
二
ー
チ
ェ

の
ソ
ク
ラ
テ
ス
像

『
悲
劇
の
誕
生
』
及
び
『
人
問
的
な
、
あ
ま
り
に
人
問
的
な
も
の
』
に
お
い
て

菅
　
野
　
孝
彦

は
じ
め
に

　
二
i
チ
ェ
が
、
処
女
作
で
あ
る
『
悲
劇
の
誕
生
』
に
お
い
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス

を
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
を
解
体
に
至
ら
し
め
た
元
凶
と
み
た
し
て
い
る
こ
と
は
、
つ

と
に
知
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
は
た
し
て
二
ー
チ
ェ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
理
解
は
こ

れ
に
尽
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
本
稿
で
は
『
悲
劇
の
誕
生
』
及
び
『
人

問
的
な
、
あ
ま
り
に
人
間
的
な
も
の
』
の
二
著
作
に
お
け
る
二
ー
チ
ェ
の
ソ
ク

ラ
テ
ス
像
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
間
題
し
は
、
二
ー
チ
ェ
の
思
想
展
開
に
お
い
て
、
そ
の
変
化

の
メ
ル
ク
マ
i
ル
と
な
っ
て
い
る
。
ワ
ル
タ
ー
。
カ
ウ
フ
マ
ソ
は
『
二
ー
チ
ェ

ー
哲
学
者
。
心
理
学
者
・
反
キ
リ
ス
ト
者
1
』
の
中
で
、
二
ー
チ
ェ
の
思
想
的

営
為
の
全
領
域
に
渡
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
ヘ
の
言
及
を
展
望
し
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
「
二
ー
チ
ェ
思
想
の
焦
点
で
あ
る
彼
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
対
す
る
態

度
は
、
彼
が
心
に
描
く
人
間
の
像
ぼ
か
り
で
な
く
、
理
性
や
道
徳
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

彼
の
観
方
を
反
映
さ
せ
て
い
る
」
。
カ
ウ
フ
マ
ソ
は
、
こ
の
よ
う
に
二
ー
チ
ェ

の
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
を
二
ー
チ
ェ
に
お
げ
る
思
想
的
変
化
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し

て
と
ら
え
て
い
る
。
ま
た
、
『
二
ー
チ
ェ
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
』
と
題
し
浩
灘
な
二

ー
チ
ェ
研
究
書
を
著
し
た
ヘ
ル
マ
ソ
。
ヨ
ー
ゼ
フ
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
「
ソ
ク

ラ
テ
ス
は
、
二
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
『
悲
劇
の
誕
生
』
か
ら
『
偶
像
の
黄
昏
』
に

至
る
ま
で
、
そ
の
つ
ど
自
ら
の
思
惟
の
根
本
的
立
場
を
具
現
化
（
く
蟹
ζ
石
⑦
－

　
　
　
（
2
）

『
暮
σ
q
）
す
る
。
」
と
語
っ
て
い
る
。

　
か
く
し
て
、
二
ー
チ
ェ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
間
い
も

ま
た
、
狭
義
に
は
上
記
二
著
作
間
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
の
表
面
に
現
れ
た

変
化
を
追
う
こ
と
で
あ
る
が
、
た
ん
に
そ
れ
に
と
ど
ま
る
一
」
と
な
く
、
ソ
ク
ラ

テ
ス
像
を
い
わ
ば
鏡
と
し
て
、
そ
こ
に
二
ー
チ
ェ
思
想
の
変
容
・
発
展
を
映
し

出
す
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
二
ー
チ
ェ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
わ
れ
わ
れ

の
確
認
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
二
ー
チ
ェ
の
描
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
が

史
実
に
基
づ
い
た
も
の
と
言
え
る
か
ど
う
か
、
ま
た
も
し
基
づ
い
て
い
な
い
と

し
た
な
ら
ぱ
、
は
た
し
て
二
ー
チ
ェ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
を
間
題
と
す
る
こ
と
は

可
能
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
小
野
浩
氏
は
「
歴
史
的
ソ

ク
ラ
テ
ス
像
に
照
準
し
、
そ
の
何
人
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
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と
こ
ろ
に
彼
〔
ニ
イ
チ
ェ
〕
の
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
た
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
心

