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ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
け
る
「
善
い
」
と
い
う
こ
と
の
理
解

と
こ
ろ
で
、

ア
レ
テ
ー
、

エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア
、

本
稿
で
考
察
さ
れ
る
の
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
い
て
「
善
い
」
と
い
う
こ
と
・
善
さ
は
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
考
え
ら
れ
て
い
る
の

か
と
い
う
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
「
善
さ
」
と
は
ギ
リ
シ
ア
語
で
は
、
普
通
は
「
徳
」
と
訳
さ
れ
る
ア
レ
テ
ー
（
応
P
C
"
9
)

と
い
う
言

葉
で
言
い
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
第
一
義
的
に
問
題
に
し
た
善
さ
、
徳
と
は
、
魂
の
そ
れ
で
あ
っ
た
（
『
ソ
ク

ラ
テ
ス
の
弁
明
』
2
9
d
'
3
0
b
)

。
で
は
な
ぜ
彼
は
、
魂
の
善
さ
を
最
も
重
視
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
ま
ず
第
一
に
問
題
に
し
た
善
さ
が
魂
の
そ
れ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
確
か
で
あ
る
と
し
て
も
、
彼
は

魂
の
善
さ
だ
け
に
つ
い
て
考
察
を
巡
ら
せ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
後
に
見
る
こ
と
に
な
る
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
た
と
え
ば
身
体
の

健
康
や
金
銭
な
ど
も
あ
る
意
味
で
善
き
も
の
（
応
苓
良
ぷ
）
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
健
康
や
金
銭
な
ど
が
善
き
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
魂
の
善
さ
、
す
な
わ
ち
徳
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
も
う
―
つ
の
問
い

を
立
て
る
と
き
、
徳
と
の
連
関
で
、
さ
ら
に
付
随
し
て
生
じ
て
く
る
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
い
て
人
の
「
幸
福
」
は
、

徳
や
、
さ
ら
に
健
康
、
金
銭
な
ど
と
ど
う
関
係
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
幸
福
」
と
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
原
語
で

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
け
る

「
善
い
」

今

行
為

泉

智

と
い
う
こ
と
の
理
解

之
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は
エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア
（
d
ざ
念

8
E
o
v
i
a
)
で
あ
る
が
、

C
ざ
念

8
ミ
0
y
2
a
の
接
頭
辞
d

b

ー
は
、
「
善
く

(
C
3
)

」
と
い
う
副
詞
に
関
係
し
た
も

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

c
ざ
念

a
L
P
o
v
i
R
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
善
さ
を
含
意
し
た
言
葉
な
の
で
あ
る
。
英
語
圏
に
は
2
ざ
念

RLぼ
ov'iaを

(1) 

"
h
a
p
p
i
n
e
s
s
"
で
は
な
く
"
w
e
l
l
-
b
e
i
n
g
"
と
訳
す
と
い
う
試
み
が
あ
る
。
こ
の
“
w
e
l
l
-
b
e
i
n
g
‘
、
も
「
幸
福
」
と
邦
訳
さ
れ
る
こ
と
の

多
い
言
葉
で
は
あ
る
が
、
意
味
を
と
れ
ば
日
本
語
と
し
て
も
C
ざ

6
8ミ
0
も

t
R
を
「
善
き
あ
り
方
」
く
ら
い
に
訳
す
こ
と
も
で
き
る
と
思

(
2
)
 

わ
れ
る
。
さ
て
そ
れ
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
で
は
、
人
の
「
幸
福
」
あ
る
い
は
「
善
き
あ
り
方
」
は
、
魂
の
徳
や
健
康
、
金
銭
な
ど

と
ど
う
連
関
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
研
究
者
の
間
で
も
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
い
て
魂
の
徳
は
エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア
と
ど
う
結
び

つ
い
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
健
康
や
金
銭
な
ど
は
、
魂
の
徳
や
エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
が
論
議
さ
れ
て
い

る
。
本
稿
で
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
な
ぜ
魂
の
善
さ
を
も
っ
と
も
大
切
な
も
の
と
見
な
し
た
の
か
を
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
を

加
え
な
が
ら
、
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
以
下
の
論
述
の
手
順
は
次
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
。
ま
ず
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
い
て
は
魂
の

徳
が
幸
福
（
エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア
）
の
必
要
条
件
に
す
ぎ
な
い
と
見
な
す
、
最
近
現
れ
た
解
釈
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
（
第
一
節
）
。
次
に
、

魂
の
徳
と
、
金
銭
、
健
康
な
ど
が
善
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
を
示
す
と
同
時
に
、
ソ
ク
ラ
テ

ス
が
な
ぜ
魂
の
善
さ
を
も
っ
と
も
大
切
な
も
の
と
見
な
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
人
の
な
す
行
為
と
連
関
さ
せ
な
が
ら
、
筆
者
自
身
の
見

解
を
提
示
す
る
（
第
二
節
）
。
そ
し
て
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
人
が
ど
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
と
き
に
「
善
き
あ
り
方
」
を

し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
（
第
三
節
）
。
な
お
、
以
下
で
は
、
逐
一
注
記
は
し
な
い
が
、
「
幸
福
」
と
い
う
言

葉
が
用
い
ら
れ
る
と
き
は
、

c
ざ

g
8ミ
o
v
'
i
a
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
語
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
承
知
さ
れ
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
論
ず
る
際
に
は
常
に
つ
き
ま
と
う
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
何
を
素
材
に
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
本
稿
で
は
、
用
い
る
素
材
を
で
き
る
限
り
「
弁
明
」
、
「
ク
リ
ト
ン
』
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
の
二
つ
の
対
話
篇
に
限

(3) 

定
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
両
対
話
篇
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
い
わ
ば
「
原
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
と
し
て
理
解
す
る
立
場
に
、
さ
し
あ
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ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
け
る
「
善
い
」
と
い
う
こ
と
の
理
解

プ
リ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
と
ス
ミ
ス
は
最
近
あ
る
論
文
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
い
て
は
、
身
体
の
健
康
や
金
銭
な
ど
が
幸
福
に
と
っ
て
重
要

{
4
)
 

な
意
義
を
有
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
を
提
示
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
魂
の
徳
は
幸
福
の
必
要
条
件
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち

こ
の
二
人
の
見
解
に
し
た
が
え
ば
、
あ
る
人
の
魂
が
優
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
人
が
幸
福
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
た

と
え
ば
彼
の
身
体
が
悪
し
き
状
態
に
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
た
と
え
徳
を
備
え
て
い
て
も
、
そ
の
人
は
幸
福
で
は
な
い
。
善
き
魂
は
自
分

が
善
き
状
態
に
あ
る
こ
と
を
維
持
す
る
こ
と
だ
け
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
徳
に
基
づ
い
た
活
動
・
行
為
に
も
関
与
し
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
身
体
的
な
活
動
が
妨
げ
ら
れ
る
よ
う
な
状
態
に
あ
る
と
き
、
魂
が
優
れ
て
い
て
も
そ
の
人
は
幸
福
で
な
い
と
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
解
釈
の
当
否
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
。

