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は
じ
め
に

プ
ラ
ト
ン
の

『

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明』

(

以
下

『
弁
明』

と
略
記)

は
見
か
け
と
は
裏
腹
に
驚
く
ほ
ど
特
異
な
書
物
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

『

弁
明』

は
ソ
ク
ラ
テ
ス
裁
判
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
と
い
う
史
実
が
忠
実
に
再
現
さ
れ
て
い
る
と
も
、
そ
の
彼
の
弁
明
を
も
と
に
し
て

プ
ラ
ト
ン
が
レ
ト
リ
ッ
ク
を
駆
使
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
偉
大
な
哲
人
に
仕
立
て
上
げ
た
類
ま
れ
な
劇
的
な
創
作
で
あ
る
と
も
、
い
ず
れ
の
方
向
に

で
も
読
み
取
れ
る
よ
う
な
趣
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、『
弁
明』

は
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
い
う
途
方
も
な
い
生
き
方
を
し
た
人
間
が
た
し

か
に
そ
こ
に
現
存
し
て
い
て
そ
の
全
生
涯
を
か
け
て
弁
明
し
て
い
る
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
ほ
ど
迫
真
に
満
ち
た
思
想
上
の
ド
ラ
マ
と
な
っ
て

い
る
が
、
そ
の
作
者
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
は
な
く
て
プ
ラ
ト
ン
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
れ
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
裁
判
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ

ス
と
プ
ラ
ト
ン
と
い
う
偉
大
な
両
者
の
奇
蹟
と
も
い
う
べ
き
出
会
い
か
ら
生
ま
れ
た
両
者
の
合
作
で
あ
る
と
考
え
た
ら
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
そ
う
で
は
な
い
し
、
そ
う
し
て
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
筆
者
に
は

『

弁
明』
の
真
の
主
役
は
や
は
り
プ
ラ
ト
ン
で
は
な
く
て
ソ
ク

ソクラテスとプラトンの間柄について
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ソ
ク
ラ
テ
ス
と
プ
ラ
ト
ン
の
間
柄
に
つ
い
て

甲

斐

博

見

姉
妹
篇
と
し
て
の

『

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明』

と

『

ク
リ
ト
ン』



ラ
テ
ス
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
の
方
は
そ
の
弁
明
の
真
意
が
あ
ら
わ
に
な
る
よ
う
に
ひ
た
す
ら
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
尽
く
す
奉
仕

者
に
徹
し
、
そ
の
弁
明
を
お
の
れ
の
洞
察

(

ノ
エ
ー
シ
ス)

と
想
起

(

ア
ナ
ム
ネ
ー
シ
ス)

に
よ
っ
て
叙
述
し
た
の
だ
と
考
え
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
い
う
た
め
に
は

『

弁
明』

が
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
固
有
の
も
の
を
示
し
て
お
り
、
彼
の
哲
学
的
生
な
し
に
は
成
り
立
た
な
い
こ
と

を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
た
め
に
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
何
を
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
か
を
プ
ラ
ト
ン
の

『

弁
明』

か

ら
理
解
す
る
以
外
に
は
手
立
て
は
な
い
し
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
全
体
を
本
当
に
内
在
的
に
読
み
ぬ
く
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
一
つ
の
解
決
す
べ
き
問
題
が
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は

『

弁
明』

が
ソ
ク
ラ
テ
ス

の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、｢
そ
れ
で
は
そ
の

『

弁
明』

を
書
い
た
プ
ラ
ト
ン
は
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
ど
の
よ
う
に
歩
を
進
め
た
の
か｣

と
い
う
問

題
で
あ
る
。
も
う
少
し
こ
の
点
の
筆
者
の
問
題
意
識
を
補
足
し
て
い
え
ば
、『

弁
明』

だ
け
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
も
の
と
考
え
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

に
依
拠
し
て
プ
ラ
ト
ン
の
初
期
対
話
篇
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
を
書
き
記
し
た
も
の
で
あ
る
と
み
な
す
よ
う
な
こ
と
を
し
な
い
で
、
そ
れ
ら
を
プ

ラ
ト
ン
の
哲
学
で
あ
る
と
考
え
る
と
、
プ
ラ
ト
ン
は
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
自
ら
の
思
索
を
始
め
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
こ

で

『

ク
リ
ト
ン』

に
注
目
し
た
い
。
プ
ラ
ト
ン
は
彼
の
も
っ
と
も
大
き
な
関
心
事
と
し
て

『

弁
明』

の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
問
題
の
、
と
り
わ
け
或
る

一
つ
の
問
題
の
延
長
線
上
に

『

ク
リ
ト
ン』

を
書
い
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
と
生
き
方
の
全
容
を
ま
ず
は
自
ら
の
思
考
の
な
か
で
追
及
し
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
或
る
問
題
と
は
哲
学
と
政
治
の
問
題
、
国
家
・
法
と
個
人
の
問
題
、
あ
る
い
は
魂
の
気
遣
い
か
ら
正
義
に
も
と
づ
く
市

民
と
し
て
の
現
実
の
行
動
へ
至
る
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
小
論
で
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら

『

弁
明』

と

『

ク
リ

ト
ン』

の
間
柄
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。『

弁
明』

に
匹
敵
す
る
よ
う
な

『
ク
リ
ト
ン』

の
お
も
し
ろ
さ
、『

弁
明』

と
一
体
で

『

ク
リ
ト
ン』

を
読
む
こ
と
の
意
義
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
う
。
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�『

ク
リ
ト
ン』

は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
に
い
え
ば
普
遍
を
求
め
定
義
を
下
そ
う
と
す
る
、
ま
た
プ
ラ
ト
ン
的
に
見
れ
ば

｢

何
々
と
は
何
か｣

の
問
い
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
問
答
の
な
か
で
探
究
す
る
プ
ラ
ト
ン
の
初
期
対
話
篇
の
特
徴
を
ほ
と
ん
ど
も
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
ソ
ク
ラ

テ
ス
が
生
涯
を
か
け
て
哲
学
し
て
き
た
な
か
で
確
信
と
な
っ
て
い
っ
た
よ
く
生
き
る
た
め
の
行
動
の
原
則

(

ロ
ゴ
ス)

を
挙
示
し
、
そ
の
中
核
に

あ
る
問
題
が
現
実
の
行
動
に
直
結
す
る
正
義
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
、
ク
リ
ト
ン
の
同
意

(

ホ
モ
ロ
ギ
ア
ー)

を
え
て
、
あ
ら
た
め
て
確
認
し

(

第
一
部)

、
そ
の
正
義
の
観
点
か
ら
お
の
れ
の
自
己
存
在
の
存
立
と
ア
テ
ナ
イ
と
い
う
彼
に
と
っ
て
現
実
で
あ
る
ポ
リ
ス
の
国
家
・
国
法
の
存
立

の
あ
い
だ
の
内
的
な
関
係
を
あ
ら
た
め
て
反
省
す
る

(

第
二
部)

と
い
う
、
き
わ
め
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
な
色
合
い
の
濃
い
、
し
か
し
プ
ラ
ト
ン
自

身
に
と
っ
て
も
っ
と
も
大
き
な
関
心
事
で
あ
る
、
プ
ラ
ト
ン
の
作
品
で
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
プ
ラ
ト
ン
は

『

弁
明』

の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ど
の
発
言
に
着
目
し
、『
ク
リ
ト
ン』

の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
そ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
真
意
を
究
明
し
よ
う
と
し
た
の
か
。

(�
)

そ
れ
は

『

弁
明』

の
つ
ぎ
の
言
葉
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

｢

し
か
し
私
は
、
全
生
涯
を
通
じ
て
、
公
の
場
で

(�������)
も
し
何
か
を
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
人
間

(��������)
で
あ
る

で
あ
ろ
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う

(���������)
。
ま
た
私
人
と
し
て

(����)｣
も
、
こ
の
同
じ
人
間

(�������������)
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
私
が
正
義

(���������)
に
反
し
て
何
ご
と
も
何
人
に
対
し
て
も
譲
歩
し
た
こ
と
が
な

い
人
間
で
あ
り
、
私
を
中
傷
す
る
者
た
ち
が
私
の
弟
子
だ
と
い
っ
て
い
る
者
た
ち
の
な
か
の
、
何
人
に
対
し
て
も
譲
歩
し
た
こ
と
が
な
い
人