理
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
か
に
み
え
る
と
こ
ろ
で
も
、
眼
目
は
あ
く
ま
で
も
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

イ
チ
ェ
自
身
の
哲
学
的
思
想
の
筋
を
と
お
そ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
り

…
」
と
語
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
氏
は
、
わ
れ
わ
れ
が
プ
ラ
ト
ン
、
ク
セ
ノ
フ
ォ

ン
、
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
介
L
て
獲
得
L
得
る
と
考
え

て
い
る
史
実
上
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
も
ま
た
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
真
の
像
を
把
握
し

切
れ
ぬ
と
い
う
点
に
お
い
て
、
や
は
り
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
神
話
」
の
域
を
出
る
こ

と
は
な
い
、
と
続
け
る
。
H
・
J
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
も
、
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ー
チ
ェ
の
描
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
と
の
不
一
致
を
指
摘
す
る
が
、
彼
も
二
ー
チ
ェ

の
描
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
に
二
ー
チ
ェ
自
身
の
思
想
展
開
を
見
出
L
て
い
る
。
そ

れ
は
、
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
二
ー
チ
ェ
の
自
已
解
釈
の
暗
号
と
し
て
つ
づ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

て
い
る
。
…
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
基
本
的
に
二
ー
チ
ェ
の
生
き
写
」
で
あ
る
。
」

と
い
う
言
葉
に
如
実
に
表
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
二
　
『
悲
劇
の
誕
生
』
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
像

　
全
二
十
五
章
か
ら
成
る
『
悲
劇
の
誕
生
』
で
は
、
一
章
か
ら
十
章
に
お
い
て

ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
誕
生
に
つ
い
て
語
ら
れ
、
そ
の
後
十
九
章
ま
で
は
誕
生
L
た

ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
死
及
び
そ
の
背
景
を
な
す
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
知
に
つ
い
て
言
及

さ
れ
、
さ
ら
に
二
十
章
か
ら
終
章
に
か
け
て
は
、
一
度
は
死
し
た
悲
劇
が
ヴ
プ

ー
グ
ナ
ー
の
楽
劇
に
お
い
て
再
生
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
一
」
の
書
の
内
容
は
、
次
ゆ
よ
う
に
要
約
さ
れ
る
。
．
二
ー
チ
手
は
、
ま
ず
芸
術
、

の
原
理
と
し
て
「
ア
ポ
ロ
的
な
も
の
」
と
「
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
」
と

い
う
対
概
念
を
提
示
す
る
。
「
ア
ポ
ロ
的
た
も
の
」
は
静
澄
さ
と
均
衡
を
表
し
、

根
源
的
意
志
が
生
に
分
化
し
た
現
象
で
あ
り
、
他
方
「
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
た

も
の
」
は
激
清
と
陶
酔
を
表
し
、
生
の
根
源
に
潜
む
意
志
で
あ
る
。
ア
ポ
ロ
的

な
絵
画
。
彫
刻
等
の
造
形
芸
術
と
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
た
音
楽
と
が
相
ま
っ
て

悲
劇
を
形
成
す
る
。
す
な
わ
ち
、
コ
ー
ラ
ス
が
歌
う
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
滉
沌

を
ア
ポ
四
的
舞
台
芸
術
に
お
い
て
造
形
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
の
全
体
性
を

形
象
化
し
た
と
き
、
悲
劇
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
L
か
し
、
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス

が
悲
劇
を
創
作
し
鑑
賞
す
る
基
盤
と
し
て
知
性
を
求
め
た
と
き
、
悲
劇
は
解
休

の
道
を
歩
み
始
め
る
。
こ
の
遺
を
歩
ま
せ
し
む
る
者
こ
そ
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
あ

り
、
そ
の
影
が
近
代
世
界
ま
で
お
お
う
の
で
あ
る
。
こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
知
に

お
お
わ
れ
た
世
界
に
お
い
て
、
生
の
深
淵
を
悲
劇
に
よ
っ
て
肯
定
す
る
ギ
リ
シ

ァ
人
の
生
き
方
を
求
め
る
べ
く
、
二
ー
チ
ェ
は
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
に
向
か
う
の
で

あ
る
。
こ
の
著
作
に
お
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
「
彼
以
前
に
は
お
よ
そ
前
例
の
な