プ
リ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
と
ス
ミ
ス
の
解
釈
の
論
拠
の
―
つ
は
、
「
ク
リ
ト
ン
』
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
次
の
発
言
で
あ
っ
た
。

果
た
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
害
を
受
け
破
壊
さ
れ
た
身
体
を
も
っ
て
生
き
る
に
値
す
る
の
か

た
っ
て
は
し
た
が
っ
て
お
き
た
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

(
4
7
e
3
-
4
)

。

こ
の
問
い
か
け
に
対
話
相
手
の
ク
リ
ト
ン
は
「
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
」
と
否
定
的
に
答
え
て
い
る
が
(
e
5
)

、
こ
れ
に
基
づ
い
て
こ

の
二
人
は
、
「
害
を
受
け
破
壊
さ
れ
た
身
体
を
持
つ
こ
と
は
幸
福
に
と
っ
て
十
分
大
き
な
障
害
で
あ
る
に
違
い
な
く
、
そ
の
結
果
そ
れ
に

(
5
)
 

ど
う
対
処
し
よ
う
と
す
る
か
に
拘
ら
ず
、
生
が
生
き
る
に
値
す
る
も
の
で
な
く
な
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
結
論
か
ら
言
え
ば
、
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S
2
 

S
1
 

こ
の
C
1
、
C
2
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
見
解
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

C
2
 

C
1
 

右
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
発
言
に
基
づ
い
て
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
の
は
正
鵠
を
射
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
問
題
は
、
右
の
発
言
が
果

た
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
積
極
的
な
主
張
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
検
討
す
る
際
重
要
な
の
は
、
こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の

言
葉
が
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
文
脈
に
懺
か
れ
て
い
る
か
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。

問
題
の
こ
の
発
言
は
、
全
体
と
し
て
ク
リ
ト
ン
の
次
の
二
つ
の
主
張
を
反
駁
す
る
と
い
う
文
脈
に
置
か
れ
て
い
る
。

多
数
者
の
思
い
な
し
も
気
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

多
数
者
は
…
…
ほ
と
ん
ど
最
大
の
悪
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る

(
4
4
d
l
-
2
)

。
(
4
4
d
2
,
4
)

。

わ
れ
わ
れ
が
尊
重
す
べ
き
は
…
…
正
と
不
正
に
関
す
る
専
門
家
が
た
だ
一
人
で
も
、
ま
た
真
理
そ
の
も
の
が
何
と
言
う
か

で
あ
る

(
4
8
a
5ー

7
)

。

大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
た
だ
生
き
る
こ
と
で
は
な
く
、
善
く
生
き
る
こ
と
で
あ
る

(
4
8
b
5
-
6
)

。

そ
し
て
問
題
の
発
言
が
語
ら
れ
る
の
は
、

C
1
を
反
駁
し
S
1
を
導
く
過
程
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
要
約
す
る
と
お
よ
そ
次

の
よ
う
に
な
る
。
思
い
な
し
に
は
尊
重
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
そ
の
必
要
が
な
い
も
の
が
あ
る
が
、
尊
重
す
べ
き
有
益
な
思
い
な
し

は
知
あ
る
人
（
全
p
6
<
L注
0

へ
）
の
そ
れ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
体
を
鍛
え
て
い
る
人
は
、
た
だ
一
人
の
専
門
家
、
す
な
わ
ち
医
者
あ
る
い
は

体
育
家
の
思
い
な
し
に
し
た
が
っ
て
、
飲
食
し
た
り
鍛
練
し
た
り
し
て
行
為
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
専
門
家
の
思
い
な
し
や
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3
-
4
)
 

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
け
る
「
善
い
」
と
い
う
こ
と
の
理
解

賞
賛
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
、
身
体
が
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
か
の
、
正
し
さ
に
よ
っ
て
よ
り
善
く
な
り
、
不

正
に
よ
っ
て
滅
び
る
も
の
〔
魂
〕
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
正
不
正
、
美
醜
、
善
悪
に
つ
い
て
、
た
だ
一
人
の
ひ
と
の
思
い
な
し
に

し
た
が
わ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
破
壊
し
、
損
な
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
身
体
を
、
専
門
家
、
す
な
わ
ち
医
者
あ
る
い
は
体
育
家
の
思

い
な
し
に
し
た
が
わ
な
い
で
破
壊
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
れ
で
も
わ
れ
わ
れ
は
生
き
る
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
か
(
4
7
a
2
-
e
l
)

。
問
題
の

発
言
は
、
こ
の
最
後
の
質
問
を
く
り
返
し
た
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
問
題
の
質
問
を
ク
リ
ト
ン
は
見
ら
れ
た
よ
う
に
「
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
」
と
否
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
ク
リ
ト
ン

は
、
身
体
を
優
れ
た
も
の
に
す
る
に
は
C
1
は
無
効
だ
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で

C
1
は
ソ
ク
ラ

テ
ス
に
よ
り
論
駁
さ
れ
た
。
続
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
次
の
質
問
を
す
る
。

し
か
し
そ
う
す
る
と
、
不
正
が
損
な
い
、
正
し
さ
が
益
す
る
も
の
〔
魂
〕
が
破
壊
さ
れ
た
ら
、
そ
れ
を
も
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
生
き

る
に
値
す
る
の
か
。
そ
れ
と
も
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
は
身
体
よ
り
も
つ
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
か
、
わ
れ
わ
れ
の
う

ち
に
あ
る
そ
れ
が
何
で
あ
る
に
せ
よ
、
不
正
や
正
義
が
そ
れ
に
関
係
し
て
い
る
も
の
な
の
だ
が

(
4
7
e
6
-
4
8
a
l
)

。

こ
の
質
問
も
ク
リ
ト
ン
は
、
先
の
場
合
と
同
じ
く
「
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
否
定
的
し
て
い
る
が

(
a
2
)

、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
問
題
の
質
問
は
実
質
的
な
意
味
を
失
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
直
後
の
次
の
問
答

(a

に
お
い
て
い
っ
そ
う
明
ら
か
と
な
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス

む
し
ろ
そ
れ
〔
魂
〕
は
、
身
体
よ
り
も
貴
重
な
の
で
は
な
い
か
。
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こ
の
問
答
に
続
い
て
「
正
と
不
正
の
専
門
家
、
真
理
そ
の
も
の
が
何
と
言
う
か
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
S
1
が
述

べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
問
題
の
「
身
体
を
破
壊
さ
れ
て
も
生
き
る
に
値
す
る
の
か
」
と
い
う
質

問
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
ク
リ
ト
ン
に
C
1
を
否
定
さ
せ
る
た
め
に
便
宜
上
発
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ク
リ
ト
ン
の
立
場
は
、
死
刑
の
執
行
を
目
前
に
控
え
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
脱
獄
を
勧
め
て
い
る
(
4
4
b
5
s
q
q
.
)

こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、
こ
の
世
界
に
お
け
る
生
命
の
存
続
を
、
言
い
換
え
れ
ば
身
体
の
保
全
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、