間
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。｣

(�����33�1�3)

ソクラテスとプラトンの間柄について
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こ
の
言
葉

(

以
下
表
明
Σ�
と
記
す)

が
語
ら
れ
る
の
は
魂

(

徳)

の
気
遣
い
の
勧
告
の
箇
所

(29�2�30�1)

の
あ
と
で
あ
り
、
ソ
ク
ラ
テ

ス
が
な
お
も
別
に
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
事
柄
と
し
て
話
を
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る

(30�2�33�8)

。
こ
の
話
が
主
た
る
弁
明
の
最
終
部
分
に
な
る
。

そ
れ
は
表
明
Σ�
に
イ
ン
テ
グ
レ
イ
ト
さ
れ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
正
義
の
表
明
と
い
う
文
脈
を
か
た
ち
づ
く
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
ソ
ク

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

ラ
テ
ス
が
お
の
れ
の
哲
学
的
生
の
す
べ
て
を
語
り
つ
く
す
こ
と
に
な
る
弁
明
の
最
後
の
山
場
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
箇
所
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ア
テ
ナ
イ
の
社
会
の
な
か
で
こ
れ
ま
で
自
分
が
ど
の
よ
う
に
行
動
し
て
き
た
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
社
会

貢
献
し
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
を
語
る
。
そ
の
行
動
の
内
容
は
私
的
活
動
の
面
と
公
的
活
動

(

政
治
行
動)

の
面
の
両
方
に
分
け
ら
れ
て
具
体
的

に
説
明
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
彼
に
と
っ
て
は

｢

私
が
ど
う
い
う
人
間
で
あ
る
か
が
明
ら
か
に
な
る｣

、
直
訳
す
れ
ば

｢

私
は
現
れ
る
・
姿
を
表

わ
す

(���������)｣
と
な
る

｢
世
の
な
か
に
現
れ
る｣

こ
と
で
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
は
、
こ
こ
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
ア
テ
ナ
イ
の
歴
史
的
・

行
為
的
・
具
体
的
現
実
を
生
き
る
こ
と
が
彼
の
生
に
と
っ
て
の
真
の
現
実
と
い
う
よ
り
も
、
世
に
姿
を
表
わ
す
と
い
う
い
わ
ば
現
象
的
な
事
柄
の

よ
う
に
了
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
だ
け
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
生
の
実
体
が
理
解
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
彼
の
生
の
実

体
を
い
う
な
ら
、
そ
れ
は
魂
の
気
遣
い
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
魂
の
気
遣
い
が
こ
の
行
動
面
と
は
別
に
そ
の
固
有
の

現
実
を
も
つ
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
す
べ
て
は
行
動
に
直
結
し
、
現
象
的
に
あ
ら
わ
に
な
る
。
魂
の
気
遣
い
は
本
質
的
に
行
動
的
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
彼
の
世
に
姿
を
表
わ
す
行
動
と
は
、
一
方
で
は
、
私
的
活
動
と
し
て

｢

終
日
い
た
る
と
こ
ろ
で
私
交
と
い
う
か
た
ち
で
一

人
一
人
の
と
こ
ろ
へ
出
か
け
て
い
き
魂

(

徳)

を
気
遣
う
こ
と
を
説
得
し
て
き
た｣

(31�4�5)
こ
と
で
あ
り

こ
れ
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学

活
動
の
一
面
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う

、
他
方
で
は
、
公
的
活
動
と
し
て
二
つ
の
政
治
行
動
、
ア
ル
ギ
ヌ
サ
イ
島
沖
海
戦
後
の
裁
判

と
サ
ラ
ミ
ス
の
レ
オ
ン
事
件
に
お
け
る
み
ず
か
ら
が
死
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
政
治
行
動
の
こ
と
で
あ
る
。
後
者
の
こ
と
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
は

｢

言

葉
で
は
な
く
事
実
な
さ
れ
た
こ
と

(����)｣
(32�5)

で
あ
り
、
人
々
が
尊
重
す
る
事
柄
で
あ
る
と
も
言
う
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
お
の
れ
の
政
治
行

動
が
正
義
と
い
う
本
当
に
大
事
な
こ
と
に
従
っ
た
当
然
の
帰
結
で
あ
る
か
の
よ
う
に
さ
ら
り
と
語
る
の
で
あ
る
。
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(�
)

さ
て
こ
こ
で
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
私
的
活
動
の
説
明
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
語
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
言
葉
で

あ
る
。｢

そ
し
て
私
が
真
実
の
こ
と
を
言
う
の
に
憤
慨
し
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
。
と
い
う
の
は
、
諸
君
に
対
し
て
で
あ
れ
、
他
の
大
多
数
の
人

に
対
し
て
で
あ
れ
、
国
家

(

ポ
リ
ス)

の
な
か
で
多
く
の
不
正
や
違
法
が
生
じ
る
の
を
ま
と
も
に
反
対
し
、
妨
げ
よ
う
と
す
る
者
で
命
を
永

ら
え
る
者
は
人
間
の
な
か
で
誰
も
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
本
当
に
正
し
い
こ
と
の
た
め
に
戦
お
う
と
す
る
者
は
、
少
し
の
あ
い
だ
で

も
生
き
永
ら
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
私
人
と
し
て
あ
る

(����������)
べ
き
で
あ
り
、
公
の
仕
事
に
つ
く

(�����������)

べ
き
で
は

な
い
の
だ
。｣

(31�2�32�3)こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、｢

公
の
仕
事
に
つ
く

(�����������)｣
と
対
比
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る

｢

私
人
と
し
て
あ
る

(����������)｣

と

い
う
言
葉
で
あ
る
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
両
者
は
二
つ
の
選
択
肢
の
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
真
意
で
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、｢

少
し
の
あ
い
だ
で
も
生
き
永
ら
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば｣

と
い
う
条
件
文
が
両
者
の
対
比
を
つ
く
り
だ
し
て
い

る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
条
件
文
は

｢

国
家

(

ポ
リ
ス)
の
な
か
で
多
く
の
不
正
や
違
法
が
生
じ
る｣

政
治
的
現
実
を
踏
ま
え
て

｢

公
の
仕
事
に

つ
く

(

デ
ー
モ
シ
エ
ウ
エ
イ
ン�)
べ
き
で
は
な
い｣

理
由
と
し
て
い
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
、｢

私
人
と
し
て
あ
る

(

イ
デ
オ
ー
テ
ウ
エ
イ
ン)｣

在
り
方
を
理
由
づ
け
る
決
定
的
要
因
に
な
る
と
は
思
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は

｢

本
当
に
正
し
い
こ
と
の
た
め
に
戦

お
う
と
す
る
者
は
私
人
と
し
て
あ
る
べ
き
で
あ
る｣

(

言
明
Σ�

)
と
い
う
こ
と
だ
け
を
主
張
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、

さ
き
に
引
用
し
た
表
明
Σ�
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
正
義
の
戦
い
に
お
い
て
公
私
い
ず
れ
に
お
い
て
も
変
わ
る
こ
と
な
く

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

｢

こ
の
同
じ
人
間｣

と
し
て
あ
っ
た
し
、
ま
た
あ
る
で
あ
ろ
う
と
表
明
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
関
連
す
る
よ
り
広
い
文
脈

で
両
者

(

言
明
Σ�
と
表
明
Σ�

)

が
内
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
捉
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

(

＊
こ
の
箇
所
の
デ
ー
モ
シ
エ
ウ
エ
イ
ン
と
い
う
言
葉
は
字
義
通
り
に
理
解
す
べ
き
で
、
デ
ー
モ
ス
か
ら
な
る
国
家

(

ポ
リ
ス)

の
仕
事
を
行
な
う
政
治
家
・

ソクラテスとプラトンの間柄について

― 5―



市
民
と
し
て
、
す
で
に
そ
こ
で
行
な
わ
れ
て
い
る
現
実
の
ア
テ
ナ
イ
の
民
主
政
治
に
自
ら
す
す
ん
で
参
加
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う

(���
36�6�9)

。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
そ
う
し
た
政
治
参
加
を
し
な
か
っ
た
し
、
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
政
治
的
現
実
の
現
実
性
に
根
本
的
な
疑
問
符
を
つ
け
た
の
で
あ

る
。
も
し
政
治
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
な
本
当
に
公
の
仕
事
を
行
な
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、｢

