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序
プ
ラ
ト
ン

『

国
家』

篇
で
の

｢

魂
の
三
区
分
説｣
に
対
し
、
近
年
、
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
解
釈
の
多
く
は
、
三
区
分
を
所

与
の
前
提
と
し
、
各
部
分
と
認
識
・
欲
求
と
の
関
わ
り
の
問
題
に
集
中
し
て
い
る
観
が
あ
る

(

１)

。
ま
た
、
気
概
の
部
分
と
欲
求
的
部
分
を
、
共
に
非

理
性
的
な
部
分
と
捉
え
、
何
ら
か
の
結
論
を
引
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
魂
の
三
区
分
が
導
入
さ
れ
た
意
味
を
、
徳
の
教
育
の
問
題
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
で
、
三
区
分
説
が
実
の
と
こ
ろ
何
を
意
図
し
て
い

た
の
か
を
考
察
す
る
。
そ
の
過
程
で
、
プ
ラ
ト
ン
が
勇
気
に
対
応
す
る
気
概
の
部
分
に
お
い
て
語
っ
て
い
る
怒
り
や
恐
れ
は
、
今
日
わ
れ
わ
れ
の

多
く
が
考
え
る

｢

理
性
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
の
感
情｣

で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

(

２)

。
彼
の

『

国
家』

篇
で
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、

(

わ
れ
わ
れ
の
多
く
に
は
逆
説
的
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が)

む
し
ろ

｢

理
性
に
調
和
し
た｣

怒
り
や
恐
れ
で
あ
る
。
そ
の
調
和
の
観
点
か

ら
、
何
ら
か
の
自
発
性
と
し
て
の
徳
の
姿
が
現
れ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
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理
性
と
し
て
の
感
情

長

友

敬

一

プ
ラ
ト
ン

『

国
家』

篇
で
の
魂
の
三
区
分
説
に
関
し
て



一

魂
を
三
つ
に
区
分
す
る
こ
と
の
意
義

『

国
家』
篇
第
一
巻
で
提
起
さ
れ
た

〈

正
義〉

と
は
何
か
の
考
察
は
、
第
二
巻
で
も
引
き
継
が
れ
、
国
家
に
お
け
る

〈

正
義〉

を
ま
ず
探
求
し
、

し
か
る
後
に
個
人
に
お
け
る

〈

正
義〉

に
移
る
と
い
う
方
針
が
示
さ
れ
る

(368��369�
)

。
言
論
に
よ
る
国
家
建
設
の
最
初
の
段
階
で
、｢

最
も

必
要
な
も
の
だ
け
の
国
家｣

(369��371�
)

が
論
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
国
の
ど
こ
に
正
義
と
不
正
が
あ
る
の
か
は
、｢

そ
れ
ら
の
人
々
の

お
互
い
に
対
す
る
交
渉
の
仕
方
の
う
ち
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
ぐ
ら
い
の
こ
と｣

(372�
)

し
か
思
い
当
た
ら
な
い
と
い
う
ア
デ
イ
マ

ン
ト
ス
の
言
葉
を
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
き
ち
ん
と
検
討
せ
ず
に
残
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
生
存
の
基
礎
と
な
る
状
態
が
示
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ

し
て
、
生
き
る
こ
と
に
関
わ
る
不
正
が
生
じ
、
正
義
が
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
次
の
、
欲
望
が
際
限
な
く
拡
大
す
る
段
階
か
ら
で
あ
る
。

次
の

｢

熱
で
ふ
く
れ
あ
が
っ
た
国
家
・
贅
沢
な
国
家｣

(372��373�
)

で
は
、｢

生
産
者｣

に
加
え
、
戦
争
の
発
生
に
よ
り

｢

守
護
者｣

の
階

層
が
生
ま
れ
る
。
そ
れ
は
技
術
的
な
基
準
に
よ
っ
て
関
わ
る
対
象
が
限
定
さ
れ
る

｢

生
産
者｣

と
は
異
な
り
、｢

い
か
な
る
事
柄
に｣

(375�
)

も
恐
れ
ず
対
処
し
つ
つ
、｢

味
方｣
(376�

)

と
い
う
技
術
的
な
基
準
を
超
え
た

｢

人
間｣

を
識
別
す
る
者
で
あ
る
。
従
っ
て
、
技
術
的
な
規
定

を
受
け
容
れ
ず
、
自
然
的
素
質
そ
の
も
の
が
、
身
体
の
面
の
み
な
ら
ず
魂
の
面
か
ら
も

(375�
)

、
検
討
の
対
象
と
な
る

(

３)

。
国
家
の
う
ち
に
人
格

を
問
わ
れ
る
も
の
が
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
い
ま
だ
三
区
分
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
の
段
階
で
の

｢

守
護
者｣

の
任
務
に
適
し
た
自
然
的
素
質
と

し
て
、
血
統
の
よ
い
犬
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
、
気
概
と
愛
知
が
述
べ
ら
れ
る
。
よ
く
闘
う
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
勇
敢
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
の
た
め
に
は
気
概
が
必
要
で
あ
る

(375���
)

。
し
か
し
気
概
だ
け
で
は
他
の
市
民
に
対
し
て
も
粗
暴
と
な
る
た
め
、
味
方
に
対
す
る
穏
や
か

さ
が
要
求
さ
れ
る
。
犬
が
顔
見
知
り
を
認
知
す
る
よ
う
に
、
守
護
者
も
味
方
を
認
知
す
る
た
め
の
知
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
愛
知
の
素
質

が
要
請
さ
れ
る

(375��376� (

４))

。
以
上
の
自
然
的
素
質
が
述
べ
ら
れ
た
後
、｢

守
護
者｣
た
ち
の
教
育
が

｢

す
べ
て
の
考
察
の
目
的
で
あ
る

〈

正

義〉

と

〈

不
正〉

と
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
国
家
の
な
か
に
生
じ
て
く
る
か
を
し
か
と
見
き
わ
め
る｣

た
め
に
重
要
な
も
の
と
し
て
問
題
と
さ
れ
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る
(376�

)

。
こ
の
教
育
の
重
要
性
の
強
調
は
、
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
教
育
は
、
ま
ず
は
音
楽
や
文
芸
を
通
し
て
行
わ
れ
る
が
、｢

理
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
う
ち
か
ら

(402�
)｣

行
わ
れ
る
と
こ
ろ

に
特
徴
が
あ
る
。
こ
れ
は

『

法
律』

第
二
巻
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
教
育
論

(653�
)

に
重
な
り
、
さ
ら
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が

『

ニ
コ
マ

コ
ス
倫
理
学』
第
一
巻
四
章
で
述
べ
た

｢

わ
け

(

根
拠)｣

の
教
育
の
前
提
と
な
る

｢

こ
と

(

事
実)｣

の
教
育
、
す
な
わ
ち

｢

美
し
い
習
慣
に
よ

る
躾｣

と
も
重
な
る
だ
ろ
う

(

５)

。
つ
ま
り
、
一
種
の

｢

習
慣
づ
け
に
よ
る
教
育｣

で
あ
る
。
実
際
、
第
七
巻
で
は
、
音
楽
・
文
芸
に
よ
る
教
育
は
、

学
問
的
知
識
を
授
け
る
の
で
は
な
く
習
慣
的
な
も
の
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

(522�
)

。
ま
た

｢

国
家
社
会
の
最
も
重
要
な
習
わ
し
や
法
に
ま
で

影
響
を
与
え
る
こ
と
な
し
に
は
、
音
楽
・
文
芸
の
諸
様
式
を
変
え
動
か
す
こ
と
は
で
き
な
い｣

(424�
)

、｢

音
楽
・
文
芸
を
通
じ
て
良
き
秩
序
と

法
を
彼
ら
が
自
分
の
中
に
受
け
入
れ
る｣

(425�
)

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
教
育
は

｢

法｣

と
連
動
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
教
育
の
目
的

は
、
以
下
の
事
柄
の
達
成
で
あ
る
。(
１)

神
々
へ
の
敬
虔
、
両
親
へ
の
敬
愛
、
お
互
い
の
友
愛
を
持
つ
こ
と

(377����)

、(

２)

勇
気
あ
る

人
間
に
な
る
こ
と

(386����)
、(

３)
節
制
あ
る
人
間
に
な
る
こ
と

(389����)
。

第
三
巻
で
、
唐
突
と
も
言
え
る
仕
方
で
導
入
さ
れ
た

〈

節
制〉

は
、
大
多
数
の
一
般
の
者
が
支
配
者
に
従
順
で
あ
り
、
自
ら
は
快
楽
を
支
配
す

る
こ
と
と
述
べ
ら
れ
る
。
し
か
し
後
に
は
、｢

守
護
者｣
に
お
け
る
勇
気
と
愛
知
が
互
い
に
調
和
し
て
い
る
場
合
に
、
節
度
が
あ
り

(�������)
ま
た
勇
気
が
あ
る
と
も
言
わ
れ
る

(410��411�
)