C
2
の
「
多

数
者
は
ほ
と
ん
ど
最
大
の
悪
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
」
が
「
多
数
者
は
わ
れ
わ
れ
を
殺
す
こ
と
が
で
き
る
」

(
4
8
a
l
l
)

と
言
い
換

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
以
上
の
議
論
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
魂
は
身
体
よ

り
も
貴
重
だ
と
い
う
立
場
に
立
つ
。
し
か
し
そ
の
こ
と
を
ク
リ
ト
ン
に
説
得
す
る
と
同
時
に
、

C
1
の
「
多
数
者
の
思
い
な
し
も
気
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
主
張
を
論
駁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
問
題
の
「
身
体
を
破
壊
さ
れ
て
も
生
き

る
に
値
す
る
の
か
」
と
い
う
質
問
を
い
っ
た
ん
発
し
て
お
い
て
、
ク
リ
ト
ン
に
そ
れ
を
否
定
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

身
体
の
保
全
を
重
視
す
る
ク
リ
ト
ン
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
質
問
は
当
然
否
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
先
に
も
触
れ
た

ょ
う
に
、
実
際
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ク
リ
ト
ン
は
C
1
を
放
棄
し
た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
点
で
ク
リ
ト
ン
は
、
身

体
に
関
し
て
は
、
た
だ
一
人
の
専
門
家
、
つ
ま
り
医
者
あ
る
い
は
体
育
家
の
指
示
に
し
た
が
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ソ
ク
ラ
テ

ス
の
主
張
に
説
得
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
右
で
見
た
、
魂
は
身
体
よ
り
も
貴
重
で
あ
り
、
魂
を
優
れ
た
も
の
に
す
る
た
め
に
「
正
と

不
正
の
専
門
家
、
真
理
そ
の
も
の
が
何
と
言
う
か
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(
S
1
)
と
い
う
議
論
が
続
く
の
で
あ
る
が
、
問
題

の
「
身
体
を
破
壊
さ
れ
て
も
生
き
る
に
値
す
る
の
か
」
と
い
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
質
問
は
、
こ
の
議
論
を
導
く
た
め
の
一
っ
の
ス
テ
ッ
プ

ク
リ
ト
ン
お
お
い
に
そ
う
だ
。
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ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
け
る
「
善
い
」
と
い
う
こ
と
の
理
解

と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
議
論
に
お
い
て

C
2
も
ま
た
否
定
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
身
体
よ
り
も
魂
の
ほ
う
が
貴
重
だ
と
す
れ
ば
、
た
と
え
多
数
者
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
最
大
の
悪
と
は
限
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
議
論
の
流
れ
か
ら
見
れ
ば
、
明
ら
か
に

S
1
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
積
極
的
な
主
張
で
あ
る
。
そ
し
て
S
1
は

内
容
的
に

S
2
と
連
続
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
両
者
を
と
も
に
支
え
て
い
る
の
は
、
魂
を
優
れ
た
も
の
に
す
る
こ
と
は
身
体
を
保

全
す
る
こ
と
よ
り
も
重
要
だ
と
い
う
考
え
方
だ
か
ら
で
あ
る
。

S
2
の
前
半
「
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
た
だ
生
き
る
こ
と

で
は
な
く
」
も
そ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

こ
の
一
続
き
の
議
論
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
積
極
的
な
主
張
は
、

S
1
と
S
2
で
あ
っ
て
、
「
身
体
を
破
壊
さ
れ
て
も
生
き
る
に
値

す
る
の
か
」
と
い
う
発
言
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
プ
リ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
と
ス
ミ
ス
が
こ
の
発
言
に
基
づ
い
て
先
に
引
い
た
よ
う
に
述

(7) 

べ
る
の
は
、
言
い
過
ぎ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
『
弁
明
j

の
、
自
分
の
有
罪
が
決
定
し
た
後
自
ら
の
刑
量
を
申
し
出
る
弁
論
の
中
で
、
自
分
は
善
き
こ
と
を
な

し
な
が
ら
貧
乏
で
あ
り
、
人
々
に
忠
告
を
与
え
る
た
め
の
暇
を
必
要
と
し
て
い
る
と
言
っ
て
、
刑
と
し
て
プ
リ
ュ
タ
ネ
イ
オ
ン
（
迎
賓

館
）
に
お
け
る
袈
応
を
申
し
出
て
い
る

(
3
6
d
4
-
3
7
a
l
)

。
こ
の
皮
肉
混
じ
り
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
発
言
に
対
し
て
も
、
こ
の
二
人
は
「
貧

困
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る
善
行
を
妨
げ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
市
民
に
大
き
な
利
益
を
与
え
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
ア
テ
ナ
イ
の
人
々
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
彼
が
自
分
の
使
命
を
障
害
が
な
く
続
け
る
た
め
に
必
要
と
し
て
い
る
も
の
を
与
え

(8) 

た
と
き
に
、
は
じ
め
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
公
平
に
扱
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
よ
う
な
論
評
を
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
当

を
得
た
主
張
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
徳
は
幸
福
の
必
要
条
件
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
プ
リ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
と
ス
ミ
ス
の
解
釈
は
、
テ
キ
ス
ト
の
不
自
然
な
読
解

に
基
づ
い
て
い
て
、
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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『
弁
明
』
に
お
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
で
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
、
身
体
の
健
康
や
金
銭
な
ど
が
幸
福
の
た
め
に
大
き
な
意
義
を
有
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
の

問
題
点
を
指
摘
し
た
が
、
し
か
し
で
は
健
康
や
富
あ
る
い
は
金
銭
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

私
が
歩
き
回
っ
て
行
っ
て
い
る
の
は
、
諸
君
の
う
ち
の
若
い
人
に
も
年
老
い
た
人
に
も
、
魂
が
で
き
る
だ
け
優
れ
た
も
の
に
な
る

よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
よ
り
も
先
に
も
、
ま
た
同
程
度
に
で
も
身
体
や
金
銭
の
こ
と
を
配
慮
し
て
は
な
ら
な
い
、

と
説
得
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
金
銭
か
ら
徳
が
生
ず
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
徳
に
基
づ
い
て
金
銭
や
そ
の
ほ
か
す
べ
て

の
も
の
は
、
公
私
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
人
間
に
と
っ
て
善
き
も
の
と
な
る
の
だ
、
と
主
張
し
な
が
ら

(
3
0
a
7
-
b
4
)
。

こ
れ
は
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
人
々
に
「
魂
の
配
慮
」
を
強
く
勧
告
し
て
い
る
箇
所
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
重
要
な
の

は
最
後
の
部
分
で
、
そ
こ
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
金
銭
や
そ
れ
以
外
の
す
べ
て
の
も
の
は
、
徳
に
基
づ
い
た
限
り
で
（
如

5
応
p
g

渕
~
）
善

き
も
の
と
な
る

(
7
t
7
<
c
g
a
L
…
…
応
芯
迅
ざ
に
す
ぎ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
大
切
な
の
は
、
こ
の
応
さ
良
ぷ
が
述
語
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
こ
で
主
語
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
「
金
銭
や
そ
の
ほ
か
の
す
べ
て
の
も
の
」
は
、
徳
に
依
存
し
た
形
で
い
わ
ば
後
か
ら
「
善