僕
の
考
え
で
は
、
ア
テ
ナ
イ
の
な
か
で
、
真
の
意
味

で
政
治
の
技
術

(��������������)
に
手
を
付
け
て
い
る
の
は
、
僕
一
人
だ
け
と
は
い
わ
な
い
が
、
僕
は
そ
の
少
数
の
な
か
の
一
人
で
あ
り
、
し
か
も

い
ま
の
人
た
ち
の
な
か
で
は
僕
だ
け
が
政
治
の
仕
事

(����������)
を
行
な
っ
て
い
る
の
だ
と
思
っ
て
い
る
の
だ｣

(�����521�6�8)

と
い
う
こ
と
に

な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
政
治
的
現
実
を
示
す
こ
と
に
な
る
の
か
、
容
易
に
は
想
像
し
が
た
い
こ
と
で
あ

る
。)

(�
)

さ
て
、
い
ま
検
討
中
の30�2�33�8
に
先
行
す
る
文
脈
に
お
い
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
魂
の
気
遣
い
の
勧
告
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は

ど
の
よ
う
な
話
が
な
さ
れ
た
の
か
。
注
意
深
く
見
れ
ば
、
そ
れ
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
彼
の
哲
学
的
生

(28�5)

の
真
の
意
義
を

説
明
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く

(���29�4�6)
。
一
言
で
い
え
ば

｢

真
実
の
気
遣
い

(�������������������������)｣

と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
気
遣
う
べ
き
も
の
と
し
て
、
魂

(

プ
シ
ュ
ケ
ー)

、
真
実

(

ア
レ
ー
テ
イ
ア)

、
思
慮
・
知

(

プ
ロ
ネ
ー
シ
ス)

の
三

者
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
真
実
が
こ
れ
ら
三
つ
の
項
目
の
中
心
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
こ
と
は
彼
の
哲
学
的

生
が
真
実
の
気
遣
い
を
根
幹
と
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
は
こ
の
点
を
銘
記
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
つ
ぎ
に
、
ソ

ク
ラ
テ
ス
が
切
れ
目
な
し
に
話
題
を
魂
の
気
遣
い
に
移
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、｢

魂｣

の
か
わ
り
に

｢

徳

(

ア
レ

テ
ー)｣

と
い
う
言
葉

(���30�3)
が
使
わ
れ
て
い
る
点
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
徳
は

｢

魂
が
で
き
る
だ
け
よ
い
も
の
に
な
る
よ
う

に
気
遣
う｣

(30�2)
と
い
わ
れ
る
場
合
の
魂
の
よ
さ
の
こ
と
で
あ
り
、
気
遣
う
べ
き
も
の
の
第
四
の
項
目
な
ど
で
は
な
い
。｢

徳｣

と
い
う
言
葉

・
・
・
・

が
使
わ
れ
る
の
は
勧
告
内
容
の
重
点
が
真
実
の
気
遣
い

(

哲
学
的
生
の
問
題)

か
ら

｢
徳
の
気
遣
い｣

(31�5)
、
魂
の
よ
さ

(

よ
き
生
き
方)

の

・
・
・
・

問
題
へ
移
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
徳
の
気
遣
い
と
そ
の
勧
告
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
。
一
見
す
る
と
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は

― 6―



そ
れ
に
つ
い
て
何
も
語
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
し
か
し
そ
う
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
こ
そ
が
わ
れ
わ
れ
が
目
下
問
題
に
し
て

い
る30�2�33�8
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
正
義
の
問
題
の
文
脈
で
説
明
さ
れ
る
事
柄
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

30�2�33�8
の
箇
所
の
導
入
部
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は

｢

私
は
こ
れ
か
ら
な
お
別
の
あ
る
こ
と
を
話
す
つ
も
り
だ｣

と
い
う
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
徳

の
気
遣
い
の
話
の
延
長
線
上
に
あ
る
話
題
で
あ
っ
て
、
た
だ
そ
れ
が
現
実
の
行
動
の
場

(

活
動
の
現
象
形
態)

に
移
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
べ
き

で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
は
じ
め
て

｢

徳
の
気
遣
い｣

(31�5)
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は

｢

終
日
い
た
る
と
こ
ろ
で
私
交
の
か
た
ち
で

(����)
一
人
一
人
の
と
こ
ろ
へ
出
か
け
て
い
き
徳
を
気
遣
よ
う
に
説
得
し
て
き
た｣

と
い
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る

(���31�3�5)
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
公
の
場
で
の
人
々

(

デ
ー
モ
ス)

を
相
手
に
す
る
政
治
行
動
で
は
な
く
て
、
ひ
た
す
ら
個
人
を

相
手
に
す
る
私
的
活
動

(

イ
デ
オ
ー
テ
ウ
エ
イ
ン)

と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の

｢

日
々
の
行
い

(����������)｣

の

実
体
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
人
々
の
前
に

｢

私

(

ソ
ク
ラ
テ
ス)

が
現
れ
る

(���������)｣
そ
の
彼
の
基
本
的
な
現
れ
方
で
あ
る
と
い
っ
て

よ
い
。
徳
の
気
遣
い
の
勧
告
と
は
本
来

｢
私
人
と
し
て
あ
る

(

イ
デ
オ
ー
テ
ウ
エ
イ
ン)｣

こ
と
を
不
可
欠
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
、
徳
の
気
遣
い
の
内
実
が
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
人
々
に
説
得

し
た
の
だ
、
と
問
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
そ
う
い
う
人
は

｢

私
人
と
し
て
あ
る

(

イ
デ
オ
ー
テ
ウ
エ
イ
ン)｣

と
い
う
言
葉
か

ら
連
想
さ
れ
る
こ
と
と
し
て
、
徳
の
気
遣
い
の
内
実
が
精
神
修
養
で
あ
る
と
か
、
道
徳
的
実
践
や
倫
理
的
行
為
で
は
な
い
か
と
想
像
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
国
家
社
会
や
国
法
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
き
わ
め
て
個
人
的
な
色
彩
の
強
い
も
の
に
な
り
、
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の

ソ
ク
ラ
テ
ス
像
と
か
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弟
子
と
称
す
る
キ
ュ
ニ
コ
ス
派
と
い
っ
た
も
の
と
同
種
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
か
も
し
れ
な

い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
こ
と
は
テ
キ
ス
ト
上
の
根
拠
は
な
い
。
テ
キ
ス
ト
上
言
え
る
こ
と
は
、
こ
の
箇
所
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
イ
デ
オ
ー
テ

ウ
エ
イ
ン
と
と
も
に
正
義
と
法
と
国
家
社
会
に
関
わ
る
こ
と
を
話
題
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
大
事
な
こ
と
は
こ
の
両
者
が
言
明
Σ

�
｢

本
当
に
正
し
い
こ
と
の
た
め
に
戦
お
う
と
す
る
者
は
イ
デ
オ
ー
テ
ウ
エ
イ
ン
す
べ
き
で
あ
る｣

と
い
う
主
張
と
な
っ
て
結
実
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
言
明
Σ�
は
日
常
の
行
い
ば
か
り
で
は
な
く
て
国
家
社
会
の
な
か
で
な
さ
れ
る
政
治
行
動
を
も
制
約
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、

ソクラテスとプラトンの間柄について
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ソ
ク
ラ
テ
ス
は
余
儀
な
く
巻
き
込
ま
れ
た
政
治
事
件
に
お
い
て
も
デ
ー
モ
シ
エ
ウ
エ
イ
ン
で
は
な
く
て
普
段
彼
が
行
な
っ
て
い
る
イ
デ
オ
ー
テ
ウ

エ
イ
ン
を
貫
く�
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
表
明
Σ�
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
正
し
さ
へ
の
関
わ
り
に
お
い
て
自
分
が
全
生
涯
を
通
じ
て

｢

こ
の
同
じ
人

間｣
で
あ
っ
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
あ
る
で
あ
ろ
う
と
言
い
え
た
の
で
あ
る
。

(

＊
い
ま
や
こ
の
文
脈
で
は
イ
デ
オ
ー
テ
ウ
エ
イ
ン
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
日
常
の
行
い
に
特
徴
的
で
あ
っ
た

｢

私
人
と
し
て
あ
る｣

と
い
う
よ
り
も

｢

一
人
の

人
間

(

市
民)
と
し
て
あ
る｣

と
い
う
意
味
合
い
で
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
合
い
が
具
体
化
す
る
の
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
現
実
の
ア
テ
ナ
イ
と