。
す
な
わ
ち
、
知
を
愛
す
る
素
質
が
弛
め
ら
れ
る
と

｢

柔
弱
・
臆
病｣

と
な
り
、
言
論
嫌
い

の
人
間
は
勇
気
で
は
な
く

｢

粗
暴
さ｣

を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
節
度
が
生
ま
れ
る
の
は
、
そ
の
二
者
の
調
和
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
に
お
い
て
、｢

守
護
者｣

の
う
ち
に
、
こ
の
対
話
篇
の
テ
ー
マ
で
あ
る

｢

正
義｣

以
外
の
徳
、
す
な
わ
ち
、
知
を
愛
す
る
こ
と
、
勇

気
、
節
制
、
敬
虔

(380�
)

が
、
ま
た
友
愛

(386�
)

も

(

６)

、
必
ず
し
も
き
ち
ん
と
し
た
仕
方
で
は
な
い
に
せ
よ
、
既
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
後

に

｢

守
護
者｣

は
国
家
に
お
け
る

〈

気
概
の
部
分〉

と
さ
れ
、〈

勇
気〉

の
み
が
突
出
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、｢

守
護
者｣

の
素
質
と
教

育
を
論
じ
る
こ
の
段
階
で
は
、
主
要
な
個
別
の
徳
に
対
応
す
る
も
の
が
内
在
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ら
の
徳
が
単
独
で
備
わ
ら
な
い
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
観
点
は
、
後
に
問
題
と
す
る

｢

正
義｣
や

｢
徳
の
一
性｣

と
関
わ
っ
て
く
る
。
と
も
か
く
、｢

習
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慣
づ
け
に
よ
る
教
育｣

は
、｢

守
護
者｣

の
教
育
の
段
階
で
、
す
で
に
全
人
格
的
な
教
育
と
な
っ
て
い
る

(

７)

。
国
家
に
お
け
る

｢

守
護
者｣

が
、
後

の
魂
の
三
区
分
で
の

〈

気
概
の
部
分〉

と
類
比
的
に
語
ら
れ
る
な
ら
、
そ
こ
に
も
全
人
格
的
な
要
素
が
存
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

な
お
、
第
三
巻
の
後
半

(412�
)

で
、｢

守
護
者｣

の
う
ち
、
国
家
の
利
益
と
な
る
こ
と
を
全
力
で
行
う
熱
意
や
国
家
に
と
っ
て
最
善
を
行
う

信
念
と
い
う
基
準
に
よ
っ
て
最
も
優
れ
た
者
と
し
て

｢

支
配
者｣

が
選
ば
れ
、｢

守
護
者｣

は

｢

支
配
者｣

と

｢

補
助
者｣

に
分
け
ら
れ
る

(414

�
)

。
両
者
の
違
い
は
、
上
記
の
信
念
に
あ
り
、
愛
知
と
勇
気
の
違
い
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
信
念
の
持
ち
主
は
、
観
察
に
よ
っ
て

見
い
だ
さ
れ

(

誕
生
時
点
で
金
の
種
族
で
あ
る)

、
そ
の
信
念
を
養
成
す
る
教
育
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
第
四
巻
に
お
い
て
、

大
工
の
知
恵
や
農
夫
の
技
術
と
の
類
比
を
経
て
形
を
持
っ
て
き
た

〈

知
恵〉

と
は
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
国
内
問
題
や
対
外
問
題
に
最
も
よ
く
対

処
で
き
る
か
を
考
慮
す
る
知
識
、
す
な
わ
ち
国
を
守
護
す
る
た
め
の
知
識

(���������)
で
あ
る

(428���
)

。
最
終
節
で
問
題
と
す
る
が
、

｢

魂
の
三
区
分
説｣

に
お
け
る
教
育
で
は
、〈

知
恵〉

の
徳
に
つ
い
て
は
き
ち
ん
と
語
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る

(

８)

。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
徳
の
問

題
と
し
て
は
、｢

支
配
者｣

と

｢

補
助
者｣
は
こ
の
段
階
で
は
重
な
り
を
持
つ
。

さ
ら
に
第
四
巻
で
は

｢

魂
の
三
区
分｣

に
向
け
て
以
下
の
推
論
が
行
わ
れ
る

(427��435�
)

。

Ａ

仮
説
部
分

(

１)

正
し
い
仕
方
で
建
設
さ
れ
た
す
ぐ
れ
た
国
家
に
は
知
恵
、
勇
気
、
節
制
が
あ
り
、
正
義
が
そ
な
わ
っ
て
い
る

(427�
)

。

(

２)

知
恵
と
は
国
を
守
護
す
る
た
め
の
知
恵
で
あ
り
、
支
配
者
の
う
ち
に
あ
る(428�

)

。
ま
た
勇
気
も
、
軍
人
た
ち
の
う
ち
に
あ
る(429�

)

。

節
制
は
支
配
者
と
被
支
配
者
の
一
致
協
和
と
し
て
あ
る

(432�
)

。
正
義
は
、
国
家
の
各
部
分
が
自
己
本
来
の
仕
事
を
行
う
こ
と
と
し
て
あ

る

(434�
)

。

(

３)

正
し
い
人
と
正
し
い
国
家
は
正
義
の
点
で
似
て
い
る
。

(

４)

従
っ
て
、
魂
も
三
つ
の
種
類
の
も
の
を
自
分
の
内
に
持
ち

(

イ)

、
国
家
の
三
種
族
と
同
じ
状
態
に
あ
る
こ
と
で

(

ロ)

、
国
家
と
同
じ
名
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前
で
呼
ば
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

Ｂ

(
イ)

の
証
明

(435��436�
)

(

５)

国
家
が
も
っ
て
い
る
気
概
的
な
性
格
や
学
を
好
む
性
格
は
、
国
家
の
成
員
の
性
格
に
の
み
由
来
す
る
。

(

６)

従
っ
て
、
魂
も
三
つ
の
性
格
の
も
の
を
、
一
つ
の
魂
全
体
で
か
、
あ
る
い
は
三
つ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
行
う
。

Ｃ

(

ロ)

の
証
明

(

７)

同
一
の
も
の
が
、
そ
れ
の
同
一
側
面
に
お
い
て
、
し
か
も
同
一
の
も
の
と
の
関
係
に
お
い
て
、
同
時
に
、
相
反
す
る
こ
と
を
し
た
り
さ
れ

た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

(�������������������)
(436�

)

。

(

８)

従
っ
て
、
身
体
条
件
や
病
的
状
態
を
通
じ
て
、
例
え
ば
飲
む
と
い
っ
た
行
為
へ
駆
り
立
て
引
き
ず
っ
て
い
く
と
こ
ろ
の
非
理
性
的
な

〈

欲

望
的
部
分〉

と
、
理
を
知
る
は
た
ら
き
か
ら
生
じ
る
と
こ
ろ
の
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
禁
止
す
る

〈

理
知
的
部
分〉

は
、
魂
の
別
の
要
素
で

あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
に
よ
っ
て
憤
慨
す
る

〈
気
概
の
部
分〉

は
、
さ
ら
に
第
三
の
要
素
で
あ
る

(439��441�
)

。

以
上
の
推
論
の
結
果
、
仮
説

(

４)

が
証
明
さ
れ
、｢

国
家
の
場
合
は
、
そ
の
う
ち
に
あ
る
三
つ
の
種
族
の
そ
れ
ぞ
れ
が

『

自
分
の
こ
と
だ
け

を
す
る』

こ
と
に
よ
っ
て
正
し
い
…
…

(

中
略)

…
…
わ
れ
わ
れ
の
ひ
と
り
ひ
と
り
の
場
合
も
や
は
り
、
そ
の
内
に
あ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
が
自

分
の
こ
と
だ
け
を
す
る
場
合
、
そ
の
人
は
正
し
い
人
で
あ
り
、
自
分
の
こ
と
だ
け
を
す
る
ひ
と

(������������������)
で
あ
る

(441���
)｣

と
い
う
結
論
に
達
す
る
。

国
家
が
三
つ
に
区
分
さ
れ
る
の
は
、
国
家
建
設
に
あ
た
っ
て
要
求
さ
れ
る
事
態
へ
の
対
応
を
行
う
こ
と
で
国
を
一
つ
に
保
っ
て
い
く
必
要
性
か

ら
で
あ
る
。
魂
も
ま
た
、
要
求
さ
れ
る
事
態

(

渇
き
、
飢
え
、
怒
り
、
恐
れ
、
な
ど)

へ
の
対
応
と
し
て
、
三
つ
に
区
分
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思

理性としての感情
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え
る
。
し
か
し
、
上
記
の
推
論
に
よ
る
魂
の
三
区
分
の
導
出
の
さ
れ
か
た
に
は
、
若
干
の
強
引
さ
が
み
ら
れ
る
。(

５)

の
、
国
家
の
性
格
は
成

員
の
性
格
に
の
み
由
来
す
る
、
と
い
う
前
提
は
問
題
が
あ
る
し

(

９)

、(

７)