い
存
在
形
式
の
典
型
、
す
な
わ
ち
理
論
的
人
間
（
宗
二
肝
◎
曇
一
ω
o
訂
竃
g
8
げ
）

の
典
型
」
（
畠
ご
覇
）
と
、
ま
た
「
理
論
的
人
問
の
原
像
や
始
祖
」
（
冒
レ
曽
）

と
規
定
さ
れ
る
。
二
ー
チ
ェ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
の
本
質
を
、
こ
の
「
理
論
的
人

間
」
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
「
理
論
的
人
問
」
に
つ
い
て

間
う
こ
と
は
、
二
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
「
科
学
」
を
問
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
た

い
。
事
実
、
一
八
八
六
年
の
『
悲
劇
の
誕
生
』
の
新
版
に
付
記
さ
れ
た
「
自
已

批
判
の
試
み
」
の
中
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
当
時
、
私
が
と
ら

え
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
、
そ
れ
は
一
つ
の
新
」
い
間
題
で
あ
っ
た
。
今
目
の

私
で
あ
れ
ぼ
、
そ
れ
を
科
学
の
間
題
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
で
あ
ろ
う
」

（
員
ご
5
。
こ
へ
よ
う
に
、
「
理
諭
的
人
間
」
、
つ
ま
り
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
間
題

は
、
二
ー
チ
ェ
に
お
い
て
「
生
の
徴
侯
」
（
匿
ご
①
）
と
L
て
の
科
学
の
間
題

と
な
る
。
だ
が
、
こ
の
「
科
学
」
は
、
数
学
・
物
理
学
の
よ
う
な
厳
密
た
自
然

科
学
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
、
広
い
意
味
で
十
九
世
紀
に
め
ざ
ま
し
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い
発
展
を
示
し
た
文
献
学
や
歴
史
学
、
あ
る
い
は
そ
う
L
た
実
証
を
旨
と
し
た

諸
学
の
趨
勢
を
意
味
し
て
い
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
二

ー
チ
ェ
が
科
学
を
間
題
と
す
る
に
あ
た
っ
て
常
に
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、

　
　
　
　
（
6
）

学
の
基
礎
づ
け
で
は
な
く
、
生
の
徴
侯
と
し
て
の
科
学
が
、
生
に
対
し
て
い
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

ぼ
ど
の
よ
う
た
利
と
害
を
も
っ
か
と
い
う
間
題
意
識
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
二
－
チ
ェ
は
「
理
論
的
人
間
」
の
生
の
営
み
と
し
て
の
科
学
が
そ
の
根
底

に
も
っ
て
い
る
傾
向
を
間
う
の
で
あ
る
。

　
二
ー
チ
ェ
は
、
科
学
の
特
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
私
が
科
学

の
精
神
と
い
う
言
葉
で
理
解
し
て
い
る
も
の
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
い
て
世
に

初
め
て
現
れ
た
あ
の
信
念
、
自
然
の
究
明
可
能
性
と
知
識
の
普
遍
的
治
癒
力

（
q
ま
毒
嚢
爵
⑭
寿
H
峯
）
に
対
す
る
あ
の
信
念
で
あ
る
」
（
憂
ご
H
◎
べ
）
。
「
存
在

を
理
解
可
能
な
も
の
、
立
証
ず
み
の
も
の
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
こ
そ
、
科
学

の
使
命
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（
Φ
匡
・
）
。
あ
ら
ゆ
る
存
在
す
る
も
の
を
理
解
可
能

と
し
、
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
す
る
科
学
が
、
神
話
や
悲
劇
の
永
遠
妥
当
性
に
寄

せ
ら
れ
た
「
素
朴
た
信
頼
感
（
影
ω
罵
才
①
N
呉
H
竃
雪
）
」
（
曽
一
L
旨
）
を
否

定
す
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
が
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
や
ソ
フ
ォ

ク
レ
ス
の
悲
劇
に
唱
え
た
異
議
は
、
ま
さ
に
こ
の
論
理
に
基
づ
い
て
い
た
、
と

二
ー
チ
ェ
は
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
は
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
や

ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
に
お
け
る
悲
劇
の
永
遠
妥
当
性
へ
の
素
朴
な
信
頼
感
に
替
え