い
」
と
述
語
づ
け
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
金
銭
や
そ
の
ほ
か
す
べ
て
の
も
の
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
善
き
も

の
な
の
で
は
な
く
、
徳
が
そ
れ
ら
に
価
値
を
付
与
す
る
の
で
あ
る
。
身
体
や
金
銭
を
魂
よ
り
も
先
に
も
ま
た
同
程
度
に
も
配
慮
し
て
は
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ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
け
る
「
善
い
」
と
い
う
こ
と
の
理
解

な
ら
な
い
と
い
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
主
張
は
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
価
値
を
有
し
て
い
な
い
と
い
う
彼
の
考
え
方
と
結
び
つ
い

て
い
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
身
体
の
健
康
や
金
銭
が
善
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
は
し
て
い
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
自

体
と
し
て
善
き
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
身
体
の
健
康
や
金
銭
が
価
値
を
有
す
る
の
は
、
魂
が
優
れ
た
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い

C10) 

て
で
あ
り
、
逆
に
言
え
ば
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
は
価
値
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
も
し
金
銭
や
健
康
の
善
さ
が
魂
の
徳
す
な
わ
ち
善
さ
に
依
存
し
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
前
二
者
を
善
き
も
の
と
規
定
す
る

こ
と
と
後
者
を
そ
う
規
定
す
る
こ
と
と
は
、
全
く
別
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
ヴ
ラ
ス
ト
ス
が
次
の
よ
う
に
言
う

こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
主
張
し
て
い
る
の
は
、
•
…
•
•
そ
れ
ら
〔
金
銭
な
ど
〕
の
価
値
は
、
生
に
お

-ll} 

い
て
最
も
大
切
な
も
の
、
す
な
わ
ち
魂
の
完
成
〔
徳
の
形
成
〕
の
価
値
に
非
常
に
劣
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
。
こ
の
主
張
の
問

顆
点
は
、
こ
の
見
方
で
は
、
魂
の
徳
の
価
値
と
身
体
の
健
康
や
金
銭
な
ど
の
価
値
の
区
別
が
相
対
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

後
者
は
前
者
に
「
非
常
に
劣
っ
て
い
る

(vastly
inferior to)
」
の
で
は
な
い
。
両
者
の
関
係
は
、
こ
の
よ
う
な
比
較
級
に
よ
っ
て
表

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
両
者
の
区
別
は
厳
格
な
も
の
で
あ
っ
て
、
相
対
的
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
°

こ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
金
銭
の
善
さ
が
成
立
す
る
次
元
と
魂
の
善
さ
が
成
立
す
る
次
元
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

前
者
の
た
め
に
は
後
者
が
常
に
先
行
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
身
体
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ

う
。
も
し
身
体
の
健
全
さ
を
そ
れ
自
体
善
き
も
の
と
し
て
前
も
っ
て
規
定
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
魂
の
善

さ
が
損
な
わ
れ
る
場
合
が
あ
り
う
る
°
た
と
え
ば
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
身
体
の
保
全
を
重
視
す
る
ク
リ
ト
ン
の
勧
め
に
応
じ
て
脱
獄
を
決
行

す
る
の
が
、
そ
れ
に
該
当
す
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
立
場
は
こ
の
よ
う
に
、
金
銭
や
健
康
な
ど
の
価
値
と
魂
の
徳
・
善
さ
と
を
厳
然
と
区
別
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
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徳
だ
け
が
無
条
件
に
善
い
と
い
う
主
張
は
、
そ
う
し
た
言
い
方
は
ギ
リ
シ
ア
語
と
し
て
は
許
容
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
（
「
メ
ノ
ン
」

8
7
d
2
-
3
 ~
,
\
照
）
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
同
語
反
復
に
す
ぎ
な
い
。
問
題
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
徳
を
、
そ
れ
以
外
の
様
々
な
も
の

の
善
さ
か
ら
厳
格
に
区
別
し
た
上
で
、
そ
れ
に
特
別
な
意
味
を
認
め
て
い
る
こ
と
の
実
質
的
な
内
容
は
い
か
な
る
こ
と
な
の
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

結
論
か
ら
述
べ
る
と
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
筆
者
の
見
解
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
魂
の
善
さ
の
重
視
は
、
善
い
行
為
、
あ
る
い
は
正
し

い
行
為
そ
の
も
の
に
価
値
が
内
在
し
て
い
る
と
い
う
彼
の
認
識
と
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
ソ
ク

ラ
テ
ス
は
、
正
し
く
善
き
行
為
自
体
に
価
値
が
内
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
た
め
に
、
徳
の
重
視
と
い
う
こ
と
を
説
い
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
理
解
は
、
一
見
同
語
反
復
と
も
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
主
張
の
哲
学
的
な
内
容
を

明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
本
論
文
の
特
色
を
示
す
も
の
と
も
な
る
。
と
い
う
の
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
け
る
徳
の
理
解
と
い
う
問
題

に
関
連
し
て
、
行
為
に
内
在
す
る
価
値
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
研
究
は
、
少
な
く
と
も
管
見
の
限
り
で
は
、
見
あ
た
ら
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
次
に
こ
の
理
解
の
裏
づ
け
と
な
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
発
言
を
引
用
す
る
。

前
節
で
検
討
し
た
「
ク
リ
ト
ン
」
の
前
半
部
の
議
論
の
眼
目
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
た
だ
生
き

る
こ
と
で
は
な
く
、
善
く
生
き
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
に
集
約
的
に
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
議
論
の
過
程
で
魂
は

「
正
し
さ
に
よ
っ
て
よ
り
善
く
な
り
、
不
正
に
よ
っ
て
滅
び
る
も
の
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
「
正
し
さ
」
と
「
不
正
」
と
が
そ
れ

ぞ
れ
「
正
し
い
行
為
」
、
「
不
正
な
行
為
」
を
指
す
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「
ク
リ
ト
ン
」
前
半
部
の
対
話
が
交
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
そ
も
そ
も
の
発
端
は
、
お
さ
な
な
じ
み
の
ク
リ
ト
ン
が
獄
中
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
尋
ね
、
脱
獄
を
勧
め
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
『
ク
リ
ト
ン
』
で
終
始
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
脱
獄
を
す
る
と
い
う
行
為
は
果
た
し
て
正
し
い
の
か
否
か
と
い
う
こ
と
な
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
「
ク
リ
ト
ン
』
に
お
い
て
、
正
し
い
行
為
に
よ
っ
て
魂
は
優
れ
た
も
の
に
な
る
、
換
言
す
れ
ば
、
魂
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ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
け
る
「
善
い
」
と
い
う
こ
と
の
理
解

の
徳
は
形
成
さ
れ
る
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
ク
リ
ト
ン
』
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
大
切
な
の
は
善
く
生
き
る
こ
と
で
あ
る

と
述
べ
た
直
後
に
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
議
論
が
以
上
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