の
、�������������������

は
、
自
然
的
な
身
体
の
欲
求
は
説
明

す
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
金
銭
へ
の
欲
求
な
ど
は
社
会
的
な
認
知
の
条
件
が
前
提
さ
れ
、
自
然
的
な
能
力
論
で

〈

欲
望
的
部
分〉

を
全
て
語
る
こ

と
は
難
し
い

(�)
。
で
は
な
ぜ
プ
ラ
ト
ン
は
魂
を
国
家
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
語
り
は
じ
め
た
の
か
？

以
上
の
事
情
を
汲
み
仮
説
部
分
に
強
い
意
図
を
読
み
取
る
な
ら
、
自
然
的
な
能
力
に
よ
る

｢

魂
の
三
区
分｣

が
出
発
点
だ
と
考
え
る
の
は
早
計

で
あ
る

(�)
。
む
し
ろ
出
発
点
に
あ
る
の
は
、
徳
と
、
そ
の
教
育
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
と
し
て
、
ま
ず
、｢

魂
の
三
区
分｣

が
導
入
さ
れ
る
上

述
の
推
論
は
、
魂
に
も
正
義
が
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
が
前
提
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
国
家
が
正
し
い
国
家
で
あ
る
の
は
、

そ
の
中
に
素
質
の
異
な
っ
た
三
つ
の
種
族
が
あ
り
、
そ
の
各
々
が
自
己
本
来
の
仕
事
を
行
っ
て
い
る
と
き
で
あ
り
、
魂
も
ま
た
同
じ
そ
う
し
た
種

類
の
も
の
を
も
ち
、
そ
れ
ら
が
国
家
に
お
け
る
三
種
族
と
同
じ
状
態
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
の
場
合
と
同
じ
名
前
で

(

す
な
わ
ち
、
正
し

い
魂
と)

呼
ば
れ
る

(435���
)

。
こ
こ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
国
家
と
同
様
に
魂
に
も

｢

三
つ
の
種
族｣

が
あ
る
、
と
単
純
に
述
べ
て
は
い
な
い
こ

と
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
国
家
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
提
出
し
た
の
は
、
国
家
と
魂
を
比
べ
る
た
め
で
は
な
く
、｢

正
し
い
国
家
と
の
対
比
で
正
し

い
魂
が
語
り
う
る｣

と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
で
あ
る
。｢

正
し
い
国
家｣

と
同
様
に

｢

正
し
い
魂｣

が
言
え
る
の
な
ら
、｢

三
つ
の
種
族｣

が

｢

同
じ
状
態
に｣

あ
り
、｢

そ
れ
ぞ
れ
が
自
己
本
来
の
仕
事
を
行
っ
て
い
る｣

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の

｢

自
己
本
来
の
仕
事｣

に
つ
い
て
は
、
大
工
が
靴
作
り
の
仕
事
を
し
て
も
重
大
な
害
を
国
家
に
与
え
な
い
が
、
職
人
が
戦
士
の
階
層
の
な

か
へ
入
っ
た
り
戦
士
が
守
護
者
の
任
に
就
く
と
い
っ
た
、
階
層
ど
う
し
の
入
れ
替
わ
り
と
余
計
な
手
出
し
は
、
国
家
を
滅
ぼ
す
と
さ
れ
る

(434

���
)

。｢

正
し
い
国
家｣

の
成
立
の
た
め
に
行
わ
れ
る

｢

自
己
本
来
の
仕
事｣
と
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
箇
所
で
は
、
各
々
の
者
が
自
分
の
職
業

を
な
す
と
い
う
単
純
な
専
業
で
は
な
く
、
三
種
族
の
階
層
ご
と
に
帰
し
て
い
る
要
件
を
遂
行
す
る
こ
と
で
あ
る
。
三
種
族
と
は
、〈

欲
望
的
部
分〉

〈

気
概
の
部
分〉

〈

理
知
的
部
分〉

で
あ
る
が
、
前
記

(

４)

の

(

イ)

で
の

｢

同
じ
状
態
に
あ
る｣

と
は
、
欲
望
を
感
じ
る
こ
と
、
憤
慨
す
る
こ

と
、
理
を
知
る
こ
と
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
無
論
な
い
。
そ
れ
は

〈

節
制〉

と

〈
勇
気〉

と

〈

知
恵〉

が
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
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あ
る
。
す
な
わ
ち
、
正
し
い
国
家
に

〈

節
制〉

と

〈

勇
気〉

と

〈

知
恵〉

が
あ
る
の
な
ら
、
正
し
い
魂
に
も
同
じ
も
の
が
あ
る
、
そ
し
て
そ
れ
ら

が
｢

自
己
本
来
の
仕
事
を
行
っ
て
い
る｣

と
い
う
仕
方
で
あ
る
以
上
は
、
魂
も
三
つ
の
部
分
に
分
け
て
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、｢

魂
の
三

区
分｣
が
導
入
さ
れ
た
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
う
一
つ
の
証
拠
は
、
言
論
の
上
で
の
国
家
建
設
の
過
程
で
勇
気

(375�
)

や
愛
知

(375�
)

や
節
制

(389�
)

が
登
場
し
た
と
き
、
そ
こ

で
徳
を
そ
な
え
る
た
め
の

｢

教
育｣

の
問
題
が
同
時
並
行
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、｢

す
べ
て
の
考
察

の
目
的
で
あ
る
、〈
正
義〉

と

〈

不
正〉

と
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
国
家
の
な
か
に
生
じ
て
く
る
か
を
し
か
と
見
き
わ
め
る｣

た
め
に
は
、｢

習
慣

づ
け
に
よ
る
教
育｣

の
要
請
が
む
し
ろ
必
然
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
魂
に
お
い
て
も
そ
れ
は
同
様
な
の
で
あ
る
。

こ
の
対
話
篇
の
テ
ー
マ
は

〈
正
義〉

が
ど
こ
に
見
い
だ
せ
る
の
か
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
国
家
に
お
け
る

〈

正
義〉

と
は
、〈

節
制〉

と

〈

勇
気〉

と

〈

知
恵〉

の

｢

三
つ
の
も
の
す
べ
て
に
力
を
与
え
て
国
の
う
ち
に
生
じ
さ
せ
、
そ
し
て
い
っ
た
ん
生
じ
た
の
ち
に
は
、
そ
れ
ら
の
徳
を
存
続
さ

せ
る
は
た
ら
き
を
す
る
も
の｣

(433���
)
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち〈

正
義〉

は
、
三
つ
の
も
の
を
抜
き
に
は
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
、

魂
に
お
け
る

〈

正
義〉

と

〈

不
正〉

の
成
立
を
き
ち
ん
と
分
析
す
る
た
め
に
も
、
三
つ
の
も
の
の
在
り
処
が
要
請
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
に
対
応
し
て

魂
も
ま
た
三
区
分
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

で
あ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は

｢

魂
の
三
区
分｣

の
問
題
を
、
そ
の
ベ
ー
ス
に
あ
る
魂
の
諸
徳
と
そ
の
教
育
の
問
題

(

特
に
、
気
概
の
部
分
の

問
題)

か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
の
考
察
は
、
従
来
の

｢

魂
の
三
区
分｣

の
捉
え
方
に
反
省
を
促
す
か
も
し
れ
な
い

(�)

。

二

魂
の
諸
徳
の
観
点
か
ら
の

｢

魂
の
三
区
分｣

で
は
、
ま
ず｢

勇
気｣

の
考
察
か
ら
、〈

気
概
の
部
分〉

を
考
え
て
ゆ
こ
う
。
国
家
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
成
立
す
る
な
ら
、〈

気
概
の
部
分〉

は
、

国
家
に
お
い
て
全
人
格
的
な
教
育
を
受
け
る
者
と
し
て
述
べ
ら
れ
た

｢

守
護
者｣

と
あ
る
意
味
で
パ
ラ
レ
ル
に
語
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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国
家
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
場
面
で
は
、
勇
気
と
は

｢

教
育
を
通
じ
て
、
恐
ろ
し
い
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
、
正
し
い
、
法
に
か

な
っ
た
考
え
を
あ
ら
ゆ
る
場
合
を
通
じ
て
保
持
す
る
こ
と｣

(429��430�
)

と
定
義
さ
れ
る
。
こ
こ
で
勇
気
の
形
成
に

｢

法

(

ノ
モ
ス)｣

の
必

要
性
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
勇
気
が
軍
人
た
ち
に
備
わ
る
仕
方
は
、
染
料
が
浸
透
す
る
よ
う
に

｢

法｣

を
受
け
容
れ
る

(�����������)

こ
と

と
し
て
述
べ
ら
れ
る

(430�
)