て
、
知
性
に
よ
る
悲
劇
の
基
礎
づ
げ
を
行
お
う
と
L
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
二
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ぼ
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
う
L
た
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
唯
一

の
理
解
者
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
二
i
チ
ェ
は
、
悲
劇
を
死
に
至
ら
し
め
た
彼
ら
の
思
惟
を
、
ア
ポ

ロ
的
傾
向
。
論
理
的
本
性
の
一
種
の
異
常
な
発
展
と
み
な
す
（
5
一
〇
。
①
）
。
ア

ポ
ロ
的
と
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
と
の
対
概
念
に
お
げ
る
均
衡
が
、
ア
ポ
ロ
的
な

も
の
の
肥
大
と
と
も
に
崩
れ
、
悲
劇
は
解
体
す
る
の
で
あ
る
。
「
理
論
的
人
間
」

が
「
思
惟
は
因
果
律
と
い
う
導
き
の
糸
を
た
ぐ
っ
て
、
存
在
の
最
も
深
き
淵
の

中
に
ま
で
到
達
す
る
と
い
う
信
念
、
思
惟
は
存
在
を
認
識
す
る
ぼ
か
り
で
な

く
、
修
正
す
る
こ
と
さ
え
も
で
き
る
と
い
う
あ
の
不
動
の
信
念
」
（
目
ご
H
S
）

を
持
つ
と
き
、
「
世
界
の
論
理
化
」
（
虜
ご
－
O
）
が
始
ま
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
像

は
、
こ
の
「
世
界
の
論
理
化
」
過
程
の
象
徴
で
あ
る
。
二
ー
チ
ェ
は
言
う
。

「
死
に
お
も
む
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
像
は
、
知
識
と
論
証
と
に
よ
っ
て
死
の
恐
怖

か
ら
免
れ
た
人
間
の
像
と
し
て
科
学
の
門
口
に
掲
げ
ら
れ
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
に

科
学
の
使
命
を
想
起
さ
せ
る
紋
章
の
楯
で
あ
る
」
（
虜
ご
H
ミ
）
。

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
に
お
い
て
顕
在
化
し
た
、
思
惟
に
よ
っ
て
あ

ら
ゆ
る
も
の
が
認
識
可
能
で
あ
り
、
修
正
可
能
で
あ
る
と
い
う
「
世
界
の
論
理

化
」
過
程
は
、
た
ん
に
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
解
体
の
時
点
に
お
い
て
の
み
み
ら
れ
る

も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
二
ー
チ
ェ
は
、
そ
の
過
程
を
近
代
に
ま
で
至
る
世
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

史
的
バ
ー
ス
ベ
ク
テ
ィ
ブ
の
中
で
と
ら
え
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
影
響
は
、
こ
の
瞬

間
に
至
る
ま
で
、
い
や
未
来
永
劫
に
渡
っ
て
、
さ
な
が
ら
夕
目
の
中
で
増
々
大

き
く
な
っ
て
ゆ
く
影
の
よ
う
に
後
世
全
体
を
お
お
い
つ
く
し
て
広
が
っ
て
い
っ

た
」
（
冒
ご
竃
）
と
い
う
泰
実
を
指
摘
す
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
影
響
を
歴
史
的

バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
二
i
チ
ェ
の
視
点
に
着
目
す
る
と

ぎ
、
『
悲
劇
の
誕
生
』
の
真
の
関
心
は
現
代
批
判
に
こ
そ
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
、
と
思
わ
ざ
る
を
得
た
い
。
事
実
、
彼
は
論
難
の
鉾
先
を
自
ら
の
生
き
る
近

代
へ
と
向
け
る
。
二
i
チ
ェ
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
影
響
1
「
世
界
の
論
理
化
」

に
基
づ
く
文
化
を
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
文
化
、
ア
レ
ク
サ
ソ
ド
リ
ア
文
化
」
（
冒
ご

一
曽
）
と
よ
び
、
次
の
よ
う
に
語
る
。
「
わ
れ
わ
れ
の
近
代
世
界
全
体
は
、
ア
レ
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ク
サ
ソ
ド
リ
ア
文
化
の
網
の
中
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
理
想
と
さ
れ