ち
ょ
う
ど
い
ま
わ
れ
わ
れ
が
言
っ
た
こ
と
、

つ
ま
り
、
わ

れ
わ
れ
は
正
し
い
こ
と
を
な
す
こ
と
に
な
る
の
か
•
•
…
•
そ
れ
と
も
本
当
は
不
正
を
働
く
こ
と
に
な
る
の
か
・
・
・
・
・
・
と
い
う
こ
と
以
外

は
何
も
考
慮
し
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
が
そ
う
す
る
の
が
不
正
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る

の
な
ら
ば
、
止
ま
っ
て
じ
っ
と
し
て
い
れ
ば
死
ぬ
と
か
、
何
か
他
の
こ
と
を
蒙
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
不
正
を

働
く
こ
と
よ
り
も
先
に
勘
定
に
入
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う

(
4
8
c
6
-
d
5
)

。

こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
発
言
は
、
正
し
い
行
為
そ
れ
自
体
に
価
値
が
内
在
し
て
い
る
と
い
う
認
識
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
理
解
す
べ
き

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
認
識
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
正
し
い
行
為
を
な
せ
ば
、
そ
の
正
し
い
行
為
に
内
在

す
る
価
値
の
ゆ
え
に
、
魂
の
徳
は
形
成
さ
れ
る
と
説
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
「
弁
明
」
に
お
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
彼
の
日
々
の
生
活
が
彼
に
死
を
結
果
す
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
非
難
し
よ
う
と
す
る

仮
想
の
人
物
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

君
の
言
う
こ
と
に
は
感
心
で
き
な
い
、
君
。
も
し
君
が
、
何
か
少
し
で
も
た
め
に
な
る
と
こ
ろ
の
あ
る
人
は
、
行
為
す
る
際
に
そ

の
行
為
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
か
不
正
で
あ
る
か
、
ま
た
善
き
人
の
な
す
こ
と
で
あ
る
か
悪
し
き
人
の
な
す
こ
と
で
あ
る
か
を
考

慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
生
き
る
か
死
ぬ
か
の
危
険
を
も
勘
定
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
の
だ
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も
し
人
が
、
そ
れ
が
最
善
で
あ
る
と
考
え
て
ど
こ
か
に
自
分
を
配
置
す
る
か
、
あ
る
い
は
長
官
に
よ
っ
て
配
置
さ
れ
る
な
ら
、
私

が
思
う
に
、
そ
こ
に
止
ま
っ
て
危
険
を
冒
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
、
死
や
そ
れ
以
外
の
こ
と
は
何
も
恥
よ
り
も
先
に
は

(13) 

決
し
て
勘
定
に
入
れ
ず
に

(
2
8
d

6-10)
。

こ
こ
で
は
、
善
い
と
い
う
こ
と
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
発
言
も
先
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
善
い
行
為
、
正
し
い
行

為
そ
の
も
の
に
価
値
が
内
在
し
て
い
る
と
い
う
認
識
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
と
理
解
で
き
よ
う
。
そ
し
て
「
弁
明
j

、
『
ク
リ
ト
ン
j

に

お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
少
な
く
と
も
そ
れ
自
体
と
し
て
価
値
を
有
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
、
善
い
行
為
と
正
し
い
行
為
と
を
区

別
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『
ク
リ
ト
ン
』
に
お
け
る
「
大
切
な
の
は
善
く
生
き
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
た

後
の
次
の
言
葉
は
、
そ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
「
善
く
」
と
は
「
美
し
く
」
、
「
正
し
く
」
と
同
じ
で
あ
る

ち
な
み
に
「
美
し
く
」
と
い
う
言
葉
は
「
善
く
」
と
い
う
言
葉
と
、
ギ
リ
シ
ア
語
で
は
ほ
と
ん
ど
同
義
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
善
い
」
あ
る
い
は
「
正
し
い
」
な
ど
の
言
葉
は
、
そ
れ
自
体
価
値
を
含
意
す
る
言
葉
で
あ
り
、
そ
う
し
た
言
葉
で
形
容
さ

ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
言
わ
れ
て
い
る
。

(12) 

と
し
た
ら

(
2
8
b
5ー

9
)

。

(
4
8
b
8
)

。
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ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
け
る
「
善
い
」
と
い
う
こ
と
の
理
解

れ
る
行
為
に
価
値
が
内
在
す
る
と
い
う
の
は
あ
る
意
味
で
当
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ソ
ク
ラ
テ

ス
が
相
手
に
し
て
い
る
人
た
ち
の
間
で
は
、
善
く
正
し
い
行
為
そ
れ
自
体
に
価
値
が
内
在
す
る
と
い
う
の
は
、
必
ず
し
も
自
明
の
こ
と

で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ク
リ
ト
ン
は
、
少
な
く
と
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
脱
獄
を
勧
め
た
当
初
は
、
善
く
正
し
い
行
為
そ
の

も
の
が
価
値
を
有
す
る
と
は
考
え
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
、
身
体
の
健
全
さ
の
重
視
と
結
び
つ
い
て
、
前
節
で
見
ら
れ
た
よ

う
な
発
言

(
C
1
と
C
2
)
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ク
リ
ト
ン
の
こ
の
点
を
正
し
、
善
く
正
し
い
行
為
そ
れ
自
体
に
価
値
が
内
在
す

(14) 

る
と
い
う
こ
と
を
説
得
す
る
意
味
も
込
め
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
前
節
で
見
た
よ
う
な
問
答
を
行
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
身
体
だ
け
で

な
く
、
金
銭
や
そ
の
ほ
か
の
も
の
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
そ
れ
で
は
、
善
い
行
為
、
あ
る
い
は
正
し
い
行
為
そ
の
も
の
に
価
値
が
内
在
し
て
い
る
と
い
う
事
態
と
、
人
の
「
幸
福
」
、
あ
る

い
は
「
善
き
あ
り
方
」
と
は
、
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
。

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
魂
の
善
さ
•
徳
の
重
視
は
、
善
い
行
為
、
あ
る
い
は
正
し
い
行
為
そ
の
も
の
に
価
値
が
内

在
し
て
い
る
と
い
う
彼
の
認
識
と
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
見
解
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
い
て
は
金

銭
や
健
康
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
価
値
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
を
論
じ
た
。
こ
の
場
合
大
切
な
の
は
、
人
の
行
為
の
価
値
は
、
そ

の
人
が
裕
福
で
あ
る
か
否
か
、
健
康
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
と
は
無
関
係
に
成
立
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
は
、
た
と
え

(15) 

病
気
や
貧
困
で
苦
し
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
善
い
行
為
、
正
し
い
行
為
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
人
が
善
く
正
し
い
行
為

を
な
し
て
い
る
と
き
、
そ
の
行
為
自
体
に
内
在
し
て
い
る
価
値
を
、
病
気
や
貧
困
が
減
ず
る
こ
と
は
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、
人
が
健
康
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や
裕
福
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
人
の
行
為
の
価
値
が
高
ま
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
人
の
エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア
・
善
き
あ
り
方
は
健
康
や
金
銭
と
は
無
関
係
だ
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
考
え
て
い

た
と
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア
は
そ
れ
自
体
と
し
て
善
さ
を
含
意
し
た