い
う
国
家
社
会
の
外
に
い
わ
ば
排
除
さ
れ
る
死
刑
の
票
決
以
後
の
た
だ
独
り
牢
獄
に
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『

ク
リ
ト
ン』

の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の

あ
り
方
で
あ
る
。)

(�
)

こ
の
話
の
展
開
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
、
徳
の
気
遣
い
が
、
現
実
の
状
況
の
な
か
で
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
か

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

な
ら
ず
正
し
い
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
照
ら
し
て
行
動
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
正
し
い
行
為
を
す
る
こ
と
以
外
で
は
な
く
、
そ
れ
を
回
避
し
て
は
徳

の
気
遣
い
は
あ
り
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
か
く
し
て
、
以
上
の
こ
と
か
ら
浮
か
び
上
が
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の30�2�33�8

の
話
の

基
本
ラ
イ
ン
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
話
題
の
内
的
な
つ
な
が
り
に
お
い
て
、
真
実
の
気
遣
い

徳
の
気
遣
い

イ
デ
オ
ー
テ
ウ
エ
イ
ン

正
義

に
か
か
わ
る
現
実
の
行
為

こ
の
同
じ
人
間
で
あ
る
こ
と

国
家
と
法
と
正
義
の
問
題�
、
と
い
っ
た
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、

一
見
し
た
と
こ
ろ
意
味
が
あ
る
よ
う
に
見
え
た
、
イ
デ
オ
ー
テ
ウ
エ
イ
ン
と
デ
ー
モ
シ
エ
ウ
エ
イ
ン
の
対
比
は
こ
の
基
本
ラ
イ
ン
に
お
い
て
ほ
と

ん
ど
何
の
役
割
も
果
た
し
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
最
後
の

｢

こ
の
同
じ
人
間
で
あ
る｣

と
こ
ろ
で
は
デ
ー
モ
シ
エ
ウ
エ
イ
ン
は
脱
落
し
、
両
者
の

対
比
は
解
消
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

(

＊
国
家
と
法
と
正
義
の
問
題
と
い
う
こ
の
最
後
の
論
点
は

『

弁
明』

で
は
明
示
的
に
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
お
の
れ
の

国
家
へ
の
功
績
を
顧
み
て

｢

プ
リ
ュ
タ
ネ
イ
オ
ン
に
お
け
る
饗
応｣

(36�6�7)
を
要
求
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
示
唆
的
で
は
あ
る
が
、
彼
が
真

実
の
気
遣
い
と
徳
の
気
遣
い
を
人
々
に
説
得
し
て
き
た
と
い
う
日
々
の
行
い

(

イ
デ
オ
ー
テ
ウ
エ
イ
ン)

が
た
ん
に
個
々
の
ア
テ
ナ
イ
市
民
で
は
な
く
て
、
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国
家
へ
の
最
大
の
貢
献
で
あ
っ
た
と
い
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
認
識
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。)

わ
れ
わ
れ
が

『

弁
明』

の
テ
キ
ス
ト
に
即
し
て
そ
の29�2�33�8
の
箇
所
か
ら
描
き
出
す
こ
と
の
で
き
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
的
生
、
と
り
わ

け
魂
の
気
遣
い
に
か
か
わ
る
問
題
の
帰
趨
は
だ
い
た
い
以
上
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
お
そ
ら
く
、
こ
れ
を
聞
い
て
物
足
り
な
い
と
感
じ

る
人
が
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
も
っ
と
深
く
掘
り
下
げ
ら
れ
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
じ

つ
に
、
こ
の
よ
う
な
感
想
が
生
じ
る
地
点
に
お
い
て
、
当
事
者
と
し
て
そ
の
哲
学
的
生
を
生
き
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
そ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
的
生

の
本
質
を
哲
学
的
に
深
く
解
明
し
よ
う
と
し
た
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
の
質
の
違
い
と
い
う
も
の
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う

な
意
味
で
あ
る
。『

弁
明』

は
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
弁
明
に
必
要
な
か
ぎ
り
で
自
ら
の
哲
学
的
生
、
さ
ら
に
は
神
へ
の
信
を
語
り
だ
し
た
も
の
で
あ
り
、

彼
の
哲
学
探
究
の
記
録
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
深
く
掘
り
下
げ
る
よ
う
な
話
は
見
ら
れ
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
は
そ
れ
を
で
き
る
か
ぎ
り
忠
実
に
記

し
た
。
し
か
し
、
自
余
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
対
話
編
は
プ
ラ
ト
ン
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
と
哲
学
的
生
を
哲
学
的
に
解
明
し
深
く
掘
り
下
げ
よ
う
と

し
た
も
の
で
あ
り
、
か
ぎ
り
な
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
で
あ
る

『

ク
リ
ト
ン』

も
例
外
で
は
な
い
。
以
下
で
、『

弁
明』

と

『

ク
リ
ト
ン』

と
の
つ
な

が
り
の
な
か
で

『

ク
リ
ト
ン』

の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

�(�
)

ソ
ク
ラ
テ
ス
と
プ
ラ
ト
ン
の
関
係
を
理
解
す
る
た
め
の
観
点
の
提
示
。

プ
ラ
ト
ン
が

『

パ
イ
ド
ン』

の
掉
尾
を
飾
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
対
す
る
賛
辞
と
し
て
、｢

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
も
っ
と
も
思
慮
の
あ
る
人
で
あ
り
、
も
っ

と
も
正
し
い
人
で
あ
る

(���������������������������)｣
と
言
い
え
た
の
は
、『
弁
明』

の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
表
明
Σ�

：
｢

私
は
全
生
涯
を

通
じ
て

｢

こ
の
同
じ
人
間｣

と
し
て
姿
を
表
わ
す
で
あ
ろ
う
、
私
が
正
義
に
反
し
て
行
動
す
る
こ
と
は
な
い｣

と
い
う
こ
と
の
、｢

こ
の
同
じ｣

ソクラテスとプラトンの間柄について
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人
間
と
い
わ
れ
た
そ
の
自
己
同
一
性
は
何
を
意
味
す
る
の
か
を
、
彼
が
お
の
れ
の
哲
学
の
問
題
の
中
核
に
据
え
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
と

筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
に
は
つ
ぎ
の
こ
と
も
補
足
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
プ
ラ
ト
ン
が
そ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
た
の

は
、
表
明
Σ�
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を

『

弁
明』

の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
話
の
展
開
に
見
ら
れ
る
か
の
基
本
ラ
イ
ン
の
全
体
、
す
な
わ
ち
、
真
実
の
気

遣
い
と
魂

(
徳)

の
気
遣
い
か
ら
言
明
Σ�

：

正
義
に
対
し
て
は
私
人
と
し
て
行
動
す
る
こ
と

(

イ
デ
オ
ー
テ
ウ
エ
イ
ン)

と
い
う
問
題
を
含
む

表
明
Σ�
へ
い
た
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
話
の
全
体
を
お
の
れ
の
哲
学
の
課
題
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
、
と
。
こ
の
観
点

か
ら

『

弁
明』

か
ら

『
ク
リ
ト
ン』

へ
の
プ
ラ
ト
ン
の
思
索
の
歩
み
を
あ
ら
た
め
て
見
て
い
き
た
い
。

(�
)

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
ア
テ
ナ
イ
の
政
治
的
現
実
の
な
か
で
死
の
危
険
に
直
面
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
裁
判
で
も
変
わ
る
こ
と
な
く
、
自
分
が
何

を
本
当
に
気
遣
っ
て
い
る
の
か
を
表
明
す
る
。
そ
の
表
明
は
そ
の
よ
う
な
生
を
生
き
る
者
と
し
て
行
動
に
よ
る
責
任
を
と
も
な
う
。
か
く
し
て
死

刑
の
票
決
に
続
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
問
題
は
、
彼
の
哲
学
的
生
の
中
核
を
な
す
・
真
実

(

思
慮
・
知)

と
魂

(

徳)

の
気
遣
い
が
哲
学
的
問
答
の
場

を
離
れ
て
、
実
際
に
彼
が
ど
の
よ
う
に
行
動
す
る
か
と
い
う
問
題
に
な
る
。
そ
れ
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
否
応
な
し
に
イ
デ
オ
ー
テ
ウ
エ
イ
ン