て
い
る
人
問
と
は
、
高
度
な
認
識
の
力
を
具
え
て
い
る
科
学
の
た
め
に
働
く
理

論
的
人
問
の
こ
と
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
原
像
と
し
始
祖
と
す
る
あ
の
理
論

的
人
問
で
あ
る
」
（
①
証
．
）
。
こ
う
し
た
歴
史
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
立
っ
て

初
め
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
二
ー
チ
ェ
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
投
げ
か
け
た
言
葉
の
意

味
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
二
ー
チ
ェ
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
世
界
史
的
重
み

を
持
つ
存
在
と
み
な
し
て
「
現
代
の
驚
異
的
と
も
い
う
ぺ
き
高
い
知
識
の
ピ
ラ

ミ
ッ
ド
と
と
も
に
思
い
浮
か
ぺ
る
な
ら
ぱ
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
中
に
、
い
わ
ゆ
る

世
界
史
と
い
う
も
の
の
一
つ
の
転
回
点
と
渦
巻
を
み
な
い
わ
け
に
は
い
か
な

い
」
（
員
ご
鵠
）
と
語
る
。

　
し
か
し
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
位
置
づ
げ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
対
し
て
二
ー

チ
ェ
は
ど
の
よ
う
な
評
価
を
下
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
間
い
に
答
え
る
前

に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
H
科
学
の
基
本
的
特
性
を
さ
ら
に
二
つ
の
観
点
か
ら
考
え
て

み
た
い
。
そ
の
一
つ
は
「
論
理
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
主
義
」
の
間
題
で
あ
り
、
他
の

一
つ
は
そ
一
」
に
み
ら
れ
る
「
楽
天
主
義
的
要
素
」
の
間
題
で
あ
る
。

「
世
界
の
論
理
化
」
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
世
界
の
一
切
の
存
在
を

論
理
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
立
場
で
あ
っ
て
、
二
ー
チ
ェ

は
こ
の
傾
向
を
「
論
理
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
主
義
（
宗
二
〇
σ
q
一
ω
o
訂
ω
◎
ζ
邑
ω
嘗
ぱ
ω
）

と
い
う
巨
大
な
動
輪
」
（
曽
ご
o
。
べ
）
と
よ
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
は
ア
ポ
回
的
明

朗
性
。
節
度
。
秩
序
が
、
「
諭
理
的
図
式
主
義
」
（
虜
ご
8
）
の
も
と
で
デ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
　
　
o
　
　
o
　
　
o

オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
豊
穣
・
充
濫
を
蚕
食
L
、
一
切
の
存
在
が
論
理
的
に
（
圏
点
筆

者
）
理
解
可
能
な
存
在
と
み
た
さ
れ
る
。
い
わ
ぼ
、
自
然
か
ら
概
念
を
形
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

L
、
逆
に
そ
の
概
念
の
世
界
に
自
然
を
閉
じ
込
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
二
ー

チ
ェ
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
た
だ
の
一
度
で
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
認
識

の
喜
び
の
味
を
し
め
た
者
は
、
そ
し
て
そ
の
認
識
が
現
象
界
全
体
を
お
お
い
包

も
う
と
増
々
版
図
を
拡
大
し
て
い
く
さ
ま
を
身
に
し
み
て
感
じ
た
老
は
、
　
…
こ

の
認
識
の
世
界
征
覇
を
完
成
し
、
こ
の
認
識
の
網
の
目
を
す
き
ま
な
く
張
り
め

ぐ
ら
そ
う
と
す
る
こ
と
へ
の
欲
望
以
外
に
、
も
は
や
い
か
な
る
激
し
い
刺
激
も

け
っ
し
て
感
ず
る
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
」
（
旨
ご
雪
）
。

■
こ
の
よ
う
に
二
ー
チ
ェ
は
、
「
論
理
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
主
義
」
の
巨
大
な
影
が
、

現
象
界
の
認
識
に
と
ど
ま
る
こ
と
た
く
、
生
の
領
域
へ
も
向
か
う
こ
と
を
危
慎

す
る
の
で
あ
る
。
次
の
言
葉
が
こ
れ
を
さ
ら
に
明
確
に
す
る
。
「
最
も
崇
高
な

倫
理
的
行
為
さ
え
、
つ
ま
り
同
情
心
・
犠
牲
的
精
神
・
英
雄
的
精
神
さ
え
、
さ

ら
に
は
ア
ポ
ロ
的
ギ
リ
シ
ア
人
が
思
慮
と
よ
ん
だ
あ
の
得
が
た
い
凪
の
ご
と
き

魂
の
安
ら
ぎ
さ
え
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
そ
の
後
継
者
達
の
手
に
よ
っ
て
、
現
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
　
　
o
　
　
o
　
　
o

