し
い
も
の
〉
の
う
ち
で
、
神
々
に
関
す
る
も
の
が
く
敬
虚
な
も
の
V
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
（
愛
煙
誌
国
）
、
た
だ
言
葉
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

適
用
範
囲
と
い
う
点
だ
け
で
異
な
る
の
か
（
1
b
）
、
そ
れ
と
も
個
々
の
徳
は
そ
の
機
能
も
言
葉
の
適
用
範
囲
も
異
な
ら
ず
、
す
べ
て
ま

っ
た
く
同
一
の
も
の
で
あ
る
の
か
（
2
）
。

　
ま
ず
注
意
す
べ
き
は
、
（
1
a
）
が
自
分
の
言
揚
で
な
い
こ
と
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
わ
れ
わ
れ
に
告
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
顔
の
比

　
　
　
　
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
徳
概
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
一
五
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一
　
一
六

喩
」
に
言
及
し
た
う
え
で
、
彼
は
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
に
、
「
徳
の
部
分
も
や
は
り
こ
れ
と
同
様
に
、
そ
れ
自
体
と
し
て
も
、
そ
れ
が
も
っ
て

い
る
機
能
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
は
互
い
に
他
と
通
じ
る
と
こ
ろ
が
な
い
よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
」
と
問
い
、
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
は

肯
定
す
る
が
（
ω
ω
O
＞
一
し
d
）
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
は
こ
の
よ
う
な
説
に
加
担
し
て
い
な
い
旨
を
、
対
話
の
進
行
過
程
で
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
に
注

意
を
健
す
仕
方
で
は
っ
き
り
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
ω
ω
o
甲
ω
G
。
＄
）
。
そ
れ
ゆ
え
彼
の
立
食
は
（
1
b
）
か
（
2
）
か
の
ど
ち
ら
か

で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
の
決
定
に
は
、
彼
は
直
接
的
な
手
が
か
り
を
提
供
し
て
く
れ
て
は
い
な
い
の
で
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
が
ど
の
よ
う
に

プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
を
論
駁
し
て
ゆ
く
か
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
最
初
に
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
に
対
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
個
々
の
徳
に
固
有
の
機
能
を
承
認
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
ア
ポ
リ
ア
ー
、
す
な
わ

ち
、
敬
度
は
正
し
い
性
格
の
も
の
で
は
な
い
、
言
い
換
え
れ
ば
、
済
度
は
正
し
く
な
い
性
格
の
も
の
で
あ
る
、
そ
れ
ゆ
え
敬
虚
は
不
正
な

性
格
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
不
二
理
な
帰
結
を
導
い
て
ゆ
く
（
ω
ω
一
〉
一
切
）
。
こ
こ
で
「
正
し
く
な
い
偏
と
い
う
否
定
か
ら
「
不
正
な
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

と
い
う
反
対
を
導
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
議
論
は
疑
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
こ
と
は
い
ま
重
要
で
は
な
い
。
注
意
す
べ

き
は
、
「
敬
虜
は
不
正
な
性
格
の
も
の
」
と
い
う
結
論
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
無
条
件
に
拒
絶
し
、
そ
の
こ
と
か
ら
敬
虚
と
正
義
と
の
関
係
に

つ
い
て
彼
自
身
の
立
場
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ア
ポ
リ
ア
ー
に
関
し
て
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
「
私
自
身
と
し
て
は
、
も
し
私
自
身
の
た
め
に
答
え
る
と
す
れ
ば
、
正
義
が
京
童
な
も
の
で
あ
る
こ
と
と
、
敬
度
が
正
し
い
も
の
で

　
　
あ
る
こ
と
を
、
と
も
に
私
の
説
と
し
て
主
張
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
あ
な
た
の
た
め
に
も
、
も
し
ゅ
る
し
て
い
た
だ
け
る
な
ら
、

　
　
同
じ
く
そ
う
答
え
た
い
と
こ
ろ
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
正
し
さ
と
敬
度
と
は
同
じ
も
の
で
あ
る
か
、
も
し
く
は
最
も
相
似
た
も
の
だ
か

　
　
ら
で
あ
り
、
ま
た
何
よ
り
も
、
正
義
は
姫
様
と
、
敬
度
は
正
義
と
、
と
も
に
同
じ
よ
う
な
性
格
の
も
の
だ
か
ら
で
す
」
（
ω
ω
一
し
d
）

こ
こ
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
正
義
が
敬
震
と
、
ま
た
敬
崖
が
正
義
と
同
じ
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
、
正
義
は
敬
震
な

も
の
、
敬
虜
は
正
し
い
も
の
と
い
う
主
張
を
行
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
正
義
と
定
心
と
は
「
互
い
に
同
じ
よ
う
な
性
格
の
も
の

で
は
な
い
」
（
ω
Q
Q
一
〉
も
σ
1
ω
）
と
い
う
前
提
を
破
棄
し
て
ア
ポ
リ
ア
ー
を
解
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
正



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

し
さ
と
敬
虚
と
は
「
同
じ
も
の
」
あ
る
い
は
「
最
も
相
似
た
も
の
」
と
い
う
さ
ら
に
二
つ
の
可
能
性
に
も
触
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
何

を
意
味
す
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
は
単
に
可
能
性
と
し
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
正
義
と
敬
慶
と
が
互
い
に
「
同
じ
よ
う
な
性

格
」
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
「
顔
の
比
喩
」
の
立
場
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
雪
語
い
換
え
れ
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
二
つ
の

立
揚
、
つ
ま
り
（
2
）
と
（
1
b
）
に
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
彼
が
（
1
b
）
に
力
点
を
置
い
て
い
る
こ
と
は
疑
わ
れ
な
い
．

文
脈
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
正
義
と
敬
度
と
の
間
の
質
的
差
異
を
否
定
す
る
こ
と
が
、
彼
の
論
駁
の
直
接
の
ね
ら
い
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
そ
れ
な
ら
ば
、
逆
に
、
な
ぜ
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
と
さ
ら
に
正
義
と
敬
慶
と
が
「
同
じ
も
の
」
と
い
う
可
能
性
に
ま
で
触
れ
る
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
不
必
要
と
も
思
わ
れ
る
言
及
は
、
彼
が
両
者
の
同
一
性
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

確
か
に
彼
は
、
「
同
じ
も
の
」
と
「
最
も
相
似
た
も
の
」
と
の
問
で
判
断
を
保
留
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
立
場
が
「
同
じ
も
の
」
の

方
に
あ
る
こ
と
が
、
続
く
節
制
と
知
恵
と
の
関
係
の
議
論
に
よ
っ
て
判
明
す
る
。
そ
の
議
論
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
進
む
。
（
A
）
知
恵

と
無
分
別
は
反
対
の
も
の
で
あ
る
（
O
o
ω
卜
∂
〉
軽
－
α
）
、
（
B
）
節
制
と
無
分
別
は
反
対
の
も
の
で
あ
る
（
ω
認
定
凸
）
、
（
C
）
一
つ
の
も
の
に
は

た
だ
一
つ
だ
け
反
対
の
も
の
が
あ
る
（
ω
認
O
Q
Q
I
⑩
）
。
こ
れ
ら
を
確
立
し
た
う
え
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
に
（
C
）
の
原
則
か
、

「
顔
の
比
喩
」
の
ど
ち
ら
か
を
取
り
消
す
よ
う
に
求
め
る
が
（
。
。
ω
ω
〉
）
、
実
際
に
は
、
（
C
）
の
原
則
を
強
制
し
て
、
次
の
よ
う
に
結
論
を
述

べ
る
。

　
　
「
そ
う
す
る
と
、
節
制
と
知
恵
と
は
一
つ
の
も
の
（
、
、
0
℃
）
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
さ
っ
き
は

　
　
さ
っ
き
で
ま
た
、
正
義
と
敬
震
と
が
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
も
の
と
い
っ
て
も
よ
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
私
た
ち
に
明
ら
か
に

　
　
な
っ
た
の
で
し
た
」
（
ω
ω
ω
し
d
直
一
①
）

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ほ
と
ん
ど
一
方
的
な
議
論
と
結
論
と
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
の
立
場
を
明
瞭
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
節
制
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

知
恵
と
が
「
一
つ
の
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
疑
っ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
正
義
と
髭
面
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
彼
は
同
様
の
立
場
を

採
っ
て
い
る
と
推
定
で
き
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
先
の
結
論
を
繰
り
返
す
だ
け
で
正
義
と
乱
筆
と
は
端
的
に
「
同
じ
も

　
　
　
　
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
徳
概
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七
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一
一
八

の
」
で
あ
る
と
は
確
言
し
て
い
な
い
以
上
、
彼
が
あ
る
一
定
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
推
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
わ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
だ
が
こ
の
反
論
は
有
効
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
立
場
は
正
義
と
敬
慶
と
の
関
係
の
議
論
よ
り
も
、
後
の
節

制
と
知
恵
と
の
関
係
の
議
論
の
方
に
こ
そ
い
っ
そ
う
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
が
先
に
正
義
と
黒
焦
と
が
同
じ

性
格
の
も
の
だ
と
い
う
結
論
を
導
き
出
し
た
と
き
、
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
は
次
の
よ
う
な
発
言
を
行
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
「
正
義
は
敬
度
と
似
た
点
が
な
い
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
お
よ
そ
ど
の
よ
う
な
も
の
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
く
ら
べ
て
み
て
も
、

　
　
と
に
か
く
何
ら
か
の
点
で
は
、
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
だ
か
ら
。
事
実
、
あ
る
観
点
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
白
と
黒
と
似
て
い
る

　
　
し
、
硬
い
も
の
は
軟
ら
か
い
も
の
に
似
て
い
る
し
、
そ
の
ほ
か
、
互
い
に
最
も
正
反
薄
と
思
わ
れ
て
い
る
も
の
す
べ
て
が
そ
う
だ
」

　
　
（
ω
ω
一
U
）

こ
れ
を
聞
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
正
し
い
も
の
と
敬
震
な
も
の
と
の
類
似
性
は
小
さ
な
も
の
で
は
な
い
と
主
張
す
る
が
、
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス

は
受
け
つ
け
な
い
。
こ
う
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
今
度
は
節
捌
と
知
恵
と
が
「
一
つ
の
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
彼
の
最
も
強
い
想
定
が
現
わ
れ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
類
似
性
の
議
論
を
も
プ
野
田
ゴ
ラ
ス
は
損
絶
す
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
想
定
を
一
般
化
す
る
こ
と
は
以
後
の
対
話
の
展
開
に
も
沿
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
節
制
と
知
恵
と
の

同
一
性
の
議
論
の
後
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
正
義
と
節
制
と
の
関
係
の
議
論
に
取
り
か
か
る
が
（
ω
ω
ら
Q
切
刈
）
、
こ
れ
は
途
中
で
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
の

「
善
の
多
様
性
」
に
関
す
る
長
広
舌
に
よ
っ
て
頓
挫
さ
せ
ら
れ
る
（
ω
。
。
戯
。
）
。
そ
の
後
、
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
が
教
育
に
お
け
る
詩
の
理
解
の

重
要
性
を
指
摘
し
て
シ
モ
ニ
デ
ス
の
詩
を
取
り
上
げ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
鰐
釈
を
め
ぐ
っ
て
長
い
「
間
奏
曲
」
が
続
く
こ
と
に
な
る
が
、

後
半
部
で
再
び
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
徳
と
徳
の
諸
部
分
の
問
題
に
立
ち
返
る
（
ω
お
〉
）
。
こ
の
と
き
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
は
立
場
を
変
え
る
（
ま
た

O
暁
■
ω
＄
＞
1
じ
d
）
。

　
　
「
私
は
暑
に
こ
う
言
お
う
。
そ
れ
ら
五
つ
は
徳
の
部
分
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
う
ち
の
四
つ
は
互
い
に
か
な
り
近
し

　
　
い
も
の
で
あ
る
が
、
た
だ
勇
気
だ
け
は
そ
の
ど
れ
と
も
非
常
に
異
な
っ
て
い
る
…
…
世
に
は
、
並
は
ず
れ
て
不
正
、
不
敬
震
、
放
矯
、