に
な
る

(

た
だ
独
り
と
な
っ
て
一
人
の
人
間

(

市
民)
と
し
て
あ
る)

こ
と
で
あ
り
、
そ
の
在
り
方
で
正
義
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
行
動
し
た
ら

よ
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
一
人
の
人
間

(
市
民)

と
し
て
現
実
に
行
動
す
る
局
面
は
、
死
刑
の
票
決
の
前
で
は
実
際
の
政
治

的
行
動
の
話
と
し
て
し
か
話
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
が

(32�4��1)
、
い
ま
や
文
字
通
り
た
だ
独
り
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
行
動
は
い
か
に
あ

る
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
に
な
る
。
そ
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
が
こ
の
問
題
を
主
題
的
に
考
え
よ
う
と
し
た
の
が
死
刑
に
な
る
三
日
前
の
獄
中
の
ソ
ク

ラ
テ
ス
を
描
い
た

『

ク
リ
ト
ン』

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(�
)
『

ク
リ
ト
ン』

は
二
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
の
第
一
部
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
ク
リ
ト
ン
の
獄
中
問
答
は

『

弁
明』

の
魂
の
気
遣
い
の

補
足
説
明
で
あ
り
、
と
り
わ
け
言
明
Σ�

：

イ
デ
オ
ー
テ
ウ
エ
イ
ン

(

一
人
の
人
間
と
し
て
あ
る
こ
と)

に
お
い
て
人
は
正
義
に
対
し
て
ど
の
よ

― 10 ―



う
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
の
個
人
的
な
検
討
で
あ
る

(

こ
こ
で
は
一
人
の
市
民
と
し
て
の
あ
り
方
は
ま
だ
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い)

。
そ
れ

・
・
・
・

は
こ
れ
ま
で
何
度
も
議
論
さ
れ
る
な
か
で
固
ま
っ
て
き
た
よ
く
生
き
る
た
め
の
行
動
の
原
則
と
そ
の
原
則
に
従
う
現
実
の
行
動
の
と
り
方
の
確
認

で
あ
る
。
三
つ
の
行
動
の
原
則
が
ク
リ
ト
ン
の
同
意
を
え
て
確
認
さ
れ
る
。�
｢

正
不
正
に
つ
い
て
は
多
数
者
で
は
な
く
て
、
一
人
の
人

(

専
門

家)

、
ま
た
真
実
そ
の
も
の
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

(���������
48�)
。�

｢

不
正
を
な
す
こ
と
は
、
正
不
正
が
か
か
わ
る
わ
れ
わ
れ
に
属

す
る
な
に
か
も
っ
と
も
大
事
な
も
の
を
損
な
う
こ
と
に
な
る｣

(���
47��48�)
。�

｢

人
は
け
っ
し
て
不
正
を
し
て
は
な
ら
な
い
、
た
と
え
不
正

を
な
さ
れ
た
人
で
あ
っ
て
も
仕
返
し
に
不
正
を
し
て
は
な
ら
な
い｣
(���

49���)
。
こ
れ
ら
は

『

弁
明』

29�2�33�8

の
箇
所
で
語
り
え
な
か
っ

た
一
人
の
人
間
と
し
て
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
個
人
の
行
動
の
原
則
の
説
明
と
い
っ
て
い
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
個
人
の
脱
獄
の
正
当
化
の
道
は
塞
が
れ

る
が
、
な
ぜ
脱
獄
し
て
は
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
よ
り
普
遍
的
な
意
義
を
帯
び
る
理
由
は
覆
わ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
そ
れ
を
解
明
す
る
の
が

『

ク

リ
ト
ン』

第
二
部
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

『

ク
リ
ト
ン』

第
二
部
は
第
一
部
と
ま
っ
た
く
趣
を
こ
と
に
す
る
。
そ
こ
に
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
仮
想
す
る

｢(

ア
テ
ナ
イ
の)

国
法

(���
�����)

と
国
家
公
共
体

(�����������������)｣
が

｢

君

(

ソ
ク
ラ
テ
ス)

に
関
わ
る
か
ぎ
り
で

(����������)｣

登
場
し
て
く
る

(50�6�54�1)
。
そ
れ
ら
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
あ
る
彼
に
親
密
な
い
わ
ば
内
な
る
他
者
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
こ
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
の
正
義
と
正
義
に
対
す
る
彼
自
身
の
在
り
方
の
認
識
の
、『

弁
明』

で
は
窺
い
知
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
、

も
う
一
つ
の
局
面
が
い
よ
い
よ
も
っ
て
彼
の
脱
獄
の
正
当
化
を
許
さ
な
い
よ
う
な
仕
方
で
示
さ
れ
る
。
そ
の
局
面
と
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
意

義
深
い
相
貌
で
現
れ
る
国
家
・
国
法
と
一
市
民
の
関
係
の
問
題
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
そ
こ
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
生
を
享
け
、
養
育
と

教
育
を
受
け
、
成
人
し
、
市
民
と
な
り
、
や
が
て
哲
学
を
日
々
の
行
い
と
し
て
、
可
能
な
か
ぎ
り
政
治
参
加

(

デ
ー
モ
シ
エ
ウ
エ
イ
ン)

を
避
け

て
生
き
て
き
た
彼
の
イ
デ
オ
ー
テ
ウ
エ
イ
ン
と
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
が
一
市
民
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
許
し
た
ア
テ
ナ
イ
と
い
う
現
実
の
国

家
・
国
法
と
の
内
的
な
関
わ
り
合
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
第
二
部
で
は

『

弁
明』
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
正
義
に
関
わ
る
発
言
の
根
底
に
あ
る
と
思

わ
れ
る
彼
の
国
家
・
国
法
観
が
語
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
。
そ
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
が

『
ク
リ
ト
ン』

を
書
い
た
の
は
、『

弁
明』

30�2�33�8

ソクラテスとプラトンの間柄について
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で
は
で
き
な
か
っ
た
こ
う
し
た
国
家
・
国
法
と
一
市
民
と
し
て
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
関
わ
り
合
い
、
す
な
わ
ち
こ
れ
か
ら
見
る
よ
う
な
、
彼
の
国
法

の
遵
守
と
国
家
へ
の
服
属
の
思
想

(

気
持
ち)

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
第
二
部
は
第
一
部
と
ほ
と
ん
ど
整
合
的
で
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
第
二
部
は
第
一
部
の
行

動
の
原
則
で
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
の
議
論

(

ロ
ゴ
ス)

の
さ
ら
な
る
展
開
で
は
な
く
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
い
わ
ば
内

な
る
他
者
で
あ
る
国
家
・
国
法
の
側
か
ら
の
彼
に
対
す
る
説
得
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
第
一
部
に
根
本
の
と
こ
ろ
で
呼

応
す
る
の
で
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
は
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
話
で
は
な
く
て
、
独
自
の
意
義
を
も
つ
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。『

ク
リ
ト
ン』

の
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
第
一
部
の
彼
自
身
の
行
動
の
原
則
の
確
認
だ
け
で
は
な
く
て
、
第
二
部
の
国
家
・
国
法
の
説
得
の
受
容
も
併
せ
て
こ
れ
ら
両
面

か
ら
脱
獄
し
な
い
と
決
断
す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
そ
う
す
る
の
か
。
そ
れ
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
の
根
本
的
な
特
徴
で
も
あ
る
自

他
の
吟
味
に
も
、
神
の
命
令
と
し
て
行
っ
た
魂
の
気
遣
い
の
勧
告
に
も
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
イ
デ
オ
ー
テ
ウ
エ
イ
ン
で
あ
る
と
こ
ろ
で
、
い

ま
や
こ
の
獄
中
で
世
の
中
の
つ
な
が
り
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
た
だ
独
り
と
な
っ
て
死
刑
執
行
を
待
つ
と
こ
ろ
で
、
お
の
れ
が
現
実
の
他
者

(

ク
リ

ト
ン)

と
の
親
密
な
交
わ
り
や
現
実
に
生
き
て
き
た
国
家
・
国
法
と
の
深
い
関
わ
り
、
つ
ま
り
そ
れ
ぞ
れ
の
他
者
と
の
あ
い
だ
の