言
葉
で
あ
っ
た
。
そ
れ
自
体
と
し
て
は
価
値
を
持
た
な
い
健
康
、
金
銭
な
ど
を
、
エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア
の
側
に
組
み
入
れ
て
理
解
す
る
必

要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
善
く
正
し
い
行
為
を
な
し
て
い
る
と
き
、
そ
の
人
の
価
値
・
善
さ
は
、
健
康
や
病
気
、
富
や
貧
困

と
は
無
関
係
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア
が
そ
れ
自
体
と
し
て
善
さ
を
含
意
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
鑑
み
て
そ
れ
を
「
善

(16) 

き
あ
り
方
」
と
訳
す
と
、
徳
の
重
視
と
、
人
が
善
き
仕
方
で
行
為
す
る

(
"
3

吾
ざ

3
gく
）
、
あ
る
い
は
善
く
生
き
る

(
"
3
⑬
く
）
こ

(17) 

と
と
、
人
が
「
善
き
あ
り
方
」
を
し
て
い
る
こ
と
と
の
三
者
が
不
可
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
以
上
の
考
察
は
次
の
二
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
魂
の
善
さ
を
重
視
し
た
と
き
、
彼
の
関
心
は
何

よ
り
も
人
の
な
す
一
っ
―
つ
の
行
為
の
価
値
に
向
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
人
の
エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア
・
善
き
あ
り
方
は
、

も
っ
ぱ
ら
そ
の
人
が
善
い
行
為
、
正
し
い
行
為
を
な
し
て
い
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
、

こ
の
二
点
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
行
為
の
善
さ
、
正
し
さ
を
、
そ
れ
以
外
の
も
の
と
は
厳
然
と
区
別
し
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
重

視
し
て
い
る
の
は
、
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
お
い
て
な
す
べ
き
行
為
の
一
回
性
な
の
で
あ
り
、
彼
は
、
そ
の
行
為
が
正
し
く
善
き
も

の
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
価
値
は
ほ
か
の
何
も
の
に
も
か
え
が
た
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
「
弁
明
』
と
「
ク
リ
ト
ン
j

で
説
い
た

(18) 

の
で
あ
る
。

156 



(8) 

(9) 
7
)
 

5
)
 

6
)
 

4
)
 

3
)
 

(1) 

(2) 
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
け
る
「
善
い
」
と
い
う
こ
と
の
理
解

こ
の
点
は
、

Vlastos,
G., 
Socrates, 
Ironist 
a
n
d
 M
o
r
a
l
 Philosopher, C
a
m
b
r
i
d
g
e
,
 1991, p. 201
を
参
照
。

E

ざ
ぎ
ミ
0

も
団
は
も
う
一
っ
、
ダ
イ
モ
ー
ン

(
6
a
t苔

e<）
と
い
う
言
葉
と
も
関
係
し
て
い
る
。
「
善
き
あ
り
方
」
と
い
う
訳
語
は
、

C
b
'

の
ほ
う
を

強
調
し
た
も
の
で
あ
る
。

松
氷
雄
二
「
＾
よ
い
＞
（
善
）
と
い
う
そ
の
こ
と
へ
の
接
近
1

行
為
と
徳
（
ア
レ
テ
ー
）
に
か
か
わ
る
知
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
、
九
州
大
学

哲
学
研
究
室
編
「
行
為
の
構
造
』
、
勁
草
書
房
、
一
九
八
三
年
所
収
、
二
八
頁
、
篠
崎
榮
「
こ
と
ば
の
中
で
の
探
求
プ
ラ
ト
ン
を
読
む
」
、
勁
草
書

房
、
一
九
八
五
年
、
三
七
＇
三
八
頁
。
加
藤
信
朗
「
初
期
プ
ラ
ト
ン
哲
学

j

、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
、
二
四
二
頁
、
注

(4)
も
参
照
。

cf. 
Brickhouse", 
T
.
C
.
 
a
n
d
 Smith`N••D., 

"
S
o
c
r
a
t
e
s
 
o
n
 G
o
o
d
s
,
 
Virtue, 
a
n
d
 H
a
p
p
i
n
e
s
s
"`
〇
ぷ
ford
Studi,窮

S
A
n
d
e
n
t

Philosophy, vol. 5
,
 
1987, pp.1-27.
た
だ
し
こ
の
二
人
は
魂
の
状
態
と
し
て
の
徳
と
徳
に
基
づ
い
た
活
動
と
を
区
別
し
、
後
者
は
幸
福
に
と
っ

て
十
分

(sufficient)
で
あ
る
と
し
た

(p.
2
)
。
本
文
中
で
検
討
す
る
二
人
の
主
張
も
こ
の
区
別
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
ヘ
ク
シ
ス
と
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
と
の
区
別
に
も
似
た
こ
う
し
た
区
別
は
、
テ
キ
ス
ト
上
の
根
拠
が
な
い
と
し
て
ヴ
ラ
ス
ト

ス

(Vlastos,
op. cit••p. 

232, n. 103)

に
批
判
さ
れ
た
。
な
お
こ
の
二
人
の
解
釈
は
、
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
」
な
ど
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
乃
言

も
考
慮
に
入
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
「
弁
明
』
、
「
ク
リ
ト
ン
』
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
（
す
な
わ
ち
「
原
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
）
の
主
張
に
つ

い
て
の
彼
ら
の
見
解
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
「
ゴ
ル
ギ
ア
ス
」
な
ど
の
所
論
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。

B
r
i
c
k
h
o
u
s
e
 a
n
d
 S
m
i
t
h
`
o
p
．品．＂
p.16.

cf. Burnet, J.
,
 
Plato's Euthyphro, A
p
o
l
o
g
y
 o
f
 Socrates a
n
d
 Crito, O
x
f
o
r
d
,
 1924, p. 2
6
7
.
S
1
の
「
真
理
そ
の
も
の
」
に
つ
い
て
は
、

本
稿
の
最
後
の
注
を
参
照
。

プ
リ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
と
ス
ミ
ス
の
二
人
も
、
健
康
が
魂
の
徳
と
葛
藤
す
る
場
合
に
は
そ
れ
は
悪
し
き
も
の
に
も
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
は
認
め
て
い

る。

cf.
B
r
i
c
k
h
o
u
s
e
 a
n
d
 S
m
i
t
h
,
 op. 
c
i
t
•
•
p
.
1
2
.

し
か
し
、
に
も
拘
わ
ら
ず
彼
ら
は
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
言
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の

点
は
問
題
で
あ
る
。

p.
2lsqq.
の
解
釈
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
な
お
以
上
の
点
は
、
篠
崎
、
前
掲
書
、
五
七
頁
も
参
照
。

B
r
i
c
k
h
o
u
s
e
 a
n
d
 S
m
i
t
h
`
o
p
.
 cit., 
p. 8. 