　
　
無
知
な
人
間
で
あ
り
な
が
ら
、
た
だ
勇
気
だ
け
は
と
く
に
衆
を
ぬ
き
ん
で
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
者
が
た
く
さ
ん
い
る
こ
と
を
、
君

　
　
は
見
出
す
だ
ろ
う
か
ら
」
（
ω
お
U
）

こ
こ
で
プ
鍋
屋
ゴ
ラ
ス
は
「
顔
の
比
喩
」
の
立
場
を
ほ
と
ん
ど
捨
て
な
が
ら
も
、
勇
気
の
異
質
性
を
強
調
し
て
依
然
そ
の
立
場
に
固
執
し

て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
し
か
も
彼
は
勇
気
以
外
の
四
つ
は
互
い
に
「
か
な
り
近
し
い
」
（
伽
§
へ
琶
の
ミ
ミ
詑
骨
§
）
と
述
べ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
聞
い
に
は
見
ら
れ
な
い
形
容
句
で
あ
る
（
ま
た
　
O
h
．
も
Q
頓
O
＞
1
】
W
）
。
な
ぜ
彼
は
こ
の
よ
う
な
微
妙
な
表
現
を
用
い
、

ま
た
勇
気
の
異
質
性
を
主
張
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
対
話
篇
前
半
部
の
議
論
の
展
開
か
ら

明
ら
か
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
正
義
と
節
制
と
の
関
係
の
議
論
が
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
の
長
広
舌
に
よ
っ
て
頓
挫
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
が
、

も
し
そ
れ
の
結
論
が
導
か
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
正
義
、
敬
震
、
節
制
、
知
恵
の
四
つ
の
同
一
性
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
主
張
し
て
い
た
だ
ろ
う

　
　
　
（
5
一
）

か
ら
で
あ
る
。
プ
ロ
タ
．
識
ラ
ス
は
こ
の
あ
り
え
た
で
あ
ろ
う
帰
結
を
見
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
「
同
じ
も
の
」
あ
る
い
は

「
一
つ
の
も
の
」
と
い
う
言
葉
で
は
な
く
、
「
か
な
り
近
し
い
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
同
時
に
、
問
題
と
し
て
残

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
（
1
6
）

さ
れ
た
唯
一
の
徳
で
あ
る
勇
気
の
異
質
性
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
後
ま
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
対
抗
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
の
立
場

の
変
更
は
、
こ
う
し
て
逆
に
五
つ
の
徳
目
の
同
一
性
と
い
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
立
場
を
照
ら
し
出
す
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
従
っ
て
、
勇
気
の
問
題
に
関
し
て
、
続
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
に
二
度
の
論
駁
を
試
み
（
ω
お
甲
ω
①
O
P
。
。
＄
〉
ゐ
8
国
）
、
最

後
に
全
議
論
を
ふ
り
返
っ
て
、
「
正
義
も
節
制
も
勇
気
も
、
い
っ
さ
い
が
っ
さ
い
が
全
部
知
識
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
」

と
述
べ
る
と
き
（
ω
①
巳
）
、
彼
は
ず
っ
と
（
2
）
の
立
場
に
立
ち
、
（
R
）
の
最
も
強
く
、
か
つ
直
蔵
な
思
考
の
線
を
採
っ
て
い
る
と
わ
れ

わ
れ
は
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
正
義
、
節
制
、
敬
度
、
勇
気
、
知
恵
は
徳
の
部
分
を
な
す
も
の
で
は
な
く
、
同
一

の
も
の
、
す
な
わ
ち
善
悪
の
知
識
に
つ
け
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
の
名
前
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
人
が
そ
の
一
つ
を
身
に
つ
け
れ
ば
、
必
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

的
に
す
べ
て
を
も
っ
こ
と
に
な
る
、
と
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
徳
概
念

＝
九
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3

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
想
定
は
ど
の
よ
う
に
し
て
正
当
化
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ

れ
に
は
二
つ
の
問
題
が
生
じ
る
。
一
つ
は
、
勇
気
や
正
義
な
ど
の
言
葉
の
意
味
の
差
異
は
も
は
や
な
く
な
る
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
考
え
て
い

る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
徳
が
善
悪
の
知
識
に
帰
着
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
同
じ
一
つ
の
知
識
に
よ
っ
て
勇

気
あ
る
行
為
も
、
正
し
い
行
為
も
同
じ
よ
う
に
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
行
為
に
お
け
る
知
識
内
容
に
は
い
か
な
る
差
異
も
見

ら
れ
な
い
と
彼
は
考
え
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
闇
題
は
関
連
し
て
お
り
、
第
一
の
問
題
は
第
二
の
も
の
に

依
存
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
優
先
的
な
第
二
の
も
の
か
ら
第
一
の
も
の
へ
と
わ
れ
わ
れ
は
検
討
を
進
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
れ
ら
の
解

決
は
、
わ
れ
わ
れ
の
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
実
質
的
な
意
味
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
個
々
の
徳
を
善
悪
の
知
識
に
帰
着
さ
せ
る
と
き
、
彼
は
一
般
的
な
規
定
を
与
え
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
知
識
の

実
際
の
機
能
や
あ
り
方
は
、
行
為
に
現
わ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
徳
の
性
格
に
応
じ
て
異
な
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
、
彼
の
提
出
す
る

問
い
の
意
義
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
最
も
よ
く
処
理
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
X
と
は
何
か
」
を
問

う
。
主
題
と
し
て
X
に
は
め
こ
ま
れ
る
も
の
は
、
個
々
の
徳
で
あ
り
、
ま
た
徳
そ
の
も
の
で
あ
る
。
だ
が
彼
は
こ
の
X
に
つ
い
て
何
を
問

う
の
だ
ろ
う
か
。
X
の
本
質
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
誤
り
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
答
え
は
そ
れ
だ
け
で
は
一
般
的
す
ぎ
る
の
で
あ
り
、
ソ

ク
ラ
テ
ス
の
問
い
や
探
求
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
州
X
と
は
何
か
」
の
問
い
を
提
出
す
る
と
き
、
彼

は
何
の
た
め
に
そ
の
問
い
を
問
い
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
答
え
と
し
て
望
ん
で
い
る
か
を
対
話
者
た
ち
に
様
々
な
仕
方
で
語
っ
て
い
る
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
「
X
と
は
何
か
」
と
問
わ
れ
て
も
、
適
切
な
返
答
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
の
問
い
は
明
確
な
目

標
と
そ
の
聞
い
へ
の
接
近
方
法
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
探
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
X
の
事
例
を
X
の
定
義
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
を
推
輸
す
る
。
た
と
え
ば
、
不
正
を
は
た
ら
く
者
を
告
発
す
る
こ
と
や
、



戦
列
に
踏
み
と
ど
ま
っ
て
敵
と
戦
う
こ
と
を
、
彼
は
〈
敬
虚
〉
や
く
勇
気
〉
の
定
義
と
は
見
な
さ
な
い
（
肉
墨
爵
よ
餌
ト
鋒
お
。
甲
6
島
）
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
エ
ウ
テ
ユ
プ
ロ
ン
に
言
う
。

　
　
「
ぼ
く
が
君
に
要
求
し
て
い
た
の
は
、
そ
ん
な
、
多
く
の
敬
度
な
こ
と
の
う
ち
ど
れ
か
一
つ
二
つ
を
ぼ
く
に
教
え
て
く
れ
る
こ
と
で

　
　
は
な
く
て
、
す
べ
て
の
重
慶
な
こ
と
が
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
、
い
ず
れ
も
度
度
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
、
か
の
相
そ
の
も
の

　
　
（
警
爲
ξ
＆
巳
＆
鶏
動
。
り
）
を
教
え
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
」
（
①
U
）

し
か
し
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
求
め
る
の
は
す
べ
て
の
敬
愛
な
事
例
に
共
通
す
る
、
得
度
の
い
わ
ば
普
遍
的
な
性
質
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な

い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
エ
ウ
テ
ユ
プ
ロ
ン
が
あ
ら
た
め
て
提
出
す
る
敬
震
の
定
義
、
す
な
わ
ち
〈
神
々
に
愛
さ
れ
る
も
の
〉
も
定

義
と
し
て
採
用
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
る
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
れ
を
斥
け
る
。
な
ぜ
な
ら
、
〈
神
々
に
愛
さ
れ
る
〉
と
い
う
性
質
が
、

す
べ
て
の
く
敬
度
な
も
の
〉
に
共
通
に
見
ら
れ
る
性
格
で
あ
る
に
せ
よ
、
〈
鼻
血
な
も
の
〉
は
神
々
に
愛
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
〈
豊
艶
な
も

の
〉
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
〈
敬
凄
な
も
の
〉
で
あ
る
が
ゆ
え
に
神
々
に
愛
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
H
O
や
一
H
》
）
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
要
求
す

る
の
は
す
べ
て
の
く
敬
慶
な
も
の
〉
に
共
通
す
る
あ
る
一
つ
の
性
質
で
は
な
く
て
、
〈
敬
盧
な
も
の
〉
が
そ
れ
に
よ
っ
て
敬
度
で
あ
る
と

こ
ろ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
そ
れ
は
敬
度
の
〈
本
質
〉
（
。
ξ
“
黛
）
と
呼
ば
れ
る
（
一
已
）
。
そ
し
て
こ
れ
を
求
め
る
理

由
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
端
的
に
エ
ウ
テ
ェ
プ
ロ
ン
に
語
っ
て
い
る
。

　
　
「
そ
れ
な
ら
ば
、
そ
の
相
そ
れ
自
体
が
い
っ
た
い
何
で
あ
る
か
を
ぼ
く
に
教
え
て
く
れ
た
ま
え
。
ぼ
く
が
そ
れ
に
注
目
し
、
そ
れ
を

　
　
基
準
（
建
嵐
貯
N
奏
）
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
君
な
り
他
の
誰
か
な
り
が
行
な
う
行
為
の
う
ち
で
、
そ
れ
と
同
様
な
も

　
　
の
は
敬
震
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
と
同
様
で
な
い
も
の
は
音
量
で
な
い
と
明
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
ね
」
（
①
国
）

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
明
ら
か
に
碧
雲
基
準
を
求
め
て
い
る
。
彼
の
「
X
と
は
何
か
」
の
探
求
は
、
従
っ
て
、
敬
凄
な
も
の
や
正
し
い
も
の
と
そ

う
で
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
ま
が
い
も
の
と
の
識
劉
を
可
能
に
す
る
基
準
を
得
る
こ
と
を
自
誓
に
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
だ
が
実
は
こ
れ
は
彼
の
第
一
の
目
的
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
彼
は
X
の
く
本
質
〉
に
固
執
す
る
必
要
は

　
　
　
　
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
徳
概
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
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な
い
か
ら
で
あ
る
。
X
の
事
例
に
共
通
し
、
し
か
も
他
の
も
の
に
は
見
ら
れ
な
い
何
か
あ
る
一
つ
の
性
質
を
見
出
す
だ
け
で
、
判
別
の
基

準
は
与
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
彼
は
、
X
で
あ
る
も
の
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
X
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
探
求
す
る

の
か
。

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
探
求
の
主
題
に
の
せ
る
X
と
は
、
す
で
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
彼
に
問
題
を
呼
び
起
こ
す
人
間
の
徳
、
人
間
の
善
さ
、

あ
る
い
は
そ
れ
に
関
連
す
る
事
柄
で
あ
り
、
そ
れ
ら
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
彼
は
「
馬
と
は
何
か
」
、
「
ギ
リ
シ
ア
語
と
は
何
か
」
を
間

わ
な
い
し
、
「
哲
学
と
は
何
か
」
を
問
う
こ
と
も
な
い
。
彼
が
人
間
の
徳
を
探
求
す
る
第
一
の
目
的
は
、
実
際
に
す
ぐ
れ
た
人
間
に
な
る