｢

間
柄

(

と
も

に
あ
る
こ
と)｣

に
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
分
か
る
か
ら
で
あ
る
。『

ク
リ
ト
ン』

の
な
か
で
絶
え
ず
強
調
さ
れ
る
お
互
い
の

｢

同
意

(

ホ
モ
ロ

・
・

・
・
・

ギ
ア
ー)｣

が
非
常
に
重
要
な
意
味
を
帯
び
て
く
る
の
は
こ
の
場
面
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、｢

国
家
公
共
体｣

は
同
意
を
得
よ
う
と
ソ

・
・
・

ク
ラ
テ
ス
を
一
生
懸
命
説
得
す
る
と
こ
ろ
で
そ
の
生
彩
を
帯
び
た
姿
を
現
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(�
)

そ
れ
で
は
第
二
部
の
内
容
に
も
う
少
し
立
ち
入
っ
て
み
よ
う
。
以
下
の�
か
ら�
ま
で
は
国
家
・
国
法
と
一
人
の
人

(

一
市
民)

の
あ

る
べ
き
正
し
い
関
係
の
観
点
か
ら
の
一
般
的
な
考
察
で
あ
り
、�
・�
は
現
実
の
行
為
に
直
結
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
固
有
の
正
義
観
、
つ
ま
り
な
ぜ

自
分
は
脱
獄
を
し
て
は
な
ら
な
い
の
か
、
ま
た
脱
獄
し
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
の
彼
の
真
意
を
明
ら
か
に
す
る
試
み
で
あ
る
。
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�
国
家
・
国
法
の
存
立
の
基
盤
は
そ
の
な
か
で
生
き
る
一
人
一
人
の
人

(

市
民)

が
そ
の
国
法
を
守
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
一
人
の
人
間

(

市

民)
が
そ
れ
を
破
れ
ば
、
国
家
・
国
法
は
そ
の
分
だ
け
破
壊
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
国
家
・
国
法
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
抽
象
的
な
観
念
で
は

な
い
。
そ
れ
は
そ
こ
で
現
実
に
生
き
る
人
々

(

市
民)

が
共
同
し
て
担
う
も
の
で
あ
る
。
国
家
が
国
法
を
犯
し
た
者
に
有
罪
の
判
決
を
下
す
こ
と

が
で
き
る
の
は
、
法
に
よ
っ
て
裁
く
陪
審
員
の
職
務
を
市
民
が
担
う
か
ら
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ア
テ
ナ
イ
市
民
と
し
て
こ
の
よ
う
な
市
民
の

参
加
に
よ
っ
て
現
実
に
機
能
す
る
ア
テ
ナ
イ
の
国
家
・
国
法
に
よ
っ
て
死
刑
の
判
決
を
受
け
た
以
上
、
そ
の
国
家
・
国
法
を

｢

個
人

(�������)
の
都
合
で｣

無
効
に
し
、
破
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
す
れ
ば

｢

い
っ
た
ん
下
さ
れ
た
判
決
は
有
効
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
法
が
破
壊
さ
れ
る｣

(50�7�8)
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
不
当
な
判
決
を
下
し
た
ア
テ
ナ
イ
市
民
を
問
題

に
し
て
い
な
い
こ
と
は
こ
の
箇
所
の
問
題
の
所
在
を
示
し
て
く
れ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
国
家
・
国
法
と
彼
自
身
の
関
係
だ
け
を
、
し
か
も
一
方
は
、

国
家
・
国
法
が
現
実
に
機
能
し

(

陪
審
員

(

市
民
裁
判
官)

に
よ
っ
て
死
刑
の
票
決
が
下
さ
れ
る)

、
他
方
は
、
彼
が
イ
デ
オ
ー
テ
ウ
エ
イ
ン
と

し
て
あ
る
と
こ
ろ
で
そ
の
両
者
の
不
可
分
な
関
わ
り
合
い
を
問
題
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
市
民
で
な
い
よ
う
な
イ
デ

オ
ー
テ
ウ
エ
イ
ン
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

�
国
家
・
国
法
と
そ
の
な
か
で
生
き
る
人

(

市
民)
の
関
係
は
相
依
相
属
的

(���������������)
で
あ
る
。
人
は
国
家
・
国
法
に
よ
っ

て
人

(

市
民)

と
し
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
、
ぎ
ゃ
く
に
国
家
・
国
法
は
一
人
一
人
の
人

(

市
民)

が
法
を
守
り
、
法
の
執
行
を
担
う
と
こ
ろ
で

の
み
存
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
家
・
国
法
は
一
人
一
人
の
市
民
の
国
法
に
従
う
行
動
と
慣
習
か
ら
離
れ
て
実
体
的
に
存
立
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
行
為
的
現
実
か
ら
み
れ
ば
国
家
・
国
法
と
市
民
は
表
裏
一
体
で
あ
り
、
一
つ
の
事
態
で
さ
え
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
ま
の
場
合
、
ソ
ク
ラ
テ
ス

が
死
刑
の
票
決
に
従
っ
て
、
し
か
も
自
ら
進
ん
で
そ
の
法
の
裁
き
に
服
し

(

同
意
し)

、
牢
獄
に
座
っ
て
死
刑
さ
れ
る
と
き
を
待
っ
て
お
り
、
そ

し
て
死
刑
に
さ
れ
る
、
そ
の
市
民
と
し
て
国
家
か
ら
排
除
さ
れ
た
た
だ
彼
独
り
と
な
っ
た
在
り
方
、
す
な
わ
ち
死
へ
の
存
在
と
い
う
イ
デ
オ
ー
テ

ウ
エ
イ
ン
の
極
限
の
在
り
方
に
お
い
て
、
つ
ま
り
、
そ
う
い
う
人
が
現
に
い
る
と
い
う
一
つ
の
事
態
に
お
い
て
両
者
は
表
裏
一
体
で
あ
る
と
い
う

ソクラテスとプラトンの間柄について
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こ
と
で
あ
る
。

�
し
か
し
、�
の
な
か
に
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
避
け
て
通
れ
な
い
論
点
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

｢

国
家
が
不
正
を
行
い
、
正
し
く

判
決
を
下
さ
な
か
っ
た｣

(������
50�1�2)

場
合
で
も
、
判
決
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う

な
場
合
で
あ
っ
て
も

｢

国
家
が
下
す
判
決
に
は
、
そ
れ
に
服
す
る
と
い
う
同
意
が
国
家
・
国
法
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
あ
い
だ
で
な
さ
れ
て
い
た｣

(���50�5�6)
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
国
家
・
国
法
は
こ
の
よ
う
な
同
意
が
す
で
に
な
さ
れ
て
い
た
と
主
張

す
る
。
こ
の
主
張
は
国
家
・
国
法
の
側
の
一
方
的
な
言
い
分
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
は
こ
れ
か
ら
国
家
・
国
法
が
そ
の
わ
け

を
明
ら
か
に
し
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
納
得
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
国
家
・
国
法
の
説
得
の
中
身
が
第
二
部
の
な
か
で
い
ち
ば

ん
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
な
固
有
の
正
義
観
が
窺
わ
れ
る
箇
所
に
な
る

(���50�9�51�5)
。

�
そ
の
彼
ら
の
主
張
の
第
一
は
、
よ
い
法
を
も
ち
、
よ
い
法
に
従
う
よ
い
慣
習
が
定
着
し
て
き
た
こ
の
よ
い
国
で
生
ま
れ
、
育
て
ら
れ
、
教

育
を
受
け
た
以
上
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
の
国
家
・
国
法
の
子
供
で
あ
り
、
僕
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
国
家
・
国
法
は
彼
の
父
で
あ
り
、
主
人

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
両
者
は
対
等
で
は
な
い
、
両
者
の
あ
い
だ
で

｢

正
し
さ
が
平
等
で
あ
る｣

(50�5)
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、｢

国
家
・
国
法
が
そ
う
す
る
こ
と
を
正
し
い
と
考
え
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
破
壊
し
よ
う
と
企
て
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
対
し
て
彼

の
方
が
国
法
と
祖
国
を
破
壊
し
よ
う
と
企
て
、
そ
う
し
た
行
為
を
な
し
な
が
ら
正
し
い
こ
と
を
な
し
て
い
る
の
だ
と
自
己
正
当
化
す
る
こ
と
は
許

さ
れ
な
い｣
(51�2�6)
。
こ
こ
で
、
国
家
・
国
法
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
を