に
至
る
ま
で
知
的
弁
証
法
か
ら
演
緯
さ
れ
て
き
た
し
、
し
た
が
っ
て
教
え
う
る

o
　
　
o

も
の
と
み
な
さ
れ
て
き
た
」
（
③
臣
・
）
。
ギ
リ
シ
ア
人
に
お
い
て
「
素
朴
な
信
頼

感
」
を
も
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
同
情
心
・
犠
牲
的
精
神
・
英
雄
的
精

神
、
さ
ら
に
は
凪
の
ご
と
き
魂
の
安
ら
ぎ
、
こ
れ
ら
も
確
固
と
し
た
知
的
根
拠

を
欠
く
が
ゆ
え
に
、
悲
劇
と
同
様
に
解
体
さ
れ
、
新
た
に
「
論
理
的
ソ
ク
ラ
テ

ス
主
義
」
の
網
に
絡
め
と
ら
れ
弁
証
法
に
よ
っ
て
演
緯
さ
れ
る
に
お
よ
ん
だ
。

た
し
か
に
二
ー
チ
ェ
は
こ
の
史
的
事
実
を
認
め
る
が
、
同
情
心
・
犠
牲
的
精
神

等
へ
の
二
ー
チ
ェ
の
理
解
は
変
化
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
、
「
論
理
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
主
義
」
に
よ
る
論
理
化
と
は
、
存
在
す
る
事
物
問

の
連
関
、
つ
ま
り
因
果
律
と
い
う
導
き
の
糸
を
思
惟
に
よ
っ
て
見
出
そ
う
と
す

る
試
み
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
二
ー
チ
ェ
の
求
め
る
あ
の

「
存
在
の
母
達
へ
の
道
、
事
物
の
内
奥
の
核
心
へ
の
道
」
（
目
ぎ
竈
）
へ
、
け

っ
し
て
至
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
の
は
、
存
在
す
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る
事
物
間
の
連
関
で
は
な
く
、
事
物
の
存
在
そ
れ
自
体
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
こ
に
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
「
素
朴
な
信
頼
感
」
を
寄
せ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

は
教
え
う
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
彼
の
主
張
な
の
で
あ
る
。

「
論
理
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
主
義
」
の
第
二
の
基
本
性
格
と
し
て
、
「
楽
天
主
義
的

要
素
」
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
一
切
の
事
物
を
論
理
的
に
把
握

す
る
こ
と
が
可
能
た
の
だ
、
と
い
う
理
論
的
人
閻
の
先
の
信
念
に
ほ
か
な
ら
た

・
い
が
、
一
歩
退
い
て
考
え
る
な
ら
ぱ
直
ち
に
そ
の
脆
弱
さ
が
顕
わ
に
な
る
。
と

い
う
の
も
、
一
切
の
事
物
が
論
理
的
に
把
握
可
能
で
あ
る
と
い
う
信
念
も
、
や

は
り
一
つ
の
信
念
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
何
ら
の
根
拠
も
持
ち
得
な
い
こ
と

が
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
何
ら
の
根
拠
も
存
在
し
た
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
あ
た
か
も
揺
る
ぎ
な
き
根
拠
が
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
う
点
に
、

二
i
チ
ェ
は
理
論
的
人
間
の
「
楽
天
主
義
的
要
素
」
を
み
る
の
で
あ
る
。
「
誰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

が
、
弁
証
法
の
本
質
に
お
け
る
楽
天
主
義
的
要
素
を
見
誤
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
、
結
論
の
度
毎
に
は
な
ぼ
な
し
く
そ
れ
を
祝
い
、
そ
し
て
た
だ
感
動

の
な
い
明
噺
と
感
動
の
な
い
意
識
の
中
で
し
か
呼
吸
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
あ