こ
と
で
あ
り
（
卜
貸
．
一
〇
〇
帆
》
）
、
ち
ょ
う
ど
目
の
医
者
が
視
力
と
は
何
で
あ
る
か
を
知
る
の
は
、
目
に
視
力
を
生
じ
さ
せ
、
目
を
よ
り
よ
き

も
の
に
す
る
た
め
で
あ
る
よ
う
に
、
徳
と
は
何
で
あ
る
か
を
知
る
の
は
、
魂
に
徳
を
生
じ
さ
せ
、
魂
を
よ
り
よ
き
も
の
に
す
る
た
め
な
の

で
あ
る
（
」
い
Q
．
　
H
c
◎
⑩
国
1
一
り
O
し
d
）
。
す
な
わ
ち
「
X
と
は
何
か
」
の
探
求
は
、
X
の
ぞ
な
わ
っ
た
人
に
な
る
と
い
う
目
標
に
よ
っ
て
第
一
義
的

に
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
る
に
こ
の
よ
う
な
蔭
標
の
達
成
の
た
め
に
は
、
X
の
事
例
の
判
別
基
準
だ
け
で
は
充
分
で
は

な
い
。
た
と
え
ば
勇
気
あ
る
人
に
な
る
た
め
に
は
、
勇
気
あ
る
行
為
を
判
別
で
き
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
実
際
に
勇
気
あ
る
行
為
を
選
び

う
る
卓
越
性
こ
そ
が
求
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
人
が
そ
れ
に
よ
っ
て
勇
気
あ
る
人
に
な
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
こ
れ
が
何
で
あ
る
か
の
探

求
が
、
こ
う
し
て
不
可
欠
と
な
る
。
だ
が
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
敬
震
な
も
の
の
判
別
基
準
を
求
め
て
い
る
と
エ
ウ
テ
ユ
プ
ロ
ソ
に
語
っ
て
い
た
。
し
か
も
ま
さ
に
そ
の
基
準
を
ソ
ク
ラ

テ
ス
は
敬
虚
な
も
の
の
〈
本
質
〉
と
呼
ぶ
。
し
か
る
に
わ
れ
わ
れ
に
は
、
彼
が
〈
本
質
〉
と
呼
ぶ
も
の
は
判
別
基
準
以
上
の
も
の
を
意
味

す
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
こ
の
ず
れ
を
今
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
の
探
求
が
強
い
実
践
的
関
心
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
説
明

し
た
。
だ
が
、
彼
は
判
別
基
準
と
し
て
〈
本
質
〉
以
外
の
何
も
の
も
採
用
し
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
彼
に
と
っ
て
は
、
留
筆

基
準
と
〈
本
質
〉
と
は
同
じ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
彼
の
探
求
と
実
践
的
関
心
と
を
直
接
結
び
つ
け
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
か
も
し
れ

な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
逆
に
、
判
劉
基
準
と
〈
本
質
〉
と
が
ま
さ
に
同
じ
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
彼
は
そ
れ
ら
を
同
じ
も
の
と
し
て



ほ
か
な
ら
ぬ
実
践
的
関
心
か
ら
探
求
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
以
下
こ
の
点
を
立
ち
入
っ
て
調
べ
て
み
る
こ
と
に
し
ょ
う
。
重
要
な

手
が
か
り
は
『
ラ
ケ
ス
』
に
あ
る
。

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
最
初
の
対
話
者
ラ
ケ
ス
は
、
始
め
に
「
戦
列
に
踏
み
と
ど
ま
っ
て
敵
と
戦
う
こ
と
」
を
勇
気
の
定
義
と
し
て
提
出
す
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
の
定
義
を
斥
け
た
後
、
戦
闘
ば
か
り
で
な
く
、
病
い
や
貧
困
、
苦
痛
や
恐
怖
、
欲
望
や
快
楽
、
そ
の
他
す
べ
て
の
困
難

と
の
た
た
か
い
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
「
同
じ
も
の
」
と
し
て
の
く
勇
気
〉
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
る
か
を
彼
に
答
え
る
よ
う
に
求
め
、

そ
の
問
い
の
意
味
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

　
　
「
い
や
、
こ
う
い
う
意
味
な
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
〈
速
さ
〉
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
る
か
、
と
私
が
尋
ね
た
と
し
ま
し
ょ
う
。
こ

　
　
の
く
速
さ
〉
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
走
る
こ
と
に
も
、
キ
タ
ラ
を
弾
く
こ
と
に
も
、
話
す
こ
と
に
も
、
学
ぶ
こ
と

　
　
に
も
、
ま
た
そ
の
他
た
く
さ
ん
の
こ
と
に
、
ま
さ
し
く
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
お
よ
そ
わ
れ
わ
れ
は
、
言
う
に
値
す
る
か
ぎ
り

　
　
の
こ
と
が
ら
の
な
か
に
、
す
な
わ
ち
、
手
、
足
、
ロ
と
声
、
思
考
な
ど
の
い
ず
れ
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
の
も
ろ
も
ろ
の
行
為
の
な
か
に

　
　
そ
れ
を
も
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
」
（
一
8
＞
）

ラ
ケ
ス
は
直
ち
に
こ
れ
を
認
め
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
説
明
を
続
け
る
。

　
　
「
さ
て
も
し
誰
か
が
私
に
、
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
こ
と
が
ら
に
お
い
て
、
君
が
〈
速
さ
〉
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、

　
　
何
で
あ
る
と
言
う
の
か
ね
』
と
尋
ね
た
と
す
れ
ば
、
『
短
い
時
間
に
多
く
の
こ
と
を
な
し
と
げ
る
デ
ュ
ナ
ミ
ス
を
、
私
は
〈
速
さ
〉

　
　
と
呼
ぶ
の
だ
、
話
す
こ
と
で
も
、
走
る
こ
と
で
も
、
そ
の
他
何
に
関
す
る
こ
と
で
も
』
と
彼
に
答
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
」
（
一
⑩
b
o
＞
一
ゆ
）

こ
れ
を
ラ
ケ
ス
は
正
し
い
説
明
だ
と
し
た
の
を
受
け
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
勇
気
に
つ
い
て
も
、
こ
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
デ

ュ
ナ
ミ
ス
で
あ
る
の
か
を
彼
に
答
え
る
よ
う
に
求
め
る
。
し
か
し
こ
こ
で
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
説
明
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
か
。

解
釈
の
焦
点
は
デ
ュ
ナ
ミ
ス
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
語
に
あ
る
。
そ
れ
の
通
常
の
意
昧
は
「
力
智
芝
①
こ
あ
る
い
は
「
能
力
＄
窟
鼻
芝
で
あ

り
、
も
し
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
そ
の
意
味
で
こ
の
言
葉
を
用
い
て
い
る
な
ら
ば
、
彼
の
問
い
の
意
味
は
、
「
勇
気
と
は
ど
の
よ
う
な
能
力
な
の

　
　
　
　
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
二
三
・
怠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
三
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四

か
扁
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
「
能
力
」
と
は
個
々
の
行
為
を
実
現
す
る
何
も
の
か
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
ソ
ク
ラ
テ

ス
が
目
を
向
け
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
揚
合
、
彼
は
単
に
勇
気
と
い
う
言
葉
の
意
味
や
概
念
を
分
析
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
勇
気
あ
る
い
は
勇
気
あ
る
行
為
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
速
さ
あ
る
い
は
速
い
行
為
の
場
合
と
同
様
に
、
ソ
ク
ラ
テ

ス
も
ラ
ケ
ス
も
す
で
に
了
解
済
み
な
の
で
あ
っ
て
、
問
題
は
勇
気
あ
る
行
為
は
何
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
の
か
、
勇
気
と
は
人
車
の
ど
の

よ
う
な
能
力
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
れ
を
探
求
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
解

釈
の
主
唱
者
ペ
ナ
ー
は
意
義
深
い
例
を
あ
げ
て
言
う
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
問
い
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
　
一
九
四
〇
年
代
ラ
イ
ル
の

「
そ
も
そ
も
感
清
と
は
何
か
」
と
い
う
聞
い
で
は
な
く
て
、
一
八
九
〇
年
代
フ
ロ
イ
ト
の
「
そ
も
そ
も
ヒ
ス
テ
リ
ー
と
は
何
か
」
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

問
い
を
思
い
浮
か
べ
よ
、
と
。
す
な
わ
ち
、
フ
ロ
イ
ト
が
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
症
状
で
は
な
く
、
そ
の
症
状
が
ど
の
よ

う
な
心
の
状
態
に
よ
っ
て
ひ
き
起
こ
さ
れ
る
の
か
を
探
求
す
る
よ
う
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
意
味
の
了
解
さ
れ
て
い
る
勇
気
あ
る
行
為
と
は

何
か
で
は
な
く
て
、
そ
の
行
為
が
ど
の
よ
う
な
魂
の
状
態
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
の
か
を
探
求
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ソ
ク
ラ

テ
ス
の
「
X
と
は
何
か
」
の
探
求
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
X
の
原
因
の
探
求
で
あ
っ
て
、
意
味
の
探
求
で
は
な
い
。
だ
が
し
か
し
こ
の
明
快
な

解
釈
に
は
難
点
が
あ
る
。
第
一
に
、
わ
れ
わ
れ
が
見
た
『
エ
ウ
テ
ユ
プ
ロ
ソ
』
の
テ
ク
ス
ト
が
示
す
よ
う
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
探
求
が
一

方
で
判
別
基
準
を
求
め
て
い
る
こ
と
は
疑
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
は
説
明
を
要
し
な
い
。
第
二
に
、
デ
ュ
ナ
ミ
ス
を
同
一
の

「
能
力
」
と
解
す
る
こ
と
の
困
難
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ヴ
ラ
ス
ト
ス
の
ペ
ナ
i
批
物
が
重
要
で
あ
る
。

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
〈
速
さ
〉
を
「
短
時
間
に
多
く
の
こ
と
を
な
し
と
げ
る
デ
ュ
ナ
ミ
ス
」
と
定
義
し
て
い
た
。
こ
の
デ
ュ
ナ
ミ
ス
と
し
て

の
く
速
さ
〉
は
様
々
な
速
い
行
為
の
う
ち
に
「
同
じ
も
の
」
と
し
て
見
出
さ
れ
る
。
そ
こ
で
も
し
デ
ュ
ナ
ミ
ス
が
「
能
力
」
を
意
味
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
「
途
方
も
な
い
想
定
」
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
ヴ
ラ
ス
ト
ス
は
主
張
す
る
。
す
な
わ

ち
、
人
に
速
く
走
ら
せ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
、
人
に
速
く
学
ば
せ
る
も
の
と
が
ま
さ
に
「
同
じ
も
の
」
、
同
じ
「
能
力
」
だ
と
す
る
不
可

解
な
考
え
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
デ
ュ
ナ
ミ
ス
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
語
は
、
「
力
」
や
「
能
力
」



で
は
な
く
て
、
言
葉
の
「
意
味
湯
。
雪
ぎ
α
q
」
あ
る
い
は
も
の
の
「
性
質
顎
8
①
二
二
と
い
う
別
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
ヴ
ラ
ス
ト

　
　
　
（
2
0
）

ス
は
考
え
る
。
実
際
、
ヴ
ラ
ス
ト
ス
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
こ
の
上
も
な
く
速
く
走
れ
ば
す
る
が
、
見
込
み
の
な
い
ほ
ど
学
ぶ
の
が
だ

め
な
人
」
あ
る
い
は
そ
の
逆
、
あ
る
い
は
そ
の
他
い
く
ら
で
も
そ
の
よ
う
な
例
を
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
速
く
走
る
「
能

力
」
と
学
ぶ
「
能
力
」
と
は
も
ち
ろ
ん
「
岡
じ
能
力
」
で
は
あ
り
え
ず
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
そ
の
よ
う
な
「
途
方
も
な
い
想
定
」
を
行
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

て
い
る
余
地
は
全
然
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ペ
ナ
ー
の
よ
う
に
、
デ
ュ
ナ
ミ
ス
を
通
常
の
意
味
で
の
「
能
力
」
と
解
す
る
こ
と
は
誤