｢

本
当
に
徳
の
こ
と
を
気
遣
っ
て
い
る
者｣

(51�6�7)
と
呼
び
、
彼
が
本

来
あ
る
と
こ
ろ
に
立
ち
戻
ら
せ
、
そ
の
仕
返
し

(

自
己
正
当
化)

の
不
当
さ
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
つ
つ
、
彼
ら
の
主
張
の
核
心
的
な
部
分
を
彼
に

思
い
出
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
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国
家
・
国
法
の
主
張
は
以
下
の
こ
と
で
あ
る
。｢

祖
国
は
父
母
や
そ
の
他
の
す
べ
て
の
祖
先
よ
り
も
、
よ
り
尊
い
も
の
、
よ
り
厳
か
な
も
の
、

よ
り
聖
な
る
も
の
で
あ
り
、
神
々
の
も
と
に
お
い
て
も
、
心
あ
る
人
々
の
も
と
に
お
い
て
も
、
な
に
よ
り
も
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
の
だ
。

ま
た
、
人
は
祖
国
を
畏
敬
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
祖
国
が
不
機
嫌
な
と
き
に
は
、
そ
れ
に
譲
歩
し
て
、
機
嫌
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

は
父
が
そ
う
で
あ
る
と
き
よ
り
、
よ
り
以
上
に
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
し
て
、
祖
国
に
対
し
て
は
そ
れ
を
説
得
す
る
か
、
あ
る
い

は
祖
国
が
命
じ
る
こ
と
は
何
で
あ
れ
そ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
も
し
祖
国
が
何
か
を
受
け
る
こ
と
を
命
じ
る
な
ら
、
静
か
に
導

か
れ
る
ま
ま
に
そ
れ
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
れ
が
打
た
れ
る
こ
と
で
あ
れ
、
縛
ら
れ
る
こ
と
で
あ
れ
、
戦
場
に
連
れ
て
行
か
れ
て
、

傷
つ
い
た
り
、
死
ん
だ
り
す
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
そ
れ
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
正
し
さ

(���������)

と
は
そ
う
い
う
こ
と
な

の
だ
。

[

Ｓ]

そ
し
て
、
そ
の
部
署

(�����)
を
譲
っ
た
り
、
そ
こ
か
ら
退
い
た
り
、
そ
こ
を
放
棄
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
う

で
は
な
く
て
、
戦
場
で
も
、
裁
判
所
で
も
、
ま
た
ど
ん
な
と
こ
ろ
で
も
、
国
家
に
し
て
祖
国
が
命
じ
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の

だ
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
正
し
さ
が
本
来
そ
れ
を
許
す
よ
う
な
仕
方
で
国
家
・
祖
国
を
説
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

[

Ｐ]

し
か
る
に
、

暴
力
を
加
え
る
よ
う
な
こ
と
は
、
母
に
対
し
て
も
、
父
に
対
し
て
も
そ
う
で
あ
る
が
、
ま
し
て
国
家
に
対
し
て
は
な
お
一
層
の
こ
と
不
敬
虔
な
こ

と
な
の
だ
。｣

(51�8��3)こ
の
国
家
・
祖
国
の
主
張
は
、
ア
テ
ナ
イ
の
政
治
の
デ
ー
モ
シ
エ
ウ
エ
イ
ン
か
ら
遠
ざ
か
り
哲
学
と
徳
の
気
遣
い
の
イ
デ
オ
ー
テ
ウ
エ
イ
ン
に

徹
し
て
生
き
て
き
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
真
意
で
あ
り
、
そ
れ
に
託
し
て
彼
は
祖
国
ア
テ
ナ
イ
と
い
う
国
家
を
念
頭
に
お
い
て
彼
の
国
家
観
を
率
直
に

表
明
し
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
、
と
く
に
注
目
す
べ
き
は
文

[

Ｐ]

と
文

[

Ｓ]

で
あ
る
。
文

[

Ｓ]

は
国
家
と
の
関
係
で

一
人
の
人

(

市
民)

に
お
け
る
正
し
い
行
動
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
か
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
正
し
い
行
動
と
は
、
た
と
え
理
不
尽
に

見
え
て
も
、
公
に
行
動

(

政
治
参
加)

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
あ
る
い
は
せ
ざ
る
を
え
な
い
場
合
は
国
家
の
命
令
に
従
い
、
国
法
を
遵
守
す
る

こ
と
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
が
人

(

市
民)

と
し
て
の
国
家
の

｢

部
署

(�����)｣
を
守
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
家
の
部
署
を
守
る
こ
と

か
ら
離
れ
て
正
義
の
行
動
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
け
る
イ
デ
オ
ー
テ
ウ
エ
イ
ン
は
公
の
行
動
に
お
い
て
は

ソクラテスとプラトンの間柄について
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｢

人
は
国
に
命
じ
ら
れ
た
部
署
を
放
棄
し
て
は
な
ら
な
い｣

と
い
う
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く

『

弁
明』

の

｢

私

(
ソ
ク
ラ
テ
ス)

は
神
に
命
じ
ら
れ
た
部
署

(

哲
学)

を
放
棄
し
て
は
な
ら
な
い｣

と
正
確
に
重
な
り
合
う
言
い
方
で
あ
ろ
う
。
彼
に
と
っ
て
国

家
の
存
在
が
そ
れ
だ
け
重
い
意
味
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

文

[

Ｐ]
は
直
訳
す
れ
ば

｢

そ
の
よ
う
な
仕
方
で
正
し
さ
が
本
来
生
じ
て
い
る
、
そ
の
仕
方
で

(�����������������)

国
家
・
祖
国
を

説
得
す
る｣

と
な
る
。��
は
や
り
方
を
示
す
与
格
で
あ
り
、�����������
の
意
味
を
も
つ
。
こ
れ
は
一
人
の
人

(

市
民)

の
側
か
ら
の
説
得

が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
そ
の
説
得
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
ら
い
い
の
か
、
そ
れ
は
解
釈
な
し
に
は
理
解
が
困
難
で
あ
る
。｢

正
し

さ
が
本
来
生
じ
て
い
る｣
と
こ
ろ
と
は
国
家
な
の
か
。
正
し
さ
が
許
す
の
は
国
家
の
正
し
さ
に
つ
い
て
国
家
を
説
得
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
お
の

れ
の
正
し
さ
に
つ
い
て
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
人
は
国
家
と
対
峙
し
て
お
の
れ
の
正
当
化
を
図
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

で
き
る
こ
と
は
国
家
の
内
部
に
と
ど
ま
っ
て
、
国
家
に
正
し
さ
が
本
来
生
じ
て
い
る
、
そ
の
あ
り
方
を
国
家
の
た
め
に
説
得
す
る
こ
と
だ
け
だ
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は

『

弁
明』

の
正
義
(

法)

に
反
し
て
行
動
し
な
か
っ
た
か
の
二
つ
の
政
治
行
動
を
思
い
出
さ
せ
る
内
容
で
あ
る
。
で

あ
れ
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
こ
の
箇
所
で
突
然
文
脈
に
そ
ぐ
わ
な
い
仕
方
で
或
る
訳
者

(������������)
が
訳
す
よ
う
に

｢

普
遍
的
な
正
義
に
従
っ

て

(��������������������������������)｣
国
家
・
祖
国
を
説
得
す
る
可
能
性
を
も
含
ん
で
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
は
た
ぶ
ん
無
理
で
あ

ろ
う
。
む
し
ろ
彼
の
い
う
説
得
は
あ
く
ま
で
国
家
・
祖
国
の
内
に
と
ど
ま
る
な
か
で
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
彼
の
国
家
・
祖
国
へ
の
服
属
の

念
は
強
い
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
国
家
観
は
、
た
し
か
に
そ
れ
だ
け
切
り
離
し
て
み
れ
ば
、『

弁
明』

や

『

ク
リ
ト
ン』

第
一
部
の
彼
の
ラ
デ
ィ
カ

ル
な
哲
学
活
動
や
魂
の
気
遣
い
や
正
し
い
行
為
の
考
え
方
と
比
べ
る
と
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
平
凡
な
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
逆
に
考
え

て
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
、
こ
の
国
家
・
祖
国
の
理
不
尽
な
命
令
の
も
と
で
も
国
家
か
ら
託
さ
れ
た
部
署
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い

の
だ
と
い
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
発
言
が
な
け
れ
ば
、
彼
個
人
の
哲
学
的
生
は
現
実
に
深
く
根
ざ
し
た
も
の
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
し
、｢