Burnet, op. 
cit., p. 2
0
4
;
 Vlastos, op. cit., p. 219, n. 7
3
な
ど
を
参
照
。
た
だ
し
こ
の
部
分
に
は
、
次
の
よ
う
に
訳
す
別
解
釈
も
あ
る
。
「
金

注
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(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(13 
(10) 

(11) 

(12) 
銭
か
ら
徳
が
生
ず
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
徳
か
ら
金
銭
や
そ
の
ほ
か
す
べ
て
の
善
き
も
の
が
、
公
私
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
人
間
に
生
ず
る
」
。
こ

の
解
釈
を
と
る
人
た
ち
の
名
前
は
、

R
e
e
v
e
,
C.D.C., 
Socrates 
in 
the Apolo!J)『,
Indianapolis, 1989, p. 124, 
n. 21
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
の
読
み
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
こ
の
読
み
を
採
用
す
れ
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
魂
を
優
れ
た
も
の
に
す
る
の
は
そ
れ
自
体
と
し
て
善
き
も
の
で

あ
る
金
銭
の
獲
得
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
て
い
た
、
と
い
う
よ
う
な
理
解
を
許
す
こ
と
に
も
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
解
は
、
ソ

ク
ラ
テ
ス
の
真
意
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

cf•Vlastos, 

op. 
cit., 
p. 216.
な
お
以
上
の
論
点
に
関
し
て
は
、

B
r
i
c
k
h
o
u
s
e
a
n
d
 S
m
i
t
h
,
 op. 
cit., 
pp. 4
,
1
2
も
参
照
。

Vlastos, op. 
cit., 
p. 220.
ヴ
ラ
ス
ト
ス
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
言
葉
遣
い
に
形
式
的
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
正
し
い
行
為
に
よ
っ
て
人
の
魂
は
擾
れ
た
も
の
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。
で
は
逆
に
、
人
の
魂
が
優
れ
た
状
態
に
あ
る
こ
と
と
人
が

正
し
い
行
為
を
な
す
こ
と
と
は
ど
う
関
係
し
て
い
る
の
か
、
魂
が
優
れ
た
状
態
に
あ
る
こ
と
と
人
が
正
し
い
行
為
を
な
す
こ
と
と
の
相
互
関
係
は
、

正
確
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
本
稿
で
は
こ
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
は
お
そ
ら
く
、
こ
の
引
用

の
中
の
「
善
き
人
の
な
す
こ
と
で
あ
る
か
撼
し
き
人
の
な
す
こ
と
で
あ
る
か
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
ど
う
理
解

す

る

か

が

重

要

に

な

る

と

思

わ

れ

る

が

、

そ

の

詳

し

い

検

討

は

別

の

機

会

に

期

し

た

い

。

．

こ
こ
で
「
長
官
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
神
の
こ
と
だ
と
解
さ
れ
る
。

cf.
Burnet, op, 
cit・, 
p.199.
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
稿
最
後
の
注
を
参

照
。
な
お
『
パ
イ
ド
ン
」
に
は
次
の
よ
う
な
発
言
が
見
ら
れ
る
。
「
〔
私
が
い
ま
牢
獄
に
座
っ
て
い
る
〕
真
の
原
因
〔
と
は
〕
す
な
わ
ち
、
ア
テ
ナ
イ

の
人
々
に
は
、
私
に
有
罪
の
判
決
を
下
す
ほ
う
が
善
い
と
思
わ
れ
、
そ
の
た
め
、
私
に
も
ま
た
こ
こ
に
座
っ
て
い
る
ほ
う
が
善
い
と
思
わ
れ
、
そ
し

て
、
止
ま
っ
て
、
何
で
あ
れ
、
彼
ら
の
命
ず
る
刑
罰
に
服
す
る
ほ
う
が
正
し
い
と
思
わ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」

(98el-5)
。
『
パ
イ
ド
ン
」
の

こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
発
言
が
現
実
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
箇
所
の

ソ
ク
ラ
テ
ス
を
め
ぐ
る
諸
説
の
概
観
は
、

H
a
c
k
f
o
r
t
h
,

R.. Plato's P
h
a
e
d
o
,
 C
a
m
b
r
i
d
g
e
,
 1955, p
p
.
1
2
7
,
1
3
2
を
参
照
。

ク
リ
ト
ン
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
脱
獄
す
る
方
が
正
し
い
と
い
う
歪
ん
だ
考
え
を
持
っ
て
い
た
。

cf.
45c5sqq. 

筆
者
が
、
第
一
節
で
検
討
し
た
プ
リ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
と
ス
ミ
ス
の
解
釈
に
対
し
て
強
調
し
た
い
の
は
こ
の
点
で
あ
る
。

こ
の

d『

x
p
か
月
L

]

と
い
う
の
も
、
し
ば
し
ば
「
幸
福
で
あ
る
」
と
訳
さ
れ
る
言
葉
で
あ
る
。

し
か
し
、
問
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
幸
福
に
と
っ
て
は
善
く
正
し
い
行
為
を
な
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
徳
を
形
成
す
る
こ
と
以
外
は
無
関
係
だ
と
い

う
の
は
キ
ュ
ニ
コ
ス
派
の
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
下
っ
て
ス
ト
ア
派
の
考
え
方
で
は
な
い
か

(
c
f
•
D
i
o
g
e
n
e
s

Laertius, 
Vl,11 ;
 VIl,127)
。
そ

う
し
た
考
え
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
帰
す
る
の
は
、
時
代
錯
誤
で
は
な
い
か
。
金
銭
や
健
康
も
、
徳
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
条
件
が
必
要
で
あ
る
に
せ
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(18) 
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
け
る
「
善
い
」
と
い
う
こ
と
の
理
解

よ
、
と
も
か
く
は
善
き
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
幸
福
と
無
関
係
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
魂
が
優
れ
た
状
態
に
あ
る
だ
け
で
人
は
幸
福
で
あ
る

と
見
る
の
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
立
場
と
考
え
る
の
は
、
あ
ま
り
に
極
端
す
ぎ
は
し
な
い
か
。
金
銭
や
健
康
な
ど
も
、
あ
る
程
度
幸
福
の
度
合
い
を
高
め

る
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
考
え
て
い
た
と
解
す
る
方
が
正
し
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
見
解
は
ヴ
ラ
ス
ト
ス
の
も
の
で
あ
る
。
彼
の
言
う
S
u
f
f
i
c
i
e
n
c
y

T
h
e
s
i
s
を
参
照
。
ヴ
ラ
ス
ト
ス
の
解
釈
に
こ
の
よ
う
な
断
片
的
な
仕
方
で
し
か
言
及
で
き
な
い
の
は
、
不
本
意
な
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
を
書
く
際

に
も
っ
と
も
参
考
に
な
っ
た
の
は
、
彼
の
解
釈
で
あ
っ
た
。
彼
の
立
論
は
と
て
も
精
妙
で
あ
り
、
そ
の
詳
し
い
検
討
に
は
―
つ
の
独
立
し
た
研
究
が

必
要
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
別
の
機
会
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
た
だ
こ
こ
で
暫
定
的
に
言
っ
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
解
釈
も
結

局
は
、
徳
や
幸
福
の
側
に
、
い
わ
ば
そ
の
下
の
次
元
で
成
立
す
る
金
銭
や
健
康
な
ど
の
価
値
を
組
み
入
れ
る
も
の
で
あ
り
、
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で