の
楽
天
主
義
的
要
素
を
」
（
曽
ご
8
）
。
あ
る
い
は
「
楽
天
主
義
的
た
科
学
、

始
祖
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
先
頭
に
立
て
た
科
学
」
（
亀
ご
竃
）
と
も
言
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
楽
天
主
義
的
認
識
H
科
学
に
は
、
解
明
不
可
能
な
も
の
は
存
在
し

な
い
。
た
と
え
、
今
こ
の
時
点
に
お
い
て
解
明
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
弁

証
法
的
知
を
通
じ
て
「
論
理
化
」
L
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
二
ー

チ
ェ
が
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
に
見
出
し
た
「
運
命
に
お
げ
る
苦
悩
。
苦
悩
の
切
実
た

克
服
。
様
々
な
動
機
の
痛
ま
し
い
対
立
」
（
ヲ
し
ミ
）
は
み
ら
れ
な
い
の
で

あ
る
。
た
し
か
に
こ
の
科
学
の
知
は
、
現
象
全
体
を
「
論
理
化
」
L
「
現
実
」

と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
提
示
す
る
（
①
竃
。
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
運
命
に
お
け
る

苦
悩
・
苦
悩
の
切
実
な
克
服
。
様
々
な
動
機
の
痛
ま
し
い
対
立
」
が
わ
れ
わ
れ

に
提
示
す
る
の
は
、
「
人
生
（
『
げ
竃
）
」
な
の
で
あ
る
（
禺
ご
崖
声
）
口
こ
れ

が
、
「
論
理
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
主
義
」
n
科
学
と
「
悲
劇
的
認
識
」
と
の
埋
め
が

た
い
溝
で
あ
る
。
二
－
チ
ェ
は
、
人
生
に
対
す
る
二
様
の
あ
り
方
を
対
比
L
つ

つ
適
確
に
示
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
　
　
o
　
　
o

「
理
論
的
人
問
」
は
、
人
生
に
対
し
て
「
人
生
よ
、
私
は
お
前
を
欲
す
る
。
お

前
は
認
識
さ
れ
る
に
値
す
る
か
ら
」
（
胃
ご
ご
H
）
と
語
る
。
　
一
方
「
悲
劇
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
　
　
o
　
　
o
　
　
o
　
　
o

認
識
」
に
お
い
て
は
、
悲
劇
が
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
「
見
よ
、
よ
く
見
る
が
い

い
。
こ
れ
が
お
前
た
ち
の
人
生
だ
。
こ
れ
が
お
前
た
ち
の
生
活
の
時
（
o
霧
臥
罵
・

臣
・
）
な
の
だ
。
」
（
自
ご
崖
べ
）
と
語
る
。
こ
の
対
比
に
お
い
て
も
、
人
生
す

ら
認
識
可
能
と
み
な
す
「
理
論
的
人
間
」
の
楽
天
主
義
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
だ
が
そ
の
認
識
可
能
性
は
、
人
生
の
全
貌
に
お
い
て
で
は
た
く
、
い
わ
ぼ

歪
め
ら
れ
た
人
生
に
お
け
る
可
能
性
な
の
で
あ
る
。
「
理
論
的
人
問
の
晴
朗
さ

は
、
知
識
に
よ
る
世
界
の
修
正
を
信
じ
、
科
学
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
人
生
を
信

じ
、
個
々
の
人
間
を
解
決
可
能
な
課
題
か
ら
な
る
ご
く
狭
い
枠
の
中
に
封
じ
込

め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
（
冒
一
H
旨
）
。
　
っ
ま
り
理
論
的
人
間
に
と
っ

　
　
o
　
　
o
　
　
o
　
　
o
　
　
o
　
　
o
　
　
o
　
　
o
　
　
o
　
　
o
　
　
o
　
　
o

て
、
認
識
可
能
な
領
域
こ
そ
が
人
生
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
知
識
に
よ
っ
て
封

じ
込
め
ら
れ
た
人
生
と
杢
言
え
よ
う
。
一
方
「
悲
劇
的
認
識
」
に
お
い
て
は
、

人
生
は
良
き
こ
と
で
あ
れ
、
悪
し
き
こ
と
で
あ
れ
、
迫
り
来
る
す
べ
て
で
あ

る
。

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
端
を
発
す
る
「
論
理
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
主
義
」
1
－
科
学
的
認
識