観
念
的｣

と

さ
え
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
ア
テ
ナ
イ
と
い
う
国
家
の
政
治
的
現
実
の
な
か
で
生
き
て
き
た
以
上
、
彼
の
哲
学
は
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そ
の
な
か
で
そ
の
現
実
と
真
正
面
か
ら
向
き
合
い
、
そ
の
政
治
的
現
実
を
相
対
化
し
、
本
当
に
国
家
・
国
法
の
存
立
す
る
と
こ
ろ
ま
で
、
つ
ま
り

国
家
の
正
義
の
問
題
に
ま
で
突
き
進
む
方
向
性
を
宿
し
て
い
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
い
え
ば
、
そ
の
彼
の
国
家
観
は
彼
の
哲
学
探
究
の
基
盤
の
一
つ

も
う
一
つ
は

『

弁
明』

で
示
さ
れ
る
よ
う
な
神

へ
の
信
で
あ
り
、
両
者
は
ど
こ
か
で
正
確
に
つ
な
が
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
の
は
、
国
家
・
祖
国
＝
ソ

ク
ラ
テ
ス
の
発
言
に
は
国
家
を
絶
対
的
な
権
威
を
も
つ
も
の
と
み
な
し
、
そ
れ
を
無
条
件
に
受
容
す
べ
き
だ
、
と
い
う
断
固
と
し
た
主
張
が
含
ま

・
・
・
・
・
・

・
・
・
・

れ
て
い
る
。
も
う
少
し
説
明
を
加
え
て
い
え
ば
、
そ
こ
に
は
国
家
を
統
治
す
る
た
め
の
国
制
と
か
立
法
と
か
が
問
題
に
な
る
以
前
の
、
そ
も
そ
も

・
・
・

法
や
法
に
よ
っ
て
人
と
し
て
人
々
の
共
同
し
う
る
公
共
体
が
存
立
す
る
こ
と
へ
の
、
そ
し
て
そ
の
法
治
公
共
体
と
そ
れ
に
よ
っ
て
一
人
一
人
の
人

が
人

(

市
民)

と
し
て
存
在

(
行
動)

す
る
こ
と
の
あ
い
だ
の
、
法
治
公
共
体
の
方
に
絶
対
的
な
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
ー
の
あ
る
、
根
源
的
な
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

へ
の
洞
察
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
う
ち
に
当
時
の
ギ
リ
シ
ャ
の
思
想
世
界
か
ら
は
突
出
し

た
何
ら
か
絶
対
性
を
帯
び
た
法
治
国
家
の
存
立
の
思
い
と
い
う
驚
く
べ
き
感
覚
が
あ
る
の
を
鋭
く
嗅
ぎ
取
っ
て
こ
の
箇
所
を
書
い
た
の
で
は
な
い

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ロ
ゴ
ス
化
し
が
た
い
あ
ま
り
に
も
意
義
深
い
感
覚
な
の
で
、
こ
の
箇
所
の
よ
う
な
書
き
方
し
か
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
な
い
と
、『

ク
リ
ト
ン』
第
二
部
の

｢

国
法
と
国
家
公
共
体｣

と
い
う
異
様
な
も
の
の
突
然
の
登
場
の
仕
方
の
意
味
も

解
き
明
か
せ
な
い
し
、
こ
の
箇
所
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
な
に
か
昂
然
と
し
た
語
り
方
も
不
可
解
に
な
る
。
そ
れ
に
ま
た
ま
っ
た
く
対
照
的
な
第
一
部

(

理
性
的
ソ
ク
ラ
テ
ス)

と
第
二
部

(

感
情
的
ソ
ク
ラ
テ
ス)
の
彼
の
発
言
も
そ
れ
ぞ
れ
の
意
義
に
お
い
て
拮
抗
し
、
か
つ
調
和
し
う
る
も
の
に

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
第
一
部
の
個
人
と
し
て
理
性
的
に
ロ
ゴ
ス
に
従
う
こ
と
と
行
動
の
あ
る
べ
き
原
則
の
確
認
だ
け
で
は
、
ソ
ク
ラ

テ
ス
が
国
家
の
不
当
な
死
刑
の
票
決
に
対
し
て
脱
獄
せ
ず
に
そ
の
票
決
を
受
け
入
れ
る
理
由
と
し
て
は
な
に
か
薄
弱
で
あ
る
し
、
他
方
、
こ
の
箇

所
を
彼
の
あ
り
き
た
り
の
祖
国
愛
と
か
祖
国
へ
の
恩
と
い
っ
た
こ
と
で
説
明
す
る
に
は
あ
ま
り
の
も
素
朴
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
こ
の
箇

所
を
他
の
部
分
と
同
様
に
ク
リ
ト
ン
を
説
得
す
る
た
め
だ
け
の
話
の
一
部
と
す
る
に
は
手
が
込
み
す
ぎ
て
い
る
し
、
内
容
も
過
激
す
ぎ
る
。
そ
し

て
そ
の
結
果
第
一
部
と
の
落
差
が
あ
ま
り
に
も
大
き
く
な
り
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。『

ク
リ
ト
ン』

も
ま
た

『

弁
明』

と
同
様
に
、
プ
ラ
ト
ン
ほ
ど

ソクラテスとプラトンの間柄について
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の
人
で
も
そ
の
手
に
納
ま
り
き
れ
な
い
よ
う
な
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
突
出
し
た
存
在
が
現
前
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
。
プ
ラ
ト
ン
は
そ
の

よ
う
な
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
を

『

弁
明』

の
姉
妹
篇
と
し
て

『

ク
リ
ト
ン』

を
書
く
こ
と
で
今
度
は
み
ず
か
ら
の
手
で
確
か
め
た
の
で
は
な
い
か
。
プ

ラ
ト
ン
が
こ
の
後

『

弁
明』

と

『

ク
リ
ト
ン』

の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
と
哲
学
的
生
を
み
ず
か
ら
の
哲
学
的
思
索
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
ロ
ゴ
ス

化
し
て
い
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

�
最
後
に
、
国
家
・
国
法
と
の

｢

同
意｣

と
い
う
問
題
の
帰
趨
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
絶
対
性
を
帯
び
た
法
治
国
家
へ

の
思
い
を
語
っ
た
あ
と
、
国
法
の
主
張
と
し
て
自
分
が
国
法
に
従
う
こ
と
を
す
で
に
事
実
に
よ
っ
て
同
意
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る

(51�3�4�
52�4�5����

51��53�)
。
そ
れ
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
ア
テ
ナ
イ
の
な
か
で
こ
れ
ま
で
生
き
て
き
た
事
実
の
指
摘
で
あ
る

(���
52�8��5)

。
し
か
も

そ
れ
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
無
自
覚
に
で
は
な
く
、
ア
テ
ナ
イ
を
絶
対
的
な
権
威
を
も
つ
法
治
国
家
と
み
な
し
、
そ
れ
を
無
条
件
に
受
け
入
れ
た
だ
け

で
な
く
、
他
の
仕
方
で
あ
り
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
ら
す
す
ん
で
ア
テ
ナ
イ
市
民
と
し
て
生
き
た
と
い
う
こ
と
の
指
摘
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス

は
ア
テ
ナ
イ
と
い
う
現
実
の
国
家
を
お
の
れ
の
現
実
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
事
実
的
に
選
ん
だ
。
彼
に
と
っ
て
一
つ
の
国
家
の
無
条
件
的
受
容
は

た
ん
に
与
え
ら
れ
た
現
実
の
国
家
の
な
か
で
受
動
的
に
生
き
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を
自
ら
が
よ
し
と
し
た
こ
と
を
含
む
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
国

家
は
法
治
国
家
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
え
ば
分
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。
第
一
部
の
ク
リ
ト
ン
と
同
様
に
第
二
部
の
法
治
国
家
、
ア

テ
ナ
イ
の
国
も
不
完
全
で
、
欠
点
も
多
く
、
相
手
と
し
て
不
足
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
ら
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
同
意
可
能
な
現
実
の
他
者
、

つ
ま
り
と
も
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
か
け
が
え
の
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
彼
は
そ
の
彼
ら
と
と
も
に
生
き
て
き
た
の
で
あ
る
。

(

首
都
大
学
東
京
大
学
院
・
教
授)
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