き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
弁
明
」
、
『
ク
リ
ト
ン
j

に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
1

本
稿
で
は
そ
れ
が
「
原
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
で
あ
る
と
い
う
立

場
を
と
る
ー
は
、
前
節
の
一
連
の
引
用
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
「
善
い
」
、
「
正
し
い
」
と
い
う
こ
と
を
金
銭
、
健
康
な
ど
の
世
俗
的
な
も
の
が

無
意
味
に
な
る
よ
う
な
限
界
的
な
場
面
を
想
定
し
て
考
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
い
て
は
、
人
の
「
善
き
あ
り
方
」

の
た
め
に
は
魂
の
徳
だ
け
で
十
分
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
人
の
善
き
あ
り
方
と
は
無
関
係
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
二
節
で
述
べ
た
、

魂
の
徳
の
価
値
と
金
銭
や
健
康
の
価
値
の
相
対
化
と
い
う
点
に
ヴ
ラ
ス
ト
ス
の
解
釈
の
―
つ
の
問
題
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
る
。

な
お
、
「
弁
明
』
、
「
ク
リ
ト
ン
」
の
中
で
＂
ざ
含

~
Lミ
o
v
,
aお
よ
び
そ
れ
に
類
す
る
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
弁
明J
2
5
b
7
;
3
6
d
9
;
 4
l
c
4
,
 

5

の
四
箇
所
で
あ
る
。

cf.
B
r
a
n
d
w
o
o
d
,
 L., A
 W
o
r
d
 I
n
d
e
x
 t
o
 P
l
a
t
o
,
 L
e
e
d
s
,
 1
9
7
6
,
 pp. 4
0
3
,
4
0
4
.
 2
5
b
7

の
用
法
は
皮
肉
め
い
て
い
て
、
そ

こ
か
ら
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
真
意
を
推
し
飛
る
の
は
難
し
い
。

3
6
d
9

の
言
い
方
も
皮
肉
混
じ
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
本
文
中
に
述
べ
た
よ
う
に
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
最
後
の
二
箇
所
は
、
死
後
の
幸
福
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
ミ
ノ
ス
や
ラ
ダ
マ
ン
テ
ュ
ス
ら
の
英

雄
は
死
後
幸
福
で
あ
り
、
ま
た
自
分
も
死
後
彼
ら
と
対
話
し
、
吟
味
す
る
こ
と
は
幸
福
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
最
後
の
箇
所
も
、

本
文
で
示
し
た
よ
う
に
理
解
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
で
は
、
そ
の
よ
う
な
行
為
の
正
し
さ
、
善
さ
を
い
っ
た
い
何
が
保
証
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
答
え
は
、

あ
る
行
為
が
正
し
い
か
否
か
、
善
き
行
為
で
あ
る
か
否
か
を
判
定
す
る
確
実
な
規
準
は
、
少
な
く
と
も
人
に
は
備
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
『
弁
明
」
に
お
い
て
、
自
分
は
「
善
美
な
る
こ
と
（
ド
こ
ぢ
ぎ
さ
5
‘
R
0
6
く
）
」
は
知
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る

(
2
l
d
3
,
6
)
。

「
実
際
は
神
が
知
あ
る
も
の
(
q
0
念
さ
な
の
か
も
し
れ
な
い
」
(
2
3
a
5
,
6
)
。
人
間
に
許
さ
れ
て
い
る
の
は
「
人
間
並
み
の
知
(
a
v
e
p
e
7ざ
7
R
o
念
a
)
」

(
2
0
d
8
,
 2
3
a
6
,
7
)

に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
、
自
分
は
本
当
は
知
に
関
し
て
は
何
の
価
値
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
で
あ
る

(
2
3
b
3
,
4
)
。
こ

の
立
場
は
お
そ
ら
く
、
「
ク
リ
ト
ン
」
に
お
い
て
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
第
一
節
で
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
『
ク
リ
ト
ン
』
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
積
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（
い
ま
い
ず
み

極
的
な
主
張
の
―
つ
に
「
わ
れ
わ
れ
が
尊
重
す
ぺ
き
は
正
と
不
正
に
関
す
る
専
門
家
が
た
だ
一
人
で
も
、
ま
た
真
理
そ
の
も
の
が
何
と
言
う
か
で
あ

る」

(
S
1
)
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
「
正
と
不
正
に
関
す
る
専
門
家
」
を
特
定
し
て
は
い
な
い

(cf.
4
7
d
l
,
2
)

。
こ

の
「
真
理
そ
の
も
の
」
を
神
と
見
る
人
も
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
｀
人
間
の
う
ち
に
「
善
美
な
る
こ
と
」
を
知
っ
て
い
る
も
の
、

あ
る
い
は
「
正
と
不
正
に
関
す
る
専
門
家
」
を
認
め
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
第
二
節
に
お
け
る
一
連
の
引
用
に
お
い
て
は
、
「
知
る
」
と
い
う
言
葉
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
。
ソ
ク
ラ
テ
ス

は
「
弁
明
』

(
2
9
b
6
,
7
)

で
「
不
正
を
働
く
こ
と
、
神
で
も
人
で
も
優
れ
た
も
の
に
し
た
が
わ
な
い
こ
と
は
悪
で
あ
り
醜
で
あ
る
と
知
っ
て
い
る
」
と

言
っ
て
い
る
が
、
何
が
正
し
い
こ
と
で
あ
る
か
を
知
っ
て
い
る
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
も
と
よ
り
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
不
知
の
知
」
の
表
明
の
意
味
を

ど
う
考
え
る
か
は
、
そ
れ
自
体
様
々
な
解
釈
を
許
す
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
述
ぺ
た
の
は
そ
の
概
略
に
す
ぎ
な
い
。

な
お
こ
の
、
行
為
の
善
さ
、
あ
る
い
は
正
し
さ
を
保
証
す
る
確
実
な
知
を
人
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
が
強
調
さ
れ
て
は
な
ら

な
い
。
と
い
う
の
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
人
に
は
「
人
間
並
み
の
知
」
し
か
備
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
他
方
「
弁
明
」
に
お
い

て
、
第
一
節
で
引
用
し
た
、
魂
が
で
き
る
だ
け
優
れ
た
も
の
と
な
る
よ
う
配
慮
せ
よ
、
と
い
う
こ
と
を
言
い
換
え
て
、
「
で
き
る
だ
け
優
れ
た
も
の
、

そ
し
て
で
き
る
だ
け
知
あ
る
も
の

(
c
r
漁
:
g
3
T
o
r
§
R
N
念
P
o
y
L
H
ぎ
r
Q
T
o
r
)

と
な
る
よ
う
」
配
慮
せ
よ
と
言
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
3
6
c
5
1
 

7
)

。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
善
美
な
る
こ
と
、
あ
る
い
は
正
し
さ
に
関
し
て
の
不
知
を
自
覚
し
た
上
で
、
そ
の
知
に
つ
い
て
も
最
大
限
に
努
力
す
る
よ
う

促
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
も
ゆ
き
・
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
学
生
）
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