。
す
な
わ
ち
、
国
家
レ
ベ
ル
に
あ
っ
て
、〈

気
概
の
部
分〉

は
独
自
の
主
体
性
を
持
っ
て
い
る
。〈

理
知
的
部
分〉

が
浸
透
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
主
体
は
、
浸
透
を
容
れ
る

〈

気
概
の
部
分〉

で
あ
る
。
そ
れ
は
第
一
節
で
見
た
よ
う
に
、
守
護
者
が
人
格
的
な
存

在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
関
連
す
る
。
魂
に
お
い
て
も
、〈

気
概
の
部
分〉

の
主
体
的
な
活
動
は
、
正
・
不
正
の
価
値
判
断
に
基
づ
き

(

法
の
受
け
容
れ
に
関
わ
る)
、〈

理
性〉

の
味
方
と
な
っ
て
戦
う
こ
と
に
あ
る

(439��440�
)

。
こ
の

〈

気
概
の
部
分〉

が

〈

理
知
的
部
分〉

の

味
方
と
な
る
の
は
、
そ
の
支
配
に
聴
従
す
る

(���������)
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
聴
従
は
、
前
節
で
述
べ
た
教
育
を
通
じ
て
強
化
さ
れ

(441��
442��

442���
)

、｢

本
当
の
意
味
で
の
自
分
の
仕
事｣

(442�
)

に
属
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
が

〈

気
概
の
部
分〉

と

〈

理
知
的
部
分〉

の
調
和

で
あ
る
な
ら
、〈

気
概
の
部
分〉

に
備
わ
る
｢
節
制｣

の
働
き
と
も
言
え
る
。

実
際
、｢

節
制｣

は
、
三
部
分
の
ど
れ
に
も

｢
弦
の
全
音
域
に
行
き
わ
た
る
よ
う
に｣

備
わ
っ
て
い
る

(430��432�
)

。
ま
た
、〈

欲
望
的
部

分〉

と
の
関
係
か
ら
は
、｢

節
制｣

は
、｢

身
体
条
件
や
病
的
状
態
を
通
じ
て
生
じ
て
来
る｣

と
こ
ろ
の

〈

欲
望
的
部
分〉

、
す
な
わ
ち

｢

劣
っ
た

部
分｣

の
欲
求
を
、
支
配
的
な
部
分
が
制
御
し
、｢

劣
っ
た
部
分｣

は

｢

内
乱
を
起
こ
さ
な
い

(442�
)｣

で
、
全
体
の
友
愛
と
調
和
が
保
た
れ

る
こ
と
と
さ
れ
る

(439���
)

。

さ
て
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、〈

気
概
の
部
分〉

に
主
体
性
が
あ
る
が
、〈

欲
望
的
部
分〉

に
は
せ
い
ぜ
い

｢

内
乱
を
起
こ
さ
な
い｣

こ
と
し

か
期
待
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、〈

気
概
の
部
分〉

が
勇
気
の
徳
の
主
体
的
な
担
い
手
で
あ
る
の
に
対
し
、
節
制
の
徳
は
全
体
の
調

和
と
し
て
述
べ
ら
れ
、〈

欲
望
的
部
分〉

は
節
制
の
固
有
の
担
い
手
と
は
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
関
係
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は

｢〈

気
概
の
部
分〉

の

ゆ
え
に
一
人
一
人
の
人
間
を
勇
気
あ
る
人
と
呼
ぶ

(442���
)｣

の
で
あ
り
、
勇
気
が
問
題
と
な
る
仕
方
は
、〈

気
概
の
部
分〉

の
主
体
的
な

(

そ
の
本
性
に
従
っ
た)

働
き
で
あ
る
。
他
方
、
わ
れ
わ
れ
は

〈

欲
望
的
部
分〉

の
ゆ
え
に
一
人
一
人
の
人
間
を
節
制
あ
る
人
と
呼
ぶ
の
で
は
な

― 126 ―



い
。
諸
徳
の
担
い
手
の
観
点
か
ら
は
、
明
ら
か
に

〈

気
概
の
部
分〉

と

〈

欲
望
的
部
分〉

を
同
列
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

従
来
、〈

気
概
の
部
分〉

と

〈

欲
望
的
部
分〉

は
、
共
に

｢

支
配
さ
れ
る
部
分｣

・｢

劣
っ
た
部
分｣

・｢

非
理
性
的
な
部
分｣

に
割
り
当
て
ら
れ

て
き
た
。〈

気
概
の
部
分〉

が

｢

支
配
さ
れ
る
部
分｣

で
あ
る
こ
と
は
テ
キ
ス
ト
に
述
べ
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
主
体
性
の
点
か
ら
、

〈

欲
望
的
部
分〉

と
同
じ
支
配
の
さ
れ
方
と
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、｢

理
知
的
部
分

(�����������)｣

と
呼
ば
れ
る
の
は
知
恵
に

対
応
す
る
部
分
の
み
で
あ
る
に
し
て
も
、〈

気
概
の
部
分〉

が
積
極
的
に

｢

非
理
知
的
な
部
分
・
非
理
性
的
な
部
分

(�����������)｣

と
さ
れ
る

テ
キ
ス
ト
上
の
根
拠
は
な
い
よ
う
で
あ
る

(〈

欲
望
的
部
分〉

の
方
は439�

7

で

｢

非
理
知
的
な
部
分｣

と
明
言
さ
れ
て
い
る
が)

。

〈

理
知
的
部
分〉

の
補
助
者
で
あ
る
こ
と
を
本
性
と
す
る

〈

気
概
の
部
分〉

は
、〈

理
知
的
部
分〉

に

｢

聴
従
し

(441�
)｣

、
そ
の
諭
す
理
に

従
う
の
で
あ
り
、
前
節
で
の

｢
習
慣
づ
け
に
よ
る
教
育｣

を
受
け
る
主
体
と
な
る
部
分
で
も
あ
る
。
こ
の

｢

聴
従

(��������)｣

と
い
う
語
の
用

法
の
一
つ
は
、
分
別
に
服
し
て
い
る
行
為
の
主
体
と
し
て
、｢

分
別
の
支
配
に
服
し
て
い
る

(���������)
各
人
の
状
態｣

と

『

法
律』

第
九
巻

864�5
に
も
現
れ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば

｢
聴
従｣

は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が

『

ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学』

第
一
巻
一
三
章
な
ど
で
行
っ
た
、｢

分
別

の
働
き
を
伴
う

(�����������)｣
と

｢

分
別
に
か
な
っ
た

(�����������)｣
の
対
比
の
、
後
者
と
も
重
な
る
だ
ろ
う
。｢

分
別
に
か
な
っ
た｣

も
の
は
、
そ
れ
自
身
の
内
に
は
分
別
の
働
き
を
持
た
な
い
が
、
第
二
義
的
に
、
分
別
の
言
葉

(

命
令)

に
聞
き
従
い

(����������)

、
服
従
す
る

(������������)
と
い
う
意
味
で

(1102�32)
、｢

分
別
を
も
つ

(������������)｣
と
言
わ
れ
る

(�)

。

ま
た
、
第
四
巻
で
は
、
個
人
の
魂
に
お
け
る

｢

習
慣
づ
け
に
よ
る
教
育｣

が
述
べ
ら
れ
る
が

(442�
)

、
国
家
に
お
け
る
そ
れ
は
、
実
質
、
前

節
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
知
を
愛
す
る
こ
と
、
勇
気
、
節
制
の
三
つ
を
備
え
た
主
体
的
な
守
護
者
の
教
育
が
そ
の
全
て
で
あ
り
、
国
家
の
他
の
部

分
や
、
魂
の
各
部
分
の
教
育
と
い
う
話
は
出
て
こ
な
い
。｢

習
慣
づ
け
に
よ
る
教
育｣

は
、
守
護
者
の
教
育
で
述
べ
ら
れ
た
仕
方
で
し
か
あ
り
え

な
い
な
ら
、
個
人
の
魂
に
お
け
る
教
育
も
ま
た
、
同
じ
教
育
を
指
す
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る

(�)
。
と
す
る
な
ら
、
魂
に
お
け
る
教
育
の
対
象
と

な
る
も
の
も
、
知
を
愛
す
る
こ
と
、
勇
気
、
節
制
の
三
つ
が
何
ら
か
の
仕
方
で
前
提
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、｢

習
慣
づ

け
に
よ
る
教
育｣

で
は

｢

知
恵｣

の
教
育
が
き
ち
ん
と
述
べ
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
ま
た
、〈
欲
望
的
部
分〉

は
教
育
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
の

理性としての感情
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で
あ
れ
ば
、
そ
の
教
育
は
、
知
を
愛
す
る
こ
と
、
勇
気
、
節
制
の
三
つ
が
何
ら
か
の
仕
方
で
前
提
と
さ
れ
た

〈

気
概
の
部
分〉

と
い
う
こ
と
に
な

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
考
察
が
説
得
的
で
あ
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
従
来
の｢