　
　
　
　
　
（
2
1
）

り
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ヴ
ラ
ス
ト
ス
の
言
う
よ
う
に
、
〈
速
さ
〉
と
い
う
言
葉
の
「
意
味
」
あ
る
い
は
〈
速
さ
〉
の
「
性
質
」

の
説
明
を
行
な
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
速
い
行
為
の
原
因
を
語
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
は
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

速
く
走
れ
る
人
が
い
る
と
す
る
。
彼
は
確
か
に
そ
の
「
能
力
」
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
「
能
力
」
が
速
く
走
る
こ
と
を
実
現
す
る

と
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
考
え
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
人
は
遅
く
走
る
こ
と
も
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
が
速
く
走
る
の
は
、
彼

の
走
る
こ
と
に
ま
さ
に
〈
速
さ
〉
が
生
じ
て
い
る
か
ら
だ
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
「
短
時
間
に
多
く
の
こ
と
を
な
し
と
げ

る
」
と
い
う
要
因
が
は
た
ら
か
な
け
れ
ば
、
彼
は
速
く
走
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
の
要
因
が
様
々
な
速
い

行
為
に
ま
さ
に
「
同
じ
も
の
扁
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
敵
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
プ
化
工
ゴ
ラ
ス
』
で
彼
は
、
強
さ
に
よ
っ
て
何

か
が
行
な
わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
行
為
は
強
い
ふ
る
ま
い
方
と
な
り
、
弱
さ
に
よ
る
行
為
は
弱
々
し
い
ふ
る
ま
い
方
と
な
る
、
ま
た
何
か

が
速
さ
と
と
も
に
行
な
わ
れ
れ
ば
速
く
行
な
わ
れ
、
遅
さ
と
と
も
に
行
な
わ
れ
れ
ば
遅
く
な
る
と
指
摘
し
、
「
同
じ
よ
う
な
行
為
を
行
な

わ
し
め
る
の
は
同
じ
も
の
で
あ
り
、
行
な
わ
れ
方
が
反
対
な
ら
、
反
対
の
も
の
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
」
と
い
う
原
則
を
確
立
し
て
い
る

（
、
、
・
　
Q
Q
ω
卜
o
b
d
－
O
）
）
。
こ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
〈
速
さ
〉
を
こ
そ
速
い
行
為
の
原
因
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で

（
2
2
）

あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
異
議
が
申
し
立
て
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
〈
速
さ
〉
と
い
う
原
因
が
あ
る
だ
け
で
、
た
と
え
ば
人

は
速
く
走
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
れ
を
否
定
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
常
識
的
な
立
場
は
強
い
脚
力
の
よ
う
な
も
の

　
　
　
　
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
徳
概
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五



　
　
　
　
哲
一
字
贋
究
　
第
五
百
六
十
∴
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六

を
予
想
す
る
。
そ
の
「
脚
力
偏
に
〈
速
さ
〉
が
つ
け
加
わ
っ
て
速
く
走
る
こ
と
が
実
現
さ
れ
る
と
人
は
考
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
〈
速
さ
〉
を
、
「
短
時
間
に
多
く
の
こ
と
を
な
し
と
げ
る
デ
ュ
ナ
ミ
ス
」
と
語
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
の
も
の
に
く
速

さ
〉
の
原
因
を
彼
は
何
も
見
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
、
「
強
い
脚
力
」
な
る
も
の
を
速
く
走
る
こ
と
の
必
要
条
件
と
す

ら
見
な
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
通
常
速
く
走
る
脚
力
を
も
た
な
い
と
見
ら
れ
る
人
も
、
短
時
間
に
多
く
の
距
離
を
走
る
な

ら
ば
、
そ
こ
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
〈
速
さ
〉
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
い
っ
た
い
「
短
時
間
」
と
は
ど
れ
だ
け
の
時
間
で
あ
ろ
う
か
、
「
多
く

の
こ
と
扁
と
は
ど
れ
だ
け
の
量
で
あ
ろ
う
か
、
す
べ
て
は
わ
れ
わ
れ
の
常
識
に
よ
っ
て
計
ら
れ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
お
そ
ら
く
、
こ
の
よ

う
な
常
識
を
破
る
の
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
わ
ず
か
の
距
離
し
か
走
れ
ぬ
人
に
も
、
あ
る
い
は
俊
足
の
ア
キ
レ
ス
に
た
ち
ま
ち
追
い
抜
か
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

る
亀
に
も
、
彼
は
行
為
の
行
な
わ
れ
方
に
よ
っ
て
〈
速
さ
〉
を
認
め
る
用
意
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
従
っ
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
〈
速
さ
〉
を
デ
ュ
ナ
ミ
ス
と
し
て
定
義
す
る
と
き
、
そ
の
言
葉
は
通
常
の
意
昧
で
の
「
能
力
」
で
も
な
け
れ

ば
、
言
葉
の
「
意
味
」
や
も
の
の
「
性
質
」
だ
け
を
指
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
彼
は
速
い
行
為
を
実
現
す
る
原
因
と
し
て
の
く
速
さ
〉

を
語
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
デ
ュ
ナ
ミ
ス
と
い
う
語
で
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
意
味
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ラ
ケ
ス
に
、
様

様
な
勇
気
あ
る
行
為
に
内
在
す
る
「
同
じ
も
の
」
と
し
て
の
く
勇
気
〉
と
は
何
で
あ
る
か
を
尋
ね
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う

な
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
問
い
に
関
し
て
、
そ
れ
は
「
指
示
対
象
」
（
あ
る
い
は
「
能
力
」
）
の
探
求
か
、
そ
れ
と
も
「
意
味
」
（
あ
る
い
は
「
性

質
」
）
の
探
求
か
と
い
う
問
題
設
定
は
も
は
や
有
意
味
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
は
、
勇
気
と
い
う
言
葉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

の
指
示
す
る
置
去
す
な
わ
ち
勇
気
の
デ
ュ
ナ
ミ
ス
が
、
そ
の
ま
ま
勇
気
と
い
う
言
葉
の
意
味
で
あ
る
の
だ
か
ら
。
人
は
「
同
じ
も
の
」
と

し
て
の
く
勇
気
〉
に
よ
っ
て
勇
気
あ
る
人
と
な
り
、
ま
た
勇
気
あ
る
行
為
に
は
ま
さ
に
「
同
じ
も
の
」
と
し
て
の
く
勇
気
〉
が
見
出
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
彼
は
様
々
な
勇
気
の
〈
本
質
〉
と
呼
び
、
〈
判
別
基
準
〉
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
両
者
の
問
に
ず
れ
は
な
く
、
彼
の

探
求
は
こ
の
よ
う
に
し
て
一
つ
の
も
の
に
収
勲
す
る
。



4

　
わ
れ
わ
れ
の
問
題
は
、
個
別
的
な
徳
の
機
能
が
そ
の
内
実
に
お
い
て
徳
全
体
の
機
能
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
見
な
し

て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
い
ま
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
問
題
を
処
理
す
る
地
点
に
立
っ
て
い
る
。

　
ラ
ケ
ス
は
先
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
問
い
の
意
味
を
了
解
し
、
あ
ら
た
め
て
今
度
は
勇
気
と
は
「
魂
の
｝
種
の
忍
耐
つ
よ
さ
」
で
あ
る
と
い

う
定
義
を
下
す
（
お
ト
。
切
）
。
し
か
る
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
勇
気
と
は
非
常
に
美
し
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
と
指
摘
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

無
思
慮
を
伴
っ
た
忍
耐
心
を
美
し
く
な
い
も
の
と
し
て
除
外
し
、
ラ
ケ
ス
の
定
義
を
修
正
し
て
、
「
思
慮
あ
る
忍
耐
心
こ
そ
が
勇
気
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
」
と
す
る
（
お
b
o
O
I
U
）
。
し
か
し
こ
こ
で
「
何
に
関
し
て
思
慮
が
あ
る
の
か
」
と
い
う
決
定
的
な
問
い
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
提
出
し
た
こ

と
か
ら
、
ラ
ケ
ス
は
思
慮
の
対
象
を
指
定
で
き
ず
、
か
え
っ
て
無
思
慮
な
忍
耐
の
方
が
勇
気
で
あ
る
と
い
う
逆
転
し
た
帰
結
が
導
か
れ
て

議
論
は
ア
ポ
リ
ア
ー
に
陥
る
（
回
O
鱒
M
W
l
一
ゆ
ω
M
）
）
。
こ
う
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
の
相
手
が
ラ
ケ
ス
か
ら
ニ
キ
ア
ス
に
移
り
、
彼
は
勇
気
と

は
「
恐
ろ
し
い
も
の
と
恐
ろ
し
く
な
い
も
の
と
の
知
識
」
で
あ
る
と
い
う
定
義
を
提
出
す
る
の
で
あ
る
。
ニ
キ
ア
ス
の
定
義
は
思
慮
（
知

識
）
の
対
象
を
指
定
し
て
お
り
、
ラ
ケ
ス
の
定
義
が
孕
む
難
点
を
免
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ニ
キ
ア
ス
の
定
義
も
ま
た
新
た
な
ア
ポ
リ

ア
ー
へ
と
導
か
れ
て
対
話
篇
は
終
わ
る
。
ニ
キ
ア
ス
の
定
義
が
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
ア
ポ

リ
ア
ー
に
至
る
か
を
す
で
に
わ
れ
わ
れ
は
見
て
い
る
（
1
章
）
。
こ
こ
で
の
課
題
は
、
そ
の
道
筋
の
ど
こ
に
問
題
が
あ
る
か
を
つ
き
と
め
、

わ
れ
お
れ
の
考
察
に
資
す
る
こ
と
で
あ
る
。
議
論
を
整
理
し
よ
う
。

　
（
1
）
勇
気
と
は
徳
の
一
部
分
で
あ
る
（
お
O
O
⊥
）
）
。

　
（
2
）
勇
気
と
は
恐
ろ
し
い
も
の
と
恐
ろ
し
く
な
い
も
の
と
の
知
識
で
あ
る
（
お
朝
》
）
。

し
か
る
に
、

　
（
3
）
恐
ろ
し
い
も
の
と
は
未
来
の
悪
で
あ
り
、
恐
ろ
し
く
な
い
も
の
と
は
未
来
の
善
で
あ
る
（
お
。
。
ω
δ
）
。

　
　
　
　
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
徳
概
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一
七
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ま
た
、

　
（
4
）
知
識
と
は
、
未
来
の
事
柄
だ
け
で
は
な
く
、
現
在
お
よ
び
過
去
の
事
柄
を
も
対
象
と
す
る
（
這
。
。
∪
ム
⑩
Φ
〉
）
。

そ
れ
ゆ
え
、

　
（
5
）
勇
気
と
は
過
去
、
現
在
、
未
来
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
の
善
悪
の
知
識
で
あ
る
（
お
O
し
づ
占
）
。

し
か
る
に
、

　
（
6
）
あ
ら
ゆ
る
場
合
の
善
悪
の
知
識
と
は
完
全
な
徳
で
あ
る
（
お
Φ
U
）
。

そ
れ
ゆ
え
、

　
（
7
）
勇
気
と
は
徳
の
一
部
分
で
は
な
く
、
徳
の
全
体
で
あ
る
（
冨
⑩
閏
）
。

こ
う
し
て
（
7
）
の
結
論
が
（
1
）
の
前
提
と
衝
突
し
、
議
論
は
ア
ポ
リ
ア
ー
に
陥
る
。
ア
ポ
リ
ア
！
を
回
避
す
る
に
は
（
1
）
の
前
提

を
尽
け
る
か
、
（
7
）
の
導
出
を
是
認
し
な
け
れ
ば
よ
い
。
し
か
る
に
ア
ポ
リ
ア
ー
の
原
因
は
、
（
7
）
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
知
識
と

し
て
の
勇
気
が
関
わ
る
対
象
領
域
の
拡
張
に
、
す
な
わ
ち
（
5
）
に
あ
る
。
（
5
）
は
（
2
）
（
3
）
（
4
）
か
ら
の
論
理
的
帰
結
で
あ
り
、

も
し
（
2
）
（
3
）
（
4
）
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
承
認
す
る
命
題
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
は
（
7
）
の
結
論
を
正
当
な
も
の
と
考
え
た
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
（
1
）
の
前
提
を
捨
て
去
る
用
意
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
　
（
1
）
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
が
導
入
し
た
前
提
で
あ
る
と
は
い
え
、

そ
れ
は
議
論
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
命
題
で
も
な
け
れ
ば
、
彼
が
充
分
な
理
由
に
も
と
づ
い
て
想
定
す
る
命
題
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
る
に
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
（
2
）
（
3
）
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
の
見
解
で
あ
る
こ
と
は
疑
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
『
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
』
に
お
い
て
、
彼
は
（
2
）
を
議
論
に
よ
っ
て
確
立
し
（
ら
。
㎝
⑩
し
ご
山
8
∪
）
、
（
3
）
を
『
ラ
ケ
ス
』
に
お
け
る
の
と

同
じ
理
由
一
恐
れ
は
未
来
の
悪
の
予
期
で
あ
る
一
に
も
と
づ
い
て
主
張
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
ω
帆
。
。
∪
）
。
問
題
の
焦
点
は
（
4
）

で
あ
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
知
識
の
対
象
を
時
間
的
制
約
を
受
け
る
も
の
と
見
な
し
て
い
た
か
ど
う
か
に
定
め
ら
れ
る
。

　
こ
の
関
連
で
彼
が
知
識
の
性
格
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
か
を
探
る
直
接
的
な
典
拠
は
、
他
の
初
期
薄
更
衣
に
は
見
出
さ
れ
な
い
。
知



識
が
本
来
、
同
鳳
の
常
に
〈
あ
る
も
の
〉
を
薄
象
と
す
る
と
い
う
見
解
は
、
イ
デ
ア
論
が
表
明
さ
れ
る
『
饗
宴
』
『
パ
イ
ド
ン
』
『
国
家
』

な
ど
の
申
期
作
品
に
お
い
て
初
め
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
プ
ラ
ト
ン
的
見
解
を
こ
こ
で
そ
の
ま
ま
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
見
解
と
直
ち
に

同
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
初
期
対
話
篇
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
知
識
の
性
格
に
言
及
す
る
と
き
彼
が
た
え
ず
注
意
す
る
の
は
、
知
識
の
固

有
の
対
象
領
域
、
た
と
え
ば
建
築
術
は
家
を
、
医
術
は
健
康
を
対
象
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
（
O
漸
δ
㎝
？
U
℃
嵩
o
b
び
6
り
9
ま
一
〉
占
”

肉
黛
“
卜
。
Φ
一
蝉
沁
■
。
。
禽
O
山
爵
切
）
、
知
識
の
対
象
が
時
間
的
制
約
を
受
け
る
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
彼
は
何
も
語
ら
な
い
。
ま
た
知
識

は
誤
り
う
る
か
、
知
識
は
指
導
力
を
も
つ
か
と
い
う
問
い
を
彼
は
立
て
て
も
（
O
．
　
劇
切
A
O
l
旧
）
り
　
㌔
、
。
ω
α
N
一
W
－
O
）
、
「
知
識
と
は
何
か
」
を
問
う

こ
と
は
な
い
。
知
識
の
理
論
は
彼
の
主
要
な
関
心
事
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
、
彼
は
（
4
）
を
充
分
な
理
由
も
な
く

導
入
し
て
ラ
ケ
ス
に
同
意
を
取
り
つ
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
「
お
よ
そ
知
識
の
取
り
扱
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
過
去
の
こ
と
と
現
在
の
こ
と
と
未
来
の
こ
と
と
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
…
…
そ

　
　
れ
ぞ
れ
別
々
の
知
識
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
を
も
知
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
た
と
え
ば
、
健
康
の
こ
と
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
時

　
　
に
関
し
て
、
ほ
か
で
も
な
い
医
術
が
、
た
だ
一
つ
あ
っ
て
、
現
在
の
こ
と
も
、
過
去
の
こ
と
も
、
ま
た
未
来
の
こ
と
が
ど
の
よ
う
に

　
　
生
ず
る
か
と
い
う
こ
と
も
、
見
張
っ
て
い
る
の
で
す
」
（
一
〇
c
Q
U
一
図
）

医
術
は
健
康
を
対
象
と
す
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ぎ
り
、
医
術
は
あ
ら
ゆ
る
場
合
の
健
康
を
対
象
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
健
康
と
い
う
こ
と

が
ら
に
、
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
時
間
的
区
別
を
設
け
る
こ
と
は
意
味
を
な
さ
な
い
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
見

解
は
「
知
識
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
魁
象
を
も
つ
」
と
い
う
彼
の
原
則
に
も
と
づ
い
て
主
張
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
彼

自
身
の
承
認
す
る
見
解
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
未
来
の
健
康
に
関
わ
る
医
術
と
、
現
在
の
、
あ
る
い
は
過
去
の
健
康
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

わ
る
医
術
と
は
、
健
康
を
扱
う
か
ぎ
り
、
同
じ
も
の
を
対
象
と
す
る
同
じ
知
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
彼
は
見
な
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

（
2
）
（
3
）
（
4
）
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
承
認
す
る
見
解
で
あ
る
以
上
、
彼
は
（
5
）
、
そ
し
て
（
7
）
の
導
出
を
正
当
な
も
の
と
考
え
た

　
　
（
2
6
）

で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
彼
は
（
1
）
の
前
提
を
斥
け
る
で
あ
ろ
う
。
彼
に
と
っ
て
勇
気
と
は
単
純
に
善
悪
の
知
で
あ
り
、
徳
そ
の
も
の
で

　
　
　
　
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
十
一
概
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
二
九
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一
｝
二
〇

あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
恐
ろ
し
い
も
の
と
恐
ろ
し
く
な
い
も
の
と
の
知
識
」
が
善
悪
の
知
の
一
部
で
あ
り
、
そ
れ
に
関
係

づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
単
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
探
求
の
ね
ら
い
で
は
な
い
。
善
悪
の
知
そ
の
も
の
が
勇
気
の
、

そ
し
て
徳
の
〈
本
質
〉
で
あ
り
〈
判
別
基
準
〉
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
の
帰
結
が
、
議
論
は
異
な
る
に
せ
よ
照
度
や
節
制
、
正
義
に

関
し
て
も
引
き
出
さ
れ
る
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
考
え
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
『
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
』
に
お
け
る
彼
の
立
場
に
ほ
か
な

ら
な
い
。

5

　
こ
う
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
れ
ば
、
勇
気
、
此
度
、
節
々
、
正
義
、
知
恵
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
善
悪
の
知
と
同
一
の
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
に
収
蔑
す
る
こ
と
に
な
る
。
五
つ
の
窮
民
は
徳
の
部
分
を
な
す
も
の
で
は
な
く
、
同
じ
一
つ
の
も
の
に
つ
け
ら
れ
た
名
前
に
す
ぎ
な
い
。

従
っ
て
、
そ
れ
ら
の
言
葉
は
同
じ
意
味
を
も
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
の
適
用
範
囲
も
同
じ
で
あ
る
だ
ろ
う
。
勇
気
あ
る
行
為
は
節
制
あ
る

行
為
と
も
、
敬
震
な
行
為
と
も
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ら
は
同
じ
一
つ
の
行
為
で
あ
り
、
「
同
じ
一
つ
の
も
の
」
す
な
わ
ち
善

悪
の
知
識
に
よ
っ
て
な
し
と
げ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
そ
の
知
識
内
容
に
は
差
異
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
見

解
に
人
は
異
議
を
唱
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
勇
気
と
は
困
難
に
打
ち
勝
つ
こ
と
で
あ
り
、
敬
慶
と
は
神
に
仕
え
る
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
正
義
と
は
他
者
に
配
慮
す
る
こ
と
で
あ
り
、
神
に
祈
り
を
捧
げ
る
行
為
は
、
通
常
敬
震
な
行
為
と
呼
ば
れ
て
も
、
勇
気
あ
る
行
為
と

は
呼
ば
れ
ず
、
病
い
と
た
た
か
う
人
は
勇
気
あ
る
人
と
呼
ば
れ
て
も
正
し
い
人
と
は
呼
ば
れ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
の
意
味
は
明
ら
か
に

異
な
り
、
そ
れ
ら
の
徳
の
あ
り
方
も
明
ら
か
に
異
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。

　
し
か
し
『
エ
ウ
テ
ユ
プ
ロ
ソ
』
の
議
論
が
示
す
よ
う
に
、
神
へ
の
奉
仕
と
は
何
を
実
現
す
る
行
為
な
の
か
が
問
わ
れ
、
ひ
と
た
び
そ
れ

が
美
し
い
こ
と
が
ら
と
答
え
ら
れ
る
な
ら
ば
（
一
ω
O
∴
駆
〉
）
、
そ
れ
の
実
現
は
困
難
で
あ
り
勇
気
あ
る
行
為
と
も
呼
ば
れ
る
は
ず
だ
と
ソ
ク

ラ
テ
ス
は
反
論
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
他
者
へ
の
醗
慮
が
自
己
へ
の
配
慮
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
（
O
メ
ミ
U
尚
9
心
誤
？
ミ
。
炉



卜
験
卜
。
b
。
図
∪
山
卜
。
卜
。
O
）
、
互
い
と
の
た
た
か
い
も
正
し
い
行
為
と
彼
は
呼
ぶ
で
あ
ろ
う
。
だ
が
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
日
常
言
語
の
意
味

の
改
変
を
企
て
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
彼
一
人
の
よ
く
な
し
う
る
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
彼
の
関
心
事
で
も
な
い
。

彼
が
追
求
す
る
の
は
、
く
り
返
せ
ば
、
徳
の
明
確
な
判
別
基
準
で
あ
り
、
ま
た
徳
あ
る
人
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
徳
へ
の
理

解
の
深
さ
は
そ
の
判
別
基
準
に
質
的
な
変
更
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。
彼
の
判
断
は
他
の
人
々
と
は
し
ば
し
ば
宥
和
し
が
た
い
ほ
ど
に
異

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
幻
）

な
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
彼
を
驚
か
せ
た
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
彼
を
悩
ま
せ
た
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
、
論
理
（
ロ
ゴ

ス
）
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
帰
結
に
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
逆
説
的
で
あ
ろ
う
と
も
、
常
に
従
う
用
意
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
O
、
・

ま
b
コ
）
。
む
し
ろ
彼
を
悩
ま
せ
た
も
の
は
、
様
々
な
徳
が
善
悪
の
知
識
に
帰
着
す
る
と
き
、
そ
の
善
悪
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ

た
（
肉
實
翫
●
　
ト
り
¶
Q
Q
閏
ー
ト
o
Q
Q
一
国
℃
　
鱒
Q
o
◎
Q
一
）
ー
ト
o
O
鱒
国
）
。
そ
れ
ら
が
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
、
徳
の
判
別
も
、
徳
あ
る
人
に
な
る
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
で

あ
る
。
し
か
る
に
、
そ
の
善
悪
と
は
『
ラ
ケ
ス
』
の
議
論
が
示
す
よ
う
に
、
人
間
の
生
に
本
質
的
な
関
わ
り
を
も
つ
善
悪
で
あ
り
、
従
っ

て
、
そ
れ
ら
へ
の
理
解
は
人
間
の
生
そ
の
も
の
へ
の
理
解
を
内
含
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
だ
が
こ
こ
に
は
さ
ら
に
考
慮
す
べ
き
事
柄
が
含
ま

れ
て
い
る
。

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
徳
を
善
悪
の
知
識
そ
の
も
の
と
見
な
し
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
と
想
定
す
る
と
き
、
彼
は
一
つ
の
反
論
を
予
想