魂
の
三
区
分
説｣

に
対
し
て
、
あ
ら
た
な
提
案
を
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

〈

理
知
的
部
分〉

は
全
体
の
支
配
者
と
し
て
知
恵
の
徳
に
関
わ
る
が
、〈

気
概
の
部
分〉

も
ま
た
、〈

理
知
的
部
分〉

の
浸
透
を
前
提
と
し
て
、
勇

気
の
徳
に
主
体
的
に
関
わ
る
。
勇
気
あ
る
行
為
を
行
っ
て
い
る
の
は
、〈

理
知
的
部
分〉

の
浸
透
を
受
け
た

〈

気
概
の
部
分〉

な
の
で
あ
る
。
勇

気
の
徳
に
関
わ
る
主
体
的
部
分
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
、〈

気
概
の
部
分〉

は
、
け
っ
し
て

｢

劣
っ
た
部
分｣

な
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
両
者

が

〈

欲
望
的
部
分〉

を
支
配
監
督
し
、〈

欲
望
的
部
分〉

も
ま
た
内
乱
を
お
こ
さ
な
い
と
き
、
節
制
の
徳
が
実
現
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、｢

魂
の
三
区

分
説｣

で
重
要
な

｢

習
慣
づ
け
に
よ
る
教
育｣

は
、〈

気
概
の
部
分〉

を
全
人
格
的
な
も
の
と
し
て
主
題
的
に
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

理
性
と
し
て
の
感
情

さ
て
、
前
節
の
結
論
に
対
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
反
論
が
予
想
さ
れ
る
。

『

国
家』

第
四
巻
で
は
、
気
概
に
関
し
て
、
こ
う
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
は
、〈

欲
望
的
部
分〉

と
同
様
に
、〈

気
概
の
部
分〉

も
ま
た
劣
っ

た
部
分
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
で
は
な
い
の
か
。

｢

子
供
で
も
、
生
ま
れ
る
と
す
ぐ
に
気
概
に
は
充
ち
充
ち
て
い
ま
す
が
、
理
を
知
る
は
た
ら
き
と
な
る
と
、
あ
る
者
た
ち
は
い
つ
ま
で
も
そ
れ
に
無
縁

で
あ
る
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
ま
す
し
、
多
く
の
者
は
ず
っ
と
遅
く
な
っ
て
か
ら
そ
れ
を
身
に
つ
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
…
…

(

中
略)

…
…
獣
た
ち

に
つ
い
て
見
て
も
、
君
の
言
う
こ
と
が
そ
の
と
お
り
で
あ
る
と
わ
か
る
だ
ろ
う
ね
。
そ
し
て
以
上
の
こ
と
に
加
え
て
、
先
に
わ
れ
わ
れ
が
引
用
し
た
ホ

メ
ロ
ス
の
言
葉
も
ま
た
、
証
拠
に
な
る
こ
と
だ
ろ
う

彼
は
胸
を
打
ち
こ
う
言
っ
て
心
臓

(

こ
こ
ろ)

を
と
が
め
た

す
な
わ
ち
、
こ
の
箇
所
で

ホ
メ
ロ
ス
は
明
ら
か
に
、
二
つ
の
心
の
動
き
を
互
い
に
別
の
も
の
と
し
て
語
り
な
が
ら
、
事
の
善
し
悪
し
を
理
知
的
に
勘
考
し
た
一
方
の
部
分
が
、
他
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方
の
た
だ
盲
目
的
に
憤
慨
す
る
部
分
を
、
叱
り
つ
け
て
い
る
さ
ま
を
え
が
い
て
い
る
の
だ

(441���
)｣

確
か
に
、
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
気
概
は
、
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
第
一
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
魂
の
三
区
分
説
は
、
徳
の
教

育
と
リ
ン
ク
し
、
む
し
ろ
徳
の
教
育
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
観
点
か
ら
述
べ
ら
れ
た

〈

気
概
の
部
分〉

の

｢

本
性｣

は
、｢〈
理
知
的
部
分〉

の
補
助
者
で
あ
る
こ
と｣

、｢〈

理
知
的
部
分〉

の
支
配
に
聴
従
し
そ
の
味
方
と
な
っ
て
戦
う
こ
と｣

な
の
で
あ
る
。

上
記
の
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
気
概
は
、
ま
だ
そ
の
本
性
が
開
花
し
て
い
な
い
状
態
で
あ
る

(�)

。
こ
の
点
で
は
、
ダ
マ
シ
オ
の
、
動
物
や
生
ま
れ
て
早
い

時
期
の
人
間
が
経
験
す
る
、
生
得
的
な
初
期
の
情
動
で
あ
る
一
次
の
情
動

(���������������)

と
、
認
知
的
状
態
と
身
体
状
態
の
結
合
に

経
験
に
よ
る
意
図
的
熟
考
を
伴
う
情
動
で
あ
る
二
次
の
情
動

(�����������������)
の
違
い
の
分
析
が
参
考
に
な
る
か
も
し
れ
な
い

(�)

。

プ
ラ
ト
ン
が
徳
を
前
提
と
し
て
語
っ
た

｢

魂
の
三
区
分
説｣

で
の
気
概
の
問
題
は
、
ダ
マ
シ
オ
の
二
次
の
情
動
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
実
際
、
プ
ラ
ト
ン
が
第
四
巻

(439��440�
)

で
レ
オ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
例
と
し
て
出
し
て
い
る
の
は
そ
の
よ
う
な
怒
り
で
あ
り

(�)

、『

国
家』

の
他
の
箇
所
や
他
の
対
話
篇
で
も
、
怒
り
や
恐
れ
に
つ
い
て
、｢

高
貴
な
怒
り｣

(『

法
律』

第
五
巻731�

)

、｢

恐
ろ
し
い
も
の
と
そ
う
で
な
い
も

の
に
つ
い
て
の
、
正
し
い
、
法
に
か
な
っ
た
考
え｣

(『
国
家』

第
四
巻429��430�

)

、｢

醜
く
は
な
い
恐
れ｣

(『

プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス』

360�
)

、

｢

羞
恥
と
し
て
の
恐
怖｣

(『

法
律』

第
一
巻646��647�

)
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
情
動
で
は
な
い
。
情

動
が
理
の
浸
透
を
受
け
て
お
り
、
何
ら
か
の
認
知
状
態
や
価
値
判
断
な
ど
を
伴
っ
た
情
動
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
私
た
ち
は
、
な
ぜ
怒
り
、
恐

れ
る
の
か
、
他
の
人
に
も
納
得
の
い
く
形
で
そ
の
理
由

(

ロ
ゴ
ス)
を
語
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る

(�)
。
特
に
最
後
の

｢

恥｣

は
、
公
共
的
な
規

範

(

そ
の
意
味
で
ノ
モ
ス
的
あ
る
い
は
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の)

と
情
動
の
複
雑
な
融
合
と
し
て
、
別
途
考
察
す
る
価
値
が
あ
る

(�)

。
ま
た
、
グ
ラ
イ
ス

も
、
前
節
で
述
べ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

『

ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学』

第
一
巻
一
三
章
の
構
想
に
倣
っ
て
、
従
来
の
理
性
の
概
念
を
拡
張
し
、
理
性
の

内
に
、
そ
れ
が
統
制
す
る
と
こ
ろ
の
準
理
性
的
な
も
の
も
組
み
込
む
と
い
う
考
え
を
提
示
し
て
い
る

(�)
。

こ
う
し
た
考
え
に
対
し
て
、
以
下
の
箇
所
を
根
拠
と
し
た
反
論
も
予
想
さ
れ
る
。
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｢

彼
に
抵
抗
を
命
じ
る
の
は
理

(

ロ
ゴ
ス)

と
法

(

ノ
モ
ス)

で
あ
り
、
悲
し
み
へ
と
引
き
ず
っ
て
行
く
の
は
、
当
の
感
情

(

パ
ト
ス)

そ
の
も
の
で

は
な
い
か
ね
…
…

(

中
略)

…
…
し
か
る
に
、
ひ
と
り
の
人
間
の
内
に
、
同
じ
も
の
に
つ
い
て
同
時
に
相
反
す
る
方
向
へ
と
導
こ
う
と
す
る
動
き
が
起

る
の
だ
と
す
れ
ば
、
彼
の
内
に
は
二
つ
の
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
わ
れ
わ
れ
は
主
張
す
る
…
…

(

中
略)

…
…
そ
の
一
方
の
も
の
は
、
す
す
ん

で
法
の
言
う
こ
と
に
従
い

(����������)
、
法
が
導
い
て
行
く
ほ
う
へ
つ
い
て
行
こ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
か
…
…

(

中
略)

…
…
人
間
の
内
な
る
最

善
の
部
分
は
、
ま
さ
に
い
ま
言
っ
た
よ
う
な
理
の
示
す
と
こ
ろ
に
、
す
す
ん
で
従
お
う
と
す
る

(����������������)

の
だ
…
…

(

中
略)

…
…
そ
れ
に

反
し
て
、
苦
悩
を
想
い
起
さ
せ
て
は
わ
れ
わ
れ
を
歎
き
へ
と
導
き
、
飽
く
こ
と
な
く
そ
れ
に
耽
ろ
う
と
す
る
部
分
は
、
非
理
性
的
に
し
て
怠
惰
な
部
分

で
あ
り
、
卑
怯
未
練
の
友
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

(604���
)｣

ま
ず
、
理(

ロ
ゴ
ス)

と
法(
ノ
モ
ス)