し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
そ
う
し
た
知
識
だ
け
で
は
徳
あ
る
行
為
を
実
行
す
る
の
に
不
充
分
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
正
し
い
行
為

と
は
何
で
あ
る
か
を
知
っ
て
い
て
も
決
定
的
な
場
面
で
人
を
動
か
す
の
は
そ
の
知
識
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
欲
望
や
情
念
で
は
な
い
か
と

い
う
異
議
申
し
立
て
で
あ
り
、
こ
れ
が
ま
さ
に
『
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
』
後
半
部
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
問
題
な
の
で
あ
る
（
も
。
認
切
以
下
）
。
ソ

ク
ラ
テ
ス
の
見
解
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ひ
と
た
び
あ
る
行
為
が
善
き
も
の
で
あ
る
と
知
ら
れ
る
な
ら
ば
、
人
は
必
然
的
に
そ
れ
を
実

行
す
る
は
ず
だ
と
彼
は
見
な
す
。
人
間
の
本
性
の
う
ち
に
悪
へ
の
願
望
を
認
め
ず
、
人
は
善
き
も
の
を
こ
そ
望
む
と
い
う
の
が
彼
の
立
揚

だ
か
ら
で
あ
る
（
㌔
、
。
ω
㎝
Q
Q
O
一
】
）
り
O
．
　
心
①
o
Q
M
W
l
O
齢
ミ
．
刈
刈
切
－
刈
o
Q
＞
）
。
こ
の
よ
う
な
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
見
解
が
ど
こ
ま
で
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
に
つ

い
て
は
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。
む
し
ろ
私
は
、
善
へ
の
願
望
と
い
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
事
実
認
定
か
ら
、
彼
の
技
術
知
と
し
て
の
徳
概

　
　
　
　
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
徳
概
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一
コ
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二
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

念
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
解
釈
者
た
ち
の
顧
み
な
い
論
点
に
注
意
を
呼
び
起
こ
し
た
い
。

　
そ
れ
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
端
的
に
徳
を
善
悪
の
知
識
と
し
て
捉
え
る
と
き
、
そ
の
善
悪
が
人
の
生
の
あ
り
方
に
ま
で
届
く
も
の
で
あ
る

以
上
、
そ
の
善
の
内
容
は
人
の
内
な
る
願
望
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
く
、
何
が
善
き
も
の
で
あ
る
か
の
吟
味
の
過

程
を
経
て
知
ら
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
何
か
が
善
き
も
の
だ
と
知
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
少

な
く
と
も
判
断
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
人
の
善
へ
の
願
塑
と
い
う
も
の
は
不
定
形
な
の
で
あ
り
、
実
際
に
は
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
と

言
っ
て
よ
い
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
（
（
ツ
　
駆
①
Q
o
O
b
σ
一
α
）
。
善
き
も
の
を
知
っ
て
は
じ
め
て
、
あ
る
い
は
判
断
し
て
は
じ
め
て
そ
れ
を
望
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

と
い
う
事
態
が
生
じ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
願
望
が
あ
ら
か
じ
め
形
を
な
し
て
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
主

張
す
る
の
は
単
純
に
「
人
は
善
き
も
の
を
望
む
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
彼
が
事
実
と
認
定
す
る
の
は
、
善
い
、
と
判
断
さ
れ
る
も
の
を

人
は
望
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
」
∪
、
’
　
ω
㎝
Q
◎
ゆ
刈
噂
　
O
①
一
一
）
卜
σ
い
　
O
．
　
幽
①
Q
Q
M
W
瞬
ー
ト
⇒
曽
ミ
。
　
刈
刈
0
ω
℃
　
“
“
】
円
同
）
。
そ
こ
で
も
し
こ
の
よ
う
に
し
て
善
き
も
の
へ

の
知
が
そ
れ
へ
の
願
望
を
形
成
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
ま
た
も
し
そ
の
知
に
深
ま
り
と
広
が
り
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
善
き
も
の

を
理
解
す
る
に
つ
れ
て
人
の
願
望
の
あ
り
方
も
、
そ
し
て
同
時
に
人
の
生
の
あ
り
方
も
変
容
を
被
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
逆
に
ま
た
人
の
生

が
変
容
を
受
け
る
な
ら
、
そ
れ
が
再
び
そ
の
人
の
善
の
内
容
に
変
更
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
善
悪
の
知
と
し
て
の
徳
が
行
為

者
の
生
を
支
配
し
う
る
も
の
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
想
定
し
て
い
る
と
す
れ
ば
（
」
）
、
．
　
ω
賑
b
o
し
d
一
一
）
）
、
そ
の
と
き
そ
の
知
の
内
容
は
と
り
わ
け
行

為
者
の
生
そ
の
も
の
の
吟
味
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
徳
概
念
に
は
自
己
の
生
へ
の
吟
味
が
本
質
的
契
機
と
し

て
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
》
》
ω
。
。
〉
）
。
だ
が
し
か
し
、
そ
う
し
た
吟
味
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
自
己
の
生
を
何
ら
か
の
仕
方
で
眺

め
う
る
〈
自
己
〉
が
、
ま
さ
に
知
の
担
い
手
と
し
て
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
く
自
己
の
も
の
V

（　

瘁
@
偽
◎
馬
q
凡
O
C
）
と
く
自
己
〉
（
伽
§
ご
の
）
と
を
区
別
す
る
の
で
あ
る
（
》
㍗
ω
①
o
）
。
こ
の
よ
う
な
〈
自
己
〉
に
そ
な
わ
る
善
さ
（
思
慮

鷺
葱
ミ
ミ
リ
）
こ
そ
彼
が
〈
徳
〉
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
（
一
戸
・
卜
。
鴇
）
、
そ
れ
は
何
よ
り
も
ま
ず
自
己
の
生
を
自
己
の
生
と
し
て
成

立
さ
せ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
〈
徳
V
な
し
に
は
人
は
く
よ
く
生
き
る
V
可
能
性
を
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
か
、



実
は
自
己
の
生
を
く
生
き
る
V
と
い
う
こ
と
す
ら
で
き
な
い
、
と
彼
は
見
な
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
〈
魂
〉
、
す
な
わ
ち

〈
自
己
〉
へ
の
配
慮
が
説
か
れ
る
。

　
　
　
駐

　
（
1
）
　
こ
う
し
て
メ
ノ
ソ
は
徳
を
「
人
々
を
支
配
す
る
能
力
を
も
つ
こ
と
」
と
定
義
す
る
（
ミ
．
お
U
）
。
こ
の
徳
概
念
を
「
自
然
の
正
義
」
を
説
く
カ

　
　
リ
ク
レ
ス
も
ま
た
共
有
し
て
い
る
（
O
・
お
一
〇
l
U
）
。

　
（
2
）
　
「
移
行
期
対
話
篇
」
に
ど
の
作
品
が
属
す
る
か
は
意
見
が
分
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
想
起
説
」
が
提
示
さ
れ
、
イ
デ
ア
論
が
ま
だ
現
わ
れ

　
　
な
い
『
メ
ノ
ン
』
を
初
期
か
ら
中
期
へ
の
移
行
期
に
位
置
す
る
作
品
と
見
な
す
こ
と
に
は
問
題
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
（
3
）
　
勇
気
は
『
ラ
ケ
ス
』
、
節
制
は
『
カ
ル
ミ
デ
ス
』
、
敬
凄
は
『
エ
ウ
テ
ユ
プ
ロ
ソ
』
、
正
義
は
『
濁
家
』
篇
第
一
巻
で
問
わ
れ
、
知
恵
は
『
弁
明
』

　
　
　
（
ω
α
〉
）
で
徳
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
『
国
家
』
篇
第
一
巻
は
初
期
対
話
篇
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
再
現
し
て
い
る
が
、
そ
の
巻
は
『
国
家
』

　
　
篇
の
後
続
の
墨
譜
の
序
曲
を
な
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
プ
ラ
ト
ン
が
正
義
を
問
う
意
義
は
改
め
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
考
察
は
本
稿

　
　
の
範
囲
を
こ
え
る
。

（
4
）
　
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
が
「
人
間
の
徳
し
の
中
に
勇
気
と
知
恵
を
入
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ω
卜
。
㊤
国
ゐ
ω
O
》
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
。

（
5
）
　
こ
れ
を
私
は
ガ
ス
リ
ー
（
O
¢
爵
ユ
。
”
b
◎
一
ω
点
）
と
共
有
し
て
い
る
。

（
6
）
　
「
歴
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
に
固
執
し
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
プ
ラ
ト
ン
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
理
解
の
軌
跡
と
見
な
し
て
よ
い
。

（
7
）
　
以
下
の
選
択
肢
の
表
記
法
は
ア
！
ウ
ィ
ソ
（
一
暑
凶
P
ω
O
㎝
）
に
従
っ
て
い
る
。

（
8
）
　
ω
お
∪
に
お
け
る
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
の
（
1
a
a
）
の
拒
否
か
ら
直
ち
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
立
揚
が
（
l
a
b
）
で
は
な
く
（
2
）
で
あ
る
と
見

　
な
す
の
は
性
急
で
あ
る
（
婚
§
偽
【
毫
5
ω
O
？
①
）
。
な
ぜ
な
ら
、
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
の
（
l
a
a
）
の
拒
否
は
そ
の
ま
ま
彼
の
（
1
a
b
）
の
採
用
を

　
示
す
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
は
勇
気
を
例
外
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
（
I
a
b
）
を
拒
絶
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
9
）
　
ギ
ャ
ロ
ッ
プ
（
O
註
。
即
。
。
①
為
）
が
論
じ
る
よ
う
に
、
（
2
）
だ
け
が
（
l
a
b
）
を
含
意
す
る
。
し
か
し
彼
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
少
な
く
と
も

　
正
義
と
敬
虜
と
の
関
係
の
議
論
（
ω
ω
0
0
1
ω
ω
一
b
d
）
で
は
（
2
）
の
証
明
を
意
図
し
て
い
な
い
と
主
張
す
る
（
。
。
Q
。
1
㊤
）
。
そ
の
主
張
は
正
し
い
。
し
か

　
し
わ
れ
わ
れ
が
考
慮
す
べ
き
は
『
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
』
全
体
の
議
論
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
意
図
で
あ
る
。

　
　
　
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
徳
概
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
三
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一
三
四

（
1
0
）
　
徳
は
「
全
体
」
で
あ
り
、
正
義
そ
の
他
は
そ
れ
の
部
分
で
あ
る
と
断
言
さ
れ
て
い
る
『
メ
ノ
ン
』
蚕
）
為
Φ
的
の
文
章
に
基
づ
い
て
、
ヴ
ラ
ス

　
ト
ス
は
（
l
a
）
（
1
b
）
の
前
提
で
あ
る
（
1
）
を
「
標
準
的
な
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
教
説
」
（
ω
3
乱
舘
畠
o
q
o
o
起
筆
。
α
o
o
け
『
ぎ
①
）
と
見
な
し
、
（
2
）

　
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
擁
護
す
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
す
る
（
～
「
一
9
ω
貯
O
ω
　
b
こ
b
⊃
切
　
　
　
　
　
　
噛
）
。
し
か
し
『
メ
ノ
ソ
』
の
文
章
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
正
義
そ
の
他
は
徳
の

　
「
部
分
」
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
加
担
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
見
解
を
採
用
し
た
の
は
メ
ノ
ン
で
あ
り
（
刈
ω
卸

　
お
し
d
卜
。
点
）
、
し
か
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
徳
を
「
切
り
き
ざ
む
」
メ
ノ
ソ
を
ア
ポ
リ
ア
ー
に
追
い
込
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
（
刈
⑩
〉
一
国
）
。
そ
こ
で
は
ソ
ク

　
ラ
チ
ス
自
身
は
そ
の
見
解
を
肯
定
も
否
定
も
し
て
い
な
い
。

（
1
1
）
　
金
塊
の
部
分
が
大
き
さ
の
点
で
の
み
異
な
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
そ
れ
以
上
の
い
か
な
る
説
明
も
与
え
て
は
い
な
い
。

　
ヴ
ラ
ス
ト
ス
は
こ
の
相
違
を
類
種
関
係
に
お
け
る
種
の
根
違
に
言
及
す
る
も
の
と
推
測
し
、
個
々
の
徳
目
の
定
義
の
相
違
を
示
す
も
の
と
解
す
る
が

　
（
〈
冨
ω
8
9
卜
。
。
。
O
コ
』
ω
』
。
。
罫
b
。
α
）
、
金
塊
の
部
分
相
互
の
同
質
性
は
こ
の
よ
う
な
推
測
を
禁
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
O
鉾
疑
団
口
慰
ω
O
㎝
）
。
よ

　
り
自
然
な
解
釈
は
『
エ
ウ
テ
ユ
プ
ロ
ソ
』
お
国
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
個
々
の
徳
屋
を
示
す
言
葉
の
適
用
範
囲
の
相
違
、
あ
る
い
は
個
々

　
の
徳
目
が
現
わ
れ
る
状
況
の
相
違
を
示
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
に
基
づ
い
て
（
I
b
）
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
立
場
と
諮
る
の
は

　
決
心
9
（
卜
σ
①
一
l
b
∂
）
、
響
ざ
導
。
器
。
卸
ω
慧
鐸
（
①
。
。
－
“
一
）
な
ど
で
あ
る
。
ヴ
ラ
ス
ト
ス
も
（
1
b
）
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
立
揚
と
考
え
る
が
、
『
エ
ウ

　
テ
ユ
プ
ロ
ソ
』
這
国
を
個
々
の
徳
目
の
定
義
の
種
違
を
示
す
も
の
と
晃
な
し
、
知
恵
を
類
に
、
他
の
徳
屋
を
種
に
振
り
分
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的

　
な
ソ
ク
ラ
テ
ス
解
釈
（
肉
㌧
S
　
目
一
蒔
醐
¢
づ
一
〇
－
卜
o
O
）
を
行
な
う
点
で
ク
ラ
ウ
ト
ら
と
異
な
る
（
薩
鑓
糞
り
b
。
ω
一
ム
）
。

　
　
他
方
ま
た
ヴ
ラ
ス
ト
ス
は
、
『
エ
ウ
テ
ユ
プ
ロ
ソ
』
一
b
。
国
㊤
を
．
．
聞
冨
塁
ミ
§
、
8
ヨ
①
畠
田
属
〇
二
冨
く
。
ω
℃
o
評
。
雛
≦
①
嵩
、
．
と
訳
し
、
こ
の
発
言

　
に
基
づ
い
て
、
敬
度
は
正
義
の
部
分
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
エ
ウ
テ
ェ
プ
ロ
ソ
の
み
な
ら
ず
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
も
肯
定
し
て
い
る
と
主
張
す
る
（
b
。
b
。
。
。
コ
．

　
嶺
）
。
し
か
し
心
的
O
の
不
定
法
隷
需
ミ
を
伴
っ
た
骨
ひ
象
は
ギ
リ
シ
ア
語
文
法
が
教
え
る
よ
う
に
「
思
わ
れ
る
」
の
意
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を

　
⑦
〈
箆
0
9
と
訳
す
の
は
誤
り
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
エ
ウ
テ
ユ
プ
ロ
ン
の
見
解
に
鉗
確
な
同
意
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（
O
剛
●
犀
惹
P

　
Q
Q
O
ぎ
●
c
臼
刈
）
。

（
1
2
）
　
」
・
ア
ダ
ム
と
A
・
M
・
ア
ダ
ム
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ア
人
の
思
考
と
生
溝
が
単
な
る
「
否
定
」
に
満
足
し
な
い
傾
向
を
も
っ
て
お

　
り
、
こ
の
傾
向
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
推
論
を
促
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
（
闘
・
〉
α
帥
ヨ
卸
＞
9
諸
●
〉
飢
鋤
ヨ
リ
置
ω
昌
．
O
⇒
G
Q
ω
一
》
）
。
だ
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
は



　
G
。
ω
O
O
阜
㎝
で
、
正
義
は
そ
れ
自
体
正
し
い
も
の
か
、
不
正
な
も
の
か
と
い
う
二
者
択
一
的
な
問
い
を
提
出
し
た
う
え
で
議
論
を
進
め
て
い
る
。
こ

　
こ
で
彼
が
「
反
対
」
と
「
否
定
」
と
を
等
価
な
も
の
と
見
な
し
て
お
り
、
こ
の
想
定
が
ω
ω
一
》
1
じ
d
の
議
論
で
は
た
ら
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
ヴ
ラ

　
ス
ト
ス
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
議
論
は
正
当
化
さ
れ
る
（
卜
。
お
9
“
①
）
。

（
1
3
）
　
「
同
じ
も
の
で
あ
る
か
、
も
し
く
は
最
も
相
似
た
も
の
」
と
い
う
表
現
を
、
ヴ
ラ
ス
ト
ス
（
爬
黛
）
の
よ
う
に
「
き
わ
め
て
暖
昧
」
と
し
て
『
プ

　
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
』
の
著
者
を
誉
め
る
の
は
当
た
ら
な
い
。
後
の
。
。
ω
ω
b
d
？
①
の
「
ほ
と
ん
ど
同
じ
も
の
」
と
い
う
言
い
回
し
が
示
す
よ
う
に
、
正
義
と

敬
度
が
少
な
く
と
も
「
最
も
相
似
た
も
の
」
で
あ
る
こ
と
は
確
実
だ
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
1
4
）
　
コ
つ
の
も
の
」
が
、
節
制
の
定
義
と
知
恵
の
そ
れ
と
の
同
一
性
を
含
意
す
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
両
者
の
言
葉
の
適
用
範
囲
が
同
じ
で
あ
る

　
こ
と
、
あ
る
い
は
両
者
の
集
合
の
要
素
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
（
O
O
①
×
件
①
”
ω
幽
く
O
）
を
示
す
だ
け
だ
と
す
る
ヴ
ラ
ス
ト
ス
の
解
釈
は
（
b
。
お
ふ
）
正
当
化

　
さ
れ
な
い
。
定
義
の
同
一
性
と
外
延
の
同
一
性
と
を
も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
は
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
無
分
別
な
行
為
の
集
合
が
、
知
恵
あ

　
る
行
為
お
よ
び
節
制
あ
る
行
為
の
そ
れ
ぞ
れ
に
齢
し
て
補
集
合
を
な
す
と
い
う
理
由
で
、
知
恵
と
節
制
の
定
義
の
同
一
性
の
可
能
性
を
排
除
す
る
こ

　
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
理
由
か
ら
主
張
で
き
る
の
は
、
少
な
く
と
も
そ
れ
ら
の
外
延
は
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
コ

　
つ
の
も
の
」
（
警
）
と
い
う
言
葉
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
に
最
初
に
問
題
提
起
を
行
な
っ
た
と
き
に
使
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り

　
（
Q
Q
b
o
ゆ
O
q
　
ω
N
O
U
一
　
　
　
　
　
●
）
、
ヴ
ラ
ス
ト
ス
自
身
も
認
め
る
よ
う
に
（
卜
。
b
。
㎝
よ
亭
Φ
）
、
そ
れ
は
定
義
の
同
一
性
を
強
く
示
唆
す
る
言
葉
で
あ
る
だ
ろ
う
。

（
1
5
）
　
Ω
●
い
＞
9
ヨ
卸
〉
齢
寓
●
》
富
β
x
鐸
一
G
。
メ

（
1
6
）
　
だ
が
、
勇
気
の
異
質
性
は
『
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
』
の
著
者
自
身
を
困
惑
さ
せ
る
問
題
で
あ
っ
た
（
O
h
特
出
。
。
謡
〉
一
U
）
。
そ
し
て
様
々
な
徳
の

　
両
立
可
能
性
を
探
る
こ
と
が
、
プ
ラ
ト
ン
の
正
義
論
の
課
題
の
一
つ
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

（
1
7
）
　
「
君
は
勇
気
と
知
恵
と
は
同
じ
も
の
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
」
（
ω
㎝
O
U
α
）
と
い
う
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
の
発
言
に
注
意
せ
よ
。

（
1
8
）
　
こ
の
想
定
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
こ
と
が
常
識
と
ぶ
つ
か
り
、
ま
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
の
対
話
手
続
き
に
見
ら
れ
る
様
々
な
想
定
と
も
ぶ
っ
か

　
る
と
し
て
、
ヴ
ラ
ス
ト
ス
は
彼
の
論
文
を
書
き
起
こ
し
て
い
る
（
鱒
b
o
サ
b
o
）
。
問
題
解
決
の
た
め
に
ヴ
ラ
ス
ト
ス
が
訴
え
る
の
は
、
彼
が
聖
パ
ウ
ロ
の

　
名
に
ち
な
ん
で
「
パ
ウ
ロ
馬
下
」
（
℃
帥
三
豊
Φ
肩
①
象
8
銘
。
コ
）
と
呼
ぶ
も
の
に
帰
着
す
る
（
謡
b
。
あ
）
。
「
愛
は
永
く
苦
し
み
て
や
さ
し
い
」
（
0
7
霞
圃
蔓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
誓
ゑ
臼
。
穿
ざ
謬
σ
q
p
・
銭
δ
閃
ぎ
山
）
と
い
う
聖
パ
ウ
ロ
の
言
葉
は
「
愛
の
あ
る
人
は
永
く
苦
し
み
て
や
さ
し
い
し
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
だ
れ
も
そ

　
　
　
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
徳
概
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
五



　
　
　
哲
学
研
…
究
　
籠
目
五
一
臼
六
∴
1
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
六

　
の
言
葉
を
文
字
通
り
に
受
け
取
り
ば
し
な
い
と
ヴ
ラ
ス
ト
ス
は
主
張
し
、
『
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
』
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
正
義
は
正
し
い
」
、
「
正

　
義
は
敬
震
な
性
格
で
あ
る
」
な
ど
の
表
現
は
す
べ
て
通
常
の
述
定
で
は
な
く
て
、
「
パ
ウ
ロ
述
定
」
だ
と
考
え
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
正
義
の
そ
な

　
わ
っ
た
人
は
正
し
い
、
あ
る
い
は
年
子
で
あ
る
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
て
（
1
a
b
）
の
立
場
も
、
知
恵
の
あ
る
人

　
は
正
し
く
、
か
つ
節
制
が
あ
り
、
か
つ
敬
震
で
あ
り
、
か
つ
勇
気
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
だ
け
で
あ
り
、
亭
々
の
徳
目
の
同
一
性
を
含
意
し
な

　
い
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
語
る
正
義
や
敬
意
は
ヴ
ラ
ス
ト
ス
の
言
う
よ
う
な
「
抽
象
物
」
（
ρ
び
ω
霞
①
9
雪
銘
ξ
）
で
は
な
い
。
た
と

　
え
ば
あ
る
人
が
正
し
い
場
合
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
そ
の
人
に
着
目
す
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
人
に
関
し
て
正
し
く
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
す
な
わ
ち

　
そ
の
人
に
内
在
す
る
正
し
さ
に
目
を
向
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
人
は
だ
れ
で
も
こ
の
〈
正
義
〉
を
も
っ
こ
と
に
よ
っ
て
正
し
い
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ

　
っ
て
、
人
そ
の
も
の
が
正
し
い
と
見
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
（
O
轡
謬
毛
ぎ
鱒
ω
O
ρ
孚
巴
①
噛
×
×
〈
）
。
こ
の
点
は
以
下
の
論
述
で
さ
ら
に
明
ら
か
に
な

　
る
だ
ろ
う
。

（
1
9
）
　
勺
窪
ぎ
さ
毎
認
げ
”
自
．

（
2
0
）
　
＜
貯
ω
8
ω
．
お
◎
◎
H
”
葭
G
Q
ム
●

（
2
1
）
　
ペ
ナ
ー
の
ヴ
ラ
ス
ト
ス
へ
の
再
反
論
は
（
勺
窪
づ
。
斜
H
り
給
碧
μ
㊤
5
．
ω
ρ
一
¢
⑩
卜
。
び
”
扇
参
・
b
。
一
）
、
ヴ
ラ
ス
ト
ス
が
指
摘
し
た
『
ラ
ケ
ス
』
冨
b
。
＞
1