に
対
比
さ
れ
て
い
る
も
の
が｢

感
情(

パ
ト
ス)｣

で
あ
る
以
上
、｢

非
理
性
的
に
し
て
怠
惰
な
部
分｣

は
怒
り
や
恐
れ
や
悲
し
み
に
対
応
す
る
部
分
、
す
な
わ
ち

〈

気
概
の
部
分〉

で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。

し
か
し
、｢

パ
ト
ス｣

を
そ
の
よ
う
な
感
情
と
考
え
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
確
か
に
、
後
年
、｢

パ
ト
ス｣

は
ロ
ゴ
ス

(

理
性)

に
対
立
す
る

｢

感
情｣

と
し
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
が
、
少
な
く
と
も
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
は
持
た
さ
れ
て
い
な
い

(�)

。
彼
に

お
い
て
は

｢

パ
ト
ス｣

と
は
、
経
験
に
お
け
る

｢
受
動｣
、
そ
の
本
来
の
意
味
で
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
主
体
が
ま
だ
私
の
側
に
な
い
も
の
、
と
い

う
意
味
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
い
ま
だ
理
の
浸
透
の
な
い
情
動

(

前
節
で
の
ダ
マ
シ
オ
の
い
う
一
次
的
な
情
動)

も
そ
こ
に

入
り
う
る
が
、
理
の
浸
透
を
受
け
た
主
体
と
し
て
の

〈

気
概
の
部
分〉

と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

詳
細
に
見
て
い
く
な
ら
、｢

理
の
示
す
と
こ
ろ
に
、
す
す
ん
で
従
お
う
と
す
る｣

も
の
は
、｢

人
間
の
内
な
る
最
善
の
部
分｣

で
あ
る
。
こ
れ
は

前
節
で
確
認
さ
れ
た

〈

気
概
の
部
分〉

の
本
性
に
重
な
る
。
こ
の
記
述
で
は
、〈

気
概
の
部
分〉

は

｢

最
善
の
部
分｣

に
含
ま
れ
る
。
で
は
、｢

非

理
性
的
に
し
て
怠
惰
な
部
分｣

と
は
何
か
？
こ
こ
で
の
対
象
は
、
情
動
的
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は

〈

欲
望
的
部
分〉

で
も
な
い
。
こ
こ

に
見
ら
れ
る
魂
の
二
分
法
は
、
魂
の
三
区
分
説
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
非
理
性
的
な
部
分
の｢

心
ゆ
く
ま
で
泣
い
て
嘆
い
て
満
た
さ
れ
る
…
…

(

中
略)

…
…
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
欲
求
す
る
の
が
、
魂
の
こ
の
部
分
の
自
然
生
来
の
本
性

(606�
)｣

と
い
う
定
義
は
、〈

気
概
の
部
分〉

の
本
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性
の
定
義
と
は
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
。〈

気
概
の
部
分〉

を
含
め
た
理
性
的
な
部
分
は
、｢

わ
れ
わ
れ
の
内
な
る
生
来
最
も
す
ぐ
れ
た
部
分
は
、

理
に
よ
っ
て
、
ま
た
習
慣
に
よ
っ
て
さ
え
も
、
ま
だ
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
教
育
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
こ
の
涙
っ
ぽ
い
部
分
に
対
す
る
監
視
を
ゆ
る

め
て
し
ま
う

(606�
)｣

と
言
わ
れ
る
側
に
属
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、｢

涙
っ
ぽ
い
部
分
＝
非
理
性
的
に
し
て
怠
惰
な
部
分｣

は
魂
の
三
区

分
説
で
構
想
さ
れ
た
徳
の
教
育
に
あ
ず
か
る
部
分
で
は
な
い
。
こ
の
二
分
法
は
、
徳
の
教
育
の
観
点
か
ら
、
教
育
に
あ
ず
か
る
部
分
と
、
あ
ず
か

ら
な
い
部
分
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。『

国
家』

第
一
巻
の
最
後
で
、
魂
の
は
た
ら
き
と
は
、
配
慮
す
る
こ
と
、
支
配
す
る
こ
と
、

思
案
す
る
こ
と
、
生
き
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
は
た
ら
き
を
成
し
遂
げ
る
魂
の
優
秀
性
と
、
そ
の
反
対
の
劣
悪
性
が
あ
り

(353���
)

、
魂
の
劣

悪
性
と
し
て
の
不
正
は
、
自
分
自
身
と
の
内
的
な
不
和
・
不
一
致
で
あ
る

(352�
)

と
述
べ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
者
を
指
す
と
考
え
て
も

よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
見
解
に
対
し
て
、
ノ
モ
ス
や
ロ
ゴ
ス
に
従
う

｢

最
善
の
部
分｣

と
は
理
知
的
部
分
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の

｢

従
う｣

と
い
う
語
も
、
こ
こ

で
は

｢��������｣
で
あ
る
が
、〈

気
概
の
部
分〉

は
さ
ら
に
そ
の
理
知
的
部
分
に
聴
従
す
る
の
み
で
、
そ
の

｢

聴
従
す
る｣

も

｢��������｣

と
、

違
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
二
つ
は
異
な
っ
た
性
質
の
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
反
論
が
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、『

国
家』

第
四
巻
で
は
、
国
家
に
お
け
る

〈
気
概
の
部
分〉

で
あ
る

｢

彼
ら

[

軍
人
た
ち]

が
わ
れ
わ
れ
の
法
律

(

ノ
モ
ス)

を
確

信
を
も
っ
て
受
け
入
れ
る

(�����������)
こ
と
あ
た
か
も
染
料
を
受
け
入
れ
る
ご
と
く
に
し
て

(430�
)｣

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、〈

気
概
の

部
分〉

が
ノ
モ
ス
に
従
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。『

法
律』

に
お
い
て
は
、〈

気
概
の
部
分〉

の

｢

聴
従｣

と
同
じ
語
が
、｢

各
々
の
人｣

の
行
為

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
二
つ
の
語
を
、
同
様
の
意
味
で
使
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
他
方
、
第
六
巻
で
は
、
ロ

ゴ
ス
に
よ
る
説
得
は
事
実
に
よ
る
強
制
と
対
比
さ
れ

(492�
)

、
第
八
巻
で
も
、
寡
頭
制
的
人
間
が
自
分
の
内
に
あ
る
欲
望
を
抑
え
る
の
は
説
得

で
も
理
に
よ
っ
て
で
も
な
く
強
制
と
恐
れ
に
よ
る

(554���
)

、
第
九
巻
で
は
、
美
し
い
事
柄
が
わ
れ
わ
れ
の
本
性
の
獣
的
な
部
分
を
内
な
る
人

間
の
下
に
服
従
さ
せ
る

(589�
)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
同
族
の
二
つ
の
語
は
、
強
制
と
対
比
さ
れ
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

理性としての感情
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ま
た
、
こ
の
解
釈
で
は
、
気
概
を
二
つ
に
分
裂
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
反
論
も
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の

『
国
家』

第
十
巻
で
は
、
第
四
巻
で
語
ら
れ
た
国
家
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
三
区
分
説
か
ら

｢

別
の
も
っ
と
長
い
道｣

へ
の
転
換
を
通
し
て
、

魂
に
つ
い
て
の
考
察
の
位
相
が
変
化
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
そ
こ
に
は

『

ピ
レ
ボ
ス』

(47�
)

な
ど
で
述
べ
ら
れ
る
、
憤
怒
、
恐
怖
、
悲
嘆
と

い
っ
た

｢
魂
に
属
す
る
苦
悩｣

と

｢

快
楽｣

と
の
関
わ
り
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い

(�)

。
第
四
巻
か
ら
第
十
巻
へ
の
移
行
に

つ
い
て
は
、
次
節
で
ふ
れ
た
い
。

感
情
の
問
題
を
、
理
性
と
切
り
離
し
て
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
理
性
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
思
考
で
は
な
か
っ

た
。
も
ち
ろ
ん
彼
は
、｢
非
理
性
的
に
し
て
怠
惰
な
部
分｣

を
認
め
る
が
、
そ
れ
は
感
情
の
う
ち
の
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な

(

そ
の
意
味
で
は
わ
れ
わ

れ
を
強
く
牽
引
す
る)

段
階
で
あ
る
。
彼
が
人
の
あ
り
方
の
問
題
と
し
て
主
に
論
じ
た
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
や
思
考
、
ノ
モ
ス
や
ロ
ゴ
ス
、

恥
の
意
識
な
ど
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
わ
る
上
位
の
感
情
的
な
部
分
で
あ
る

(

気
概
と
愛
知
の
結
び
つ
き
は
、
質
的
な
違
い
に
ま
で
拡
張
さ
れ
る

か
も
し
れ
な
い)

。
そ
の
部
分
に
対
し
て
、｢
魂
の
三
区
分
説｣

で
は
、
言
葉
や
音
楽
や
身
体
性
に
も
と
づ
く
、
養
育
や
教
育
に
よ
る
、
人
間
の
あ

り
方
の
形
成
を
構
想
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
情
操
教
育
で
は
な
い
。
理
性
と
感
情
の
調
和
を
見
据
え
た
上
で
の
、
全