　
ゆ
の
文
章
の
問
題
点
に
触
れ
ず
的
は
ず
れ
で
あ
る
。

（
2
2
）
　
『
メ
ノ
ソ
』
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
形
の
定
義
（
誤
し
ご
●
刈
①
〉
）
を
典
拠
に
し
て
、
ヴ
ラ
ス
ト
ス
は
『
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
』
ω
ω
あ
。
し
d
－
O
の
文
章
が

　
因
果
的
説
明
（
。
窪
器
一
①
×
冨
彗
馨
圃
§
）
を
提
供
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
、
ま
た
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
文
章
は
単
に
副
詞
を
抽
象
名
詞
に

　
置
換
し
た
だ
け
で
何
も
説
明
し
な
い
と
主
張
す
る
（
鳶
㎝
）
。
こ
の
主
張
に
誘
惑
さ
れ
る
者
は
、
藤
沢
を
参
照
せ
よ
。
ま
た
バ
ー
ニ
エ
ッ
ト
（
切
蝦
蟹
・

　
団
①
餌
3
卜
⊃
b
o
c
o
）
が
、
『
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
』
◎
◎
ω
卜
o
O
を
．
、
≦
ず
鋤
仲
①
く
σ
H
圃
ω
　
ユ
O
鵠
O
貯
　
仲
7
①
　
ω
四
ヨ
O
≦
鋤
望
　
一
ω
鳥
O
コ
①
　
ぴ
矯
　
帥
津
O
　
ω
餌
ヨ
①
　
ミ
隷
匙
O
楠
　
貯
7
一
降
α
q
魑

　
≦
冨
3
〈
興
ぎ
爵
①
o
毛
。
ω
謬
①
≦
畠
噸
9
夢
の
。
唱
。
ω
一
9
、
、
と
解
す
る
の
も
正
当
化
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
文
脈
は
「
一
つ
の
も
の
に
は
た
だ

　
一
つ
だ
け
反
対
の
も
の
が
あ
る
」
（
Q
。
認
O
o
。
あ
）
と
い
う
強
い
原
則
を
適
用
す
る
場
面
で
あ
り
、
「
同
じ
も
の
に
よ
っ
て
」
（
縣
琶
ざ
。
＆
8
0
ω
ω
b
。
O
サ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
b
。
）
と
い
う
言
葉
を
「
同
じ
種
類
の
も
の
に
よ
っ
て
」
と
い
う
意
味
に
薄
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
％
）
　
ヴ
ラ
ス
ト
ス
は
こ
の
点
を
見
落
と
し
て
は
い
な
い
（
亀
①
）
。



（
2
4
）
　
こ
の
ゆ
え
に
、
翻
≦
言
（
ω
O
雪
．
ω
）
鳩
↓
p
・
覧
。
『
（
さ
。
。
I
Q
。
y
℃
o
暮
臼
（
お
り
曽
一
同
l
b
。
”
お
り
帥
ぴ
α
P
b
。
一
）
な
ど
の
解
釈
は
斥
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
善
悪
の
知
は
単
に
徳
と
い
う
言
葉
の
指
示
対
象
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
フ
レ
ー
ゲ
以
来
あ
り
ふ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
き
た
「
意
味
」
と
「
指

　
示
対
象
」
の
区
別
は
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
に
は
一
度
も
現
わ
れ
ず
、
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
は
、
言
葉
は
指
示
対
象
を
通
じ
て
意
味
を
得
る
の
だ
と
、
ヴ
ラ

　
ス
ト
ス
は
適
切
に
指
摘
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヴ
ラ
ス
ト
ス
が
個
々
の
徳
を
示
す
言
葉
は
例
外
だ
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
（
卜
⊃
さ
σ
刈
戸
誌
）
。

（
2
5
）
　
ペ
ナ
ー
（
則
り
り
ト
。
β
。
嚇
り
∴
O
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
『
イ
オ
ン
』
に
お
い
て
も
同
様
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
見
解
が
見
出
さ
れ
る
（
㎝
ω
一
＞
1
㎝
ω
N
し
d
り
切
ω
卜
。
甲

　
窃
。
。
ら
。
o
）
。
た
だ
し
そ
こ
で
は
知
識
の
対
象
が
い
わ
ば
空
間
的
制
約
を
受
け
な
い
と
い
う
点
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
2
6
）
　
恐
ろ
し
い
も
の
が
宋
来
の
悪
で
あ
り
、
恐
ろ
し
く
な
い
も
の
が
未
来
の
善
で
あ
る
か
ぎ
り
、
（
5
）
は
（
4
）
を
加
え
る
だ
け
で
は
論
理
的
に

　
は
導
き
出
せ
な
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
議
論
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
論
理
の
「
誤
り
」
の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
の

　
彼
の
意
図
は
明
ら
か
で
あ
る
。
未
来
の
善
悪
の
洞
察
は
善
悪
そ
の
も
の
の
洞
察
に
基
づ
く
ば
か
り
か
、
そ
れ
と
等
価
な
も
の
と
彼
は
考
え
て
い
る
の

　
で
あ
る
。

（
2
7
）
　
だ
が
徳
と
個
々
の
徳
目
と
の
関
係
は
生
涯
プ
ラ
ト
ン
に
問
題
と
し
て
意
識
さ
れ
た
（
卜
鱗
Φ
①
ω
U
）
。
Ω
．
開
魯
5
（
b
。
学
ω
）
。

（
2
8
）
　
た
と
え
ば
℃
9
ρ
零
（
お
刈
ω
ρ
置
O
l
ω
y
同
H
≦
ぎ
（
N
O
O
§
心
c
Q
y
＜
冨
ω
8
ω
（
霞
？
刈
）
。

（
2
9
）
　
善
き
も
の
を
望
む
事
態
を
分
析
記
述
し
た
『
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
』
ω
α
。
。
？
∪
、
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
ま
。
。
b
d
－
O
、
そ
し
て
『
メ
ノ
ソ
』
ミ
⇔
ご
る
。
。
》
の
い

　
ず
れ
の
箇
噺
に
お
い
て
も
、
亀
些
些
ざ
曾
ミ
q
誉
り
ざ
曹
“
浮
鯛
ミ
と
い
う
動
詞
が
現
わ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
名
詞
に
よ
る
「
願
望
」
や
「
欲
求
」

　
の
実
体
化
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
私
は
竃
。
↓
間
ぴ
q
げ
。
（
H
⑩
切
）
に
負
っ
て
い
る
。

　
　
文
獄

　
〉
幽
蝉
β
陶
ご
餌
づ
O
》
血
9
。
ヨ
．
〉
．
】
≦
●
一
㊤
o
。
餅
㌧
、
ミ
。
、
、
o
誉
喚
ミ
織
的
．
b
d
「
冨
8
ド
（
一
〇
〇
伸
　
①
α
昌
・
　
一
Q
Q
り
Q
◎
’
　
晶
0
鋤
憎
口
ぴ
凪
一
α
o
q
①
）
・

　
ω
話
。
搾
ゴ
。
躍
ω
ρ
↓
．
○
℃
鋤
”
恥
ω
ヨ
凶
酔
7
累
●
U
．
一
⑩
り
蒔
．
㌧
、
ミ
。
”
⇔
⑦
o
ら
、
ミ
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Henry’s　destruction　of　Aquinas’　esse．

　　3）　Henry’s　ontology：　esse　comPlexum　and　esse　incomPlexum，　esse　essen－

tiae　and　esse　existentiae，　res　as　the　rnost　fundamental　concept　of　his

ontology．

　　In　short　Henry　not　only　divided　esse　into　comPlexum　and　incomPlexum，

but　also　esse　incomPlexum　into　esse　essentiae　and　esse　existentiae．　Aquinas

also　accepted　the　first　division，　but　not　the　second　division．　This　means

that　the　full　meaning　of　Aquinas’　esse　began　to　be　destroyed　immediately

after　his　death　and　since　Henry’s　destruction　it　has　been　forgotten　in　the

Western　history　of　phiiosophy．

Socrates’　Conception　of　Virtue

by　ll－Gong　PARK

Associate　Professor　of　Philosophy

Faculty　of　Letters

Konan　Women’s　University

　　In　the　APologN　Socrates　criticizes　people　for　their　inverted　values　by

saying，　“Virtue　does　not　come　from　wealth，　but　it　is　through　virtue　that

wealth　and　everything　else，　private　and　public，　become　good　for　men”

（30B）．　For　Socrates　virtue　is，　first　and　foremost，　something　which　does

dominate　the　whole　pattern　of　one’s　life，　to　be　identified　with　knowledge－

knowledge　of　what　is　really　good　and　bad　for　oneself．　But　what　does　he

suppose　this　identification　is？　ln　Plato’s　early　dialogues　Socrates　never

tries　to　examine　virtue　as　a　whole　but　inquires　into　specific　recognized

virtues　separately．　ln　the　Protagoras，　however，　Socrates’　subject　is　virtue

as　such，　and　the　relationship　of　five　virtues　（justice，　temperance，　piety，

courage，　wisdom）　to　it　and　to　each　other，　yet　moreover　in　the　Meno，

considered　to　be　a　typical　transitional　dialogue，　he　first　asks　the　question

of　what　virtue　is，　not　what　a　particular　virtue　is．
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　　In　this　essay　1　made　an　attempt　to　examine　the　main　argument　of　the

Protagoras　to　clarify　Socrates’　position　regarding　the　unity　of　the　virtues．

1　argued　that　Socrates　assumes　there　that　the　names　for　the　individual

virtues　all　have　the　same　meaning　as　well　as　the　same　reference，　that

they　all　refer　to　a　single　thing，　the　knowledge　of　good　and　bad．　Perhaps

the　d三月culty　with　thls　account　of　his　assumpt三〇n　is　that　common　sense

is　otttraged　if　a　particular　virtue　is　used　beyond　its　common　meaning，

to　refer　to　all　of　vlrtue，　and　if　anyone　who　has　one　virtue　must　have

all　of　virtue．　But　if　I　am　correct　in　arguing　that　for　Socrates，　words　get

their　meaning　through　their　reference，　no　gap　being　found　between　the

two，　we　can　ascribe　the　strong　thesis　of　the　unity　of　the　virtues　to　him．

Socrates，　who　always　sticks　to　logic，　will　outrage　common　sense．

　　However，　once　the　identity　of　virtue　and　knowledge　has　been　estabiished，

a　further　question　arises：　is　knowledge　suMcient　for　being　a　virtuous

person　and　acting　virtuously，　or　is　a　man　who　possesses　knowledge　often

ruled　not　by　it　but　by　passion　or　any　other　emotional　factor？　This　is　the

subject　Socrates　attempts　to　investigate　in　the　’final　section　of　the　Prota－

goras．　lnstead　of　discussing　Socrates’　denial　of　akrasia，　1　drew　attention

to　the　fact　that　Socrates　makes　no　reification　of　a　desire　for　the

good，　and　when　he　regards　virtue　as　knowledge　of　the　good，　that　good　is

not　Prima　facie　goods　but　something　valuable　which　is　intrinsic　to　human

life．　To　get　an　understanding　of　it，　then，　entails　the　task　of　examining　one’s

own　life，　and　vice　versa．　Without　reflecting　what　is　good　no　desire　could

take　definite　form．　ln　Socrates’　view　since　judgment　precedes　desire，　the

good　life　must　have　reflection　as　an　integral　part　of　its　goodness．　But　the

point　here　is　that　there　must　be　some　self　capable　of　contemplating　one’s

own　life．　Thus　Socrates　distinguishes　“himself”　from　“his　own　things”　（AP．

36C）．　He　connects　virtue　above　all　with　self－knowledge，　that　is，　being

“himself”．
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