人
格
的
な
教
育
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
そ
、
徳
を
、
理
性
に
よ
っ
て
枠
を
は
め
て
ゆ
く
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

が
徳
あ
る
人
を
抑
制
あ
る
人
と
は
区
別
し
た
よ
う
に
、
自
発
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ア
ク
ラ
シ

ア
の
不
成
立
の
問
題
も
、
こ
の
こ
と
と
連
動
し
て
い
る
。

四

前
途
瞥
見：

｢

魂
の
三
区
分
説｣

と

｢

徳
の
一
性｣
と
の
関
連

前
節
ま
で
の

｢

魂
の
三
区
分
説｣

の
考
察
に
お
い
て
、｢

知
恵｣

の
徳
と
そ
れ
に
か
か
わ
る
魂
の

〈

理
知
的
部
分〉

に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
述

べ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、『

国
家』

に
お
け
る

｢

魂
の
三
区
分
説｣

に
お
け
る
教
育
で
は
、｢

知
恵｣

に
関
し
て
は
実
質
的
に
語
ら
れ
て
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い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
第
一
節
で
見
た
、
魂
の
三
区
分
の
導
出
で
の
若
干
の
強
引
さ
と
関
連
し
て
い
る
。｢

正
義｣

を
調
べ

る
た
め
の
眼
力
や
力
量
が
な
い
た
め
に
大
き
な
文
字
か
ら
手
が
け
る
た
め
の
、
い
わ
ば

｢

次
善
の
方
策｣

と
し
て
導
入
さ
れ
た
の
が
国
家
と
の
ア

ナ
ロ
ジ
ー
で
あ
っ
た
し

(368���
)

、｢

別
の
も
っ
と
長
い
道｣

こ
そ
が
問
題
を
正
確
に
捉
え
う
る
と
い
う
主
張

(435���
)

は
、
そ
の
点
に
つ

い
て
の
留
保
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
第
六
巻504�
で
再
度
ふ
れ
ら
れ
、
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い

｢

最
大
の
学
業

(504�
)｣

と
し

て
の
善
の
イ
デ
ア
が
そ
の

｢

長
い
道｣

を
示
す
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

｢

魂
の
三
区
分
説｣

に
お
け
る
教
育

(

音
楽
・
文
芸)

は
、
第
一
節
で

も
述
べ
た
よ
う
に
、｢
習
慣
づ
け｣

に
よ
る
教
育
で
あ
り
、｢

い
ま
あ
な
た
が
ま
さ
に
求
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
な
目
的
へ
の
導
き
と
な
る
学
習

は
、
先
ほ
ど
語
ら
れ
た
音
楽
・
文
芸
の
な
か
に
は
、
何
も
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た

(522���
)｣

と
述
べ
ら
れ
る
。

そ
の
こ
と
は
、『

国
家』

第
四
巻443���
の

〈

正
義〉

の
定
義
に
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は

〈

正
義〉

は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
。｢

外
的
な
行
為
で
な
く
内
的
な
行
為
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
本
当
の
意
味
で
の
自
己
自
身
と
自
己
自
身
の
仕
事
に
か
か
わ
る
も
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
分
の
内
な
る
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
に
そ
れ
自
身
の
仕
事
で
な
い
こ
と
を
す
る
の
を
許
さ
ず
、
魂
の
な
か
に
あ
る
種
族
に
互
い

に
余
計
な
手
出
し
を
す
る
こ
と
も
許
さ
な
い
で
、
真
に
自
分
に
固
有
の
事
を
整
え
、
自
分
で
自
分
を
支
配
し
、
秩
序
づ
け
、
自
己
自
身
と
親
し
い

友
と
な
り
、
三
つ
あ
る
そ
れ
ら
の
部
分
を
調
和
さ
せ
、
完
全
な
意
味
で
の
一
人
の
人
間
に
な
り
き
っ
て
、
も
し
何
か
を
す
る
必
要
が
あ
れ
ば
、
は

じ
め
て
行
為
に
出
る
と
い
う
こ
と
に
な
る｣

。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、『

国
家』

以
前
に
既
に
考
察
が
開
始
さ
れ
た
、｢

徳
の
一
性｣

と
重
な
る
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
区
分
さ
れ
た

各
部
分
の
持
つ
調
和
へ
の
志
向
が

〈

節
制〉

で
あ
る
な
ら
、〈

正
義〉
と
は
、
全
体
そ
の
も
の
が
持
つ
調
和
状
態
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先

に
言
及
し
た

｢

別
の
も
っ
と
長
い
道｣

で
は

(

こ
の
稿
で
は
述
べ
る
余
裕
は
な
い
が)

｢

善
の
イ
デ
ア｣

に
よ
る
統
一
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て

そ
れ
は
、
最
後
期
の
作
品

『

法
律』

の
更
に
最
後
の
部
分

(

第
一
二
巻965���

)
で
な
さ
れ
る
徳
の
一
性
の
議
論
と
も
重
な
る
。

｢

魂
の
三
区
分
説｣

は
、
徳
の
習
慣
付
け
の
問
題
に
特
化
し
て
考
察
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
じ
つ
は
そ
の
限
界
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

(�)

。｢

善
の

イ
デ
ア｣

に
よ
る
統
一
と

｢

徳
の
一
性｣

の
問
題
は
、｢

魂
の
三
区
分
説｣

を
踏
み
台
と
し
て
、
次
に
考
察
さ
れ
る
べ
き
最
も
大
き
な
問
題
で
あ

理性としての感情
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ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
考
察
は
、
機
会
を
改
め
て
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

註

(

１)

例
え
ば
、�����

1995���203
で
は
、
プ
ラ
ト
ン
は
異
な
る�������������������������

が
存
在
す
る
こ
と
を
明
白
な
事
実
と
捉
え
、
そ
こ

か
ら
三
区
分
が
始
ま
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

(

２)���������
2003��113���

で
は
、
理
性
と
感
情
の����������������
に
対
し
て
、
後
述
の
ダ
マ
シ
オ
を
初
め
と
す
る
現
代
の
様
々
な
融
合
の

試
み
が
レ
ビ
ュ
ー
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
理
性
と
感
情
の
対
立
の
図
式
は

『

国
家』

篇
に
も
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
本
発
表
の
趣
旨

の
一
つ
で
あ
る
。

(

３)

吉
田1984���14�21
参
照
。

(

４)

吉
田1984��19
で
の
、｢

気
概
の
あ
る｣

と

｢

知
を
愛
し
求
め
る｣

と
が

｢

単
純
な
足
し
算
に
よ
っ
て
、『

守
り
手』

の
ピ
ュ
シ
ス
に
な
る
の
で
は
な

く
、
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
も
の
と
し
て
、
エ
ー
ト
ス
と
い
う
場
に
お
い
て
統
一
さ
れ
る
時
、
始
め
て

『

守
り
手』

の
ピ
ュ
シ
ス
と
な
る｣

と
い
う
主
張
に

賛
同
す
る
。

(

５)
『

ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学』

第
一
巻
四
章1095�
参
照
。
な
お
、
こ
の
教
育
に
関
し
て
は
、���������

1980����69�92
を
参
照
。

(

６)

友
愛

(������)
は

『

ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学』

第
八
巻
で
は
、
徳
あ
る
い
は
徳
に
伴
う
何
も
の
か
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
敬
虔
は

『

エ
ウ

テ
ュ
プ
ロ
ン』

で
、
友
愛
は

『

リ
ュ
シ
ス』

で
、
各
々
主
要
な
テ
ー
マ
と
さ
れ
る
。

(

７)�����
1981��128
で
は
、
気
概
は����
や������
と
関
連
し
、
善
悪
の
判
断
を
行
う
全
人
格
的
な
も
の

(��������������)
と
し
て
も
考

え
ら
れ
て
い
る
。

(

８)

こ
の
第
四
巻
を
中
心
と
し
た
魂
の
教
育
の
部
分
に
関
し
て
は
、
松
永1987��231�2
で
は
、｢

厳
密
な
意
味
で
の
知
に
か
か
わ
る
教
育
は
な
さ
れ
て
い

な
い｣

と
、
ま
た
中
畑1992��52
で
は｢

そ
こ
に
知
識
の
存
在
は
前
提
さ
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
知
の
内
実
は
ほ
と
ん
ど
何
も
明
ら
か
に
な
っ

て
は
い
な
い｣

と
、
共
に
鋭
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(

９)��������
1973��256���

で
も
、
国
家
の
性
格
は
成
員
の
性
格
に
の
み
由
来
す
る
、
と
い
う
前
提
は
、������������������
と
名
付
け
ら
れ
、
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そ
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
10)�������������������
と
い
う
用
語
と
、
金
銭
へ
の
欲
求
に
関
す
る
示
唆
は
、������
2004

に
よ
っ
た
。

(
11)

『
国
家』

で
の
魂
の
三
区
分
の
出
発
点
は
、
自
然
的
・
能
力
論
的
な
文
脈
か
ら
で
は
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が

『

霊
魂
論』

第
一
巻
で
行
っ
た
魂
の

区
別
の
仕
方
と
は
観
点
が
異
な
る
。『

テ
ィ
マ
イ
オ
ス』

42���
で
は
、
人
間
の
魂
に
つ
い
て
、
感
覚
、
快
苦
と
混
じ
り
合
っ
た
愛
欲
、
恐
怖
や
怒
り

等
が
述
べ
ら
れ
る
。
自
然
的
・
能
力
論
的
な
文
脈
か
ら
魂
を
区
分
す
る
場
合
、
い
ず
れ
に
せ
よ

｢

感
覚｣

な
ど
の
認
識
能
力
の
観
点
は
必
須
だ
と
思
わ

れ
る
。
だ
が『
国
家』

で
の
魂
の
三
区
分
に
お
い
て
、
感
覚
は
特
定
の
部
分
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
て
い
な
い(

中
畑1992��51

参
照)

と
い
う
こ
と
は
、

こ
こ
で
の
プ
ラ
ト
ン
の
区
分
の
仕
方
が
自
然
的
・
能
力
論
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
の
傍
証
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

(

12)������
1971��111�116

で
は
、『

国
家』

で
は

〈

気
概
の
部
分〉

は
理
知
的
部
分
と
非
理
知
的
部
分
の
二
区
分
の
中
に
納
ま
り
、〈

気
概
の
部
分〉

を
導
入
し
て
三
区
分
を
行
っ
た
の
は
、
国
家
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
お
け
る
守
護
者
を
説
明
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
見
方

も
探
求
の
端
緒
を
見
誤
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

(

13)

加
藤1973�
訳
者
註��414
参
照
。

(

14)
『

法
律』

第
二
巻
で
の
ム
ゥ
サ
の
教
育
が
市
民
一
般
の
た
め
の
教
育
論
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

(

15)�����
1981��127

で
は
、��������������������������������������������������������������������������

���������������������������� ������������
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(

16)�������
1994����7����127�164

参
照
。
彼
は
、
情
動
と
感
情
の
欠
如
で
合
理
性
が
損
な
わ
れ
る
と
い
う
多
数
の
臨
床
事
例
と
、
理
性
と
情
動
が

神
経
シ
ス
テ
ム
上
独
立
し
て
い
な
い
と
い
う
神
経
科
学
的
な
成
果
を
踏
ま
え
、
感
情
が
意
志
決
定
と
い
う
論
理
を
用
い
る
場
所
で
不
可
欠
だ
と
主
張
す

る
。���8
(���165�201)
で
は
、
我
々
の
合
理
的
な
意
志
決
定
に
お
け
る
自
動
化
さ
れ
た
予
測
選
択
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
身
体
的
な
マ
ー
カ
ー

(�������������)
を
提
唱
す
る
。
こ
れ
は
二
次
の
情
動
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
特
別
な
感
情
で
、
認
知
プ
ロ
セ
ス
と
情
動
的
プ
ロ
セ
ス
の
連
携
で

あ
る
。
例
え
ば
、
将
来
の
利
益
の
た
め
に
現
在
の
苦
し
み
に
耐
え
る
と
い
う
判
断
は
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
。

(

17)

レ
オ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
怒
り
を
、��������

1973��263
で
は
、����������������
と
呼
ん
で
い
る
。
ま
た
、�����

1981��127�8
で
も
、
理

性
に
類
似
し
、
理
性
と
同
様
の
働
き
を
行
い
う
る
も
の
と
述
べ
て
い
る
。

(

18)���������
2003���113�125

で
は
、�������
を
評
価
的
な
視
点
か
ら
考
察
す
る
見
方
を
、�������������������
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
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ま
た
、��������������������
の
把
握
に
は
、���������������������

を
含
む
説
明
が
必
要
で
あ
る
こ
と
も
論
じ
ら
れ
、���������

���������
に
お
け
る��������
の
役
割
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。

(
19)
中
畑2003

で
の
分
析
は
理
性
と
感
情
を
考
え
る
上
で
益
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。
ま
た
、
中
畑2005���418�420

で
の
考
察
は
、
恥
を
ロ
ゴ
ス
と

の
関
連
で
述
べ
た
も
の
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。

(

20)�����
2001����24�25

参
照
。

(

21)

中
畑2003����5�36
参
照
。

(

22)��������
1973��264

で
は
単
純
な
怒
り

(���������)
を
欲
望
的
な
部
分
に
位
置
づ
け
、
魂
の

〈

気
概
の
部
分〉

を
そ
れ
か
ら
分
離
す
る
。

������
1971��112���12

で
は
、
こ
の
第
十
巻
の603��604�
の
箇
所
に
ふ
れ
て
、
第
九
巻580�

で
の

〈

気
概
の
部
分〉

に
固
有
の
快
楽
を
指

摘
し
、『

国
家』

全
編
に
亘
り

〈

気
概
の
部
分〉

は
理
知
的
部
分
と
非
理
知
的
部
分
の
二
区
分
の
中
に
納
ま
る
と
い
う
彼
の
議
論
を
補
強
す
る
。
全
編

に
亘
り
、
と
い
う
主
張
は
受
け
入
れ
難
い
が
、
第
十
巻
に
関
す
る
限
り
、
傾
聴
に
値
す
る
指
摘
か
も
し
れ
な
い
。

(

23)

松
永1987����221�243�

1993���259
で
の
、
パ
イ
デ
イ
ア
１
か
ら
パ
イ
デ
イ
ア
２
へ
の
移
行
の
問
題
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。

文
献
表

�����������
1981���������������������������������������

�����������������������
1980�����������������������������������������������������������������������

���������������������������������������
1980����69�92�

�������� ����2001����������������������������������������
�����������������

1994�������������������������������������������������������������������������
2000�

������������������
2003�������������������������������������������������������������������������

������������������������������������
2003����113�125�
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��������������
2004����������������������������������������������������������������������������������

�������������������
2004����83�116�

������������
1971���������������������������������������������������������������� ������������������

1971����96�118�����������������
1973��������������������������������������������������

2������ ��������������������������
������������������������

1999����255�264�
加
藤
信
朗1973

『

ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学』

、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
13
、
岩
波
書
店

中
畑
正
志1992

｢

プ
ラ
ト
ン

『
国
家』

に
お
け
る

〈

認
識〉

の
位
置

魂
の
三
区
分
説
へ
の
序
章

｣

、『

西
洋
古
典
学
研
究』

40
、���44�56�

―
―
―
―2003

｢〈

感
情〉

の
理
論
、
理
論
と
し
て
の

〈

感
情〉｣

、『

思
想』

948
号
、���5�36�

―
―
―
―2005

｢

ロ
ゴ
ス

｢

理
性｣
か
ら
の
解
放

｣

、『

イ
リ
ソ
ス
の
ほ
と
り』

、
世
界
思
想
社
、���407�428�

松
永
雄
二1987

｢

内
な
る
正
義｣

、『

知
と
不
知

プ
ラ
ト
ン
哲
学
研
究
序
説』

、
東
京
大
学
出
版
会
、1993���221�243�

―
―
―
―1993

｢

た
ま
し
い
・
こ
こ
ろ
と
い
う
も
の
の
存
在｣

、『

知
と
不
知

プ
ラ
ト
ン
哲
学
研
究
序
説』

、
東
京
大
学
出
版
会
、1993���247�274�

吉
田
雅
章1984

｢

正
義
論
と
専
業
の
原
則｣

、『

長
崎
大
学
教
養
部
紀
要

(

人
文
科
学
篇)』

第
25
巻

第
１
号
、1984����1�25�

プ
ラ
ト
ン
の
テ
ク
ス
ト
の
訳
文
は
、『

国
家』

の
藤
沢
令
夫
訳
を
は
じ
め
と
し
て
、
岩
波
版

『

プ
ラ
ト
ン
全
集』

に
準
拠
し
た
。

な
お
、
本
稿
は
平
成
一
七
年
度
の
九
州
大
学
哲
学
会
で
の
発
表
を
も
と
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
折
り
に
、
た
く
さ
ん
の
方
々
か
ら
有
益
な
ご

質
問
を
い
た
だ
い
た
。
と
り
わ
け
、
小
林
信
行
先
生
の
特
定
質
問
か
ら
は
、
多
く
の
こ
と
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
谷
隆
一
郎
先
生
に
は
、
教
父
哲

学
に
お
け
る
理
性
と
感
情
の
調
和
に
つ
い
て
ご
教
示
い
た
だ
き
、
菅
豊
彦
先
生
に
は
、
ア
ク
ラ
シ
ア
の
問
題
の
指
摘
と
、
そ
の
後
幾
度
に
も
わ
た
る
ご
意
見
を

い
た
だ
い
た
。
併
せ
て
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

(

平
成
五
年
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
単
位
取
得
退
学
・
熊
本
学
園
大
学
助
教
授)
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