の
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
し
ら
ぬ
か
の
よ
う
な
展
開
は
、
さ
ら
に
続
く
の
で
あ
ろ

う
か
。
二
ー
チ
ェ
は
、
自
ら
の
時
代
が
近
代
の
ア
レ
ク
サ
ソ
ド
リ
ア
文
化
と
新

た
な
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
英
知
（
オ
①
一
浄
艮
）
の
文
化
の
境
界
線
に
立
つ
と
語
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り
（
旨
L
豊
）
、
こ
の
新
た
な
悲
戯
的
文
化
へ
の
移
行
に
「
論
理
的
ソ
ク
ラ

テ
ス
主
義
」
の
破
綻
を
見
出
す
。
彼
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
科
学
は
、

そ
の
た
く
ま
し
い
妄
想
に
よ
っ
て
抽
車
を
か
け
ら
れ
、
絶
え
間
な
く
そ
の
隈
界

へ
と
急
ぐ
。
そ
し
て
そ
こ
で
、
論
理
の
本
質
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
た
楽
天
主
義

は
頓
挫
す
る
に
至
る
」
（
畠
ご
雪
）
。
「
論
理
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
主
義
」
の
破
綻

は
、
科
学
的
論
理
に
隠
さ
れ
て
い
た
楽
天
主
義
の
頓
挫
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
科

学
の
隈
界
に
お
い
て
生
じ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
限
界
点
に
お
い
て
「
人
は
論
理

が
論
理
そ
れ
自
体
の
回
り
を
空
し
く
回
る
だ
げ
で
あ
る
こ
と
を
、
ま
た
し
ま
い

に
は
論
理
が
論
理
の
尻
尾
に
か
み
つ
く
さ
ま
を
み
て
樗
然
と
す
る
。
」
（
①
臣
．
）

と
二
ー
チ
ェ
は
語
る
。
「
論
理
が
論
理
の
尻
尾
に
か
み
つ
く
」
と
は
、
何
と
巧

み
な
二
ー
チ
ェ
の
比
楡
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
こ
れ
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
既

述
し
た
「
素
朴
な
信
頼
感
」
を
も
っ
て
受
け
入
れ
て
い
た
領
域
に
お
げ
る
、

「
論
理
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
主
義
」
の
破
綻
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

そ
の
世
界
の
論
理
化
は
、
「
論
理
が
論
理
の
尻
尾
に
か
み
つ
い
た
」
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
り
、
「
存
在
の
母
達
へ
の
道
、
事
物
の
内
奥
の
核
心
へ
の
遺
」
に
関

す
る
思
惟
と
は
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
二
ー
チ
ェ
は
、
近
代
人
の
か
か
る
状
況

を
「
荒
涼
と
広
が
る
知
識
の
大
海
原
か
ら
、
は
る
か
に
あ
る
岸
辺
を
憧
が
れ
る

あ
り
さ
ま
」
（
昌
ご
H
嵩
）
と
語
る
。
「
世
界
の
論
理
化
」
に
よ
っ
て
「
論
理
的

ソ
ク
ラ
テ
ス
主
義
し
の
得
た
ぽ
う
大
な
量
の
知
識
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら

の
知
識
が
現
象
界
の
「
現
実
」
を
提
示
す
る
の
み
で
あ
り
、
人
生
の
重
み
に
何

ら
答
え
る
も
の
で
は
な
い
が
ゆ
え
に
、
「
近
代
人
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
認
識
意

欲
の
隈
界
を
予
感
し
始
め
る
」
（
⑦
匡
・
）
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
う
し
た
近
代

人
の
あ
り
さ
ま
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ノ
イ
ラ
i
ト
の
舟
」
の
ご
と
く
、
豊
穣
と
い

う
よ
り
も
過
剰
な
知
識
の
大
海
原
の
波
浪
の
中
に
漂
う
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
で
ば
一
体
「
論
理
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
主
義
」
の
破
綻
、
科
学
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

認
識
の
限
界
の
中
に
「
悲
劇
の
再
生
」
を
み
る
二
ー
チ
ェ
は
、
そ
こ
で
何
を
語

ろ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
、
悲
劇
的
文
化
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
つ
い

て
語
る
。
「
悲
劇
的
文
化
の
最
も
重
要
な
特
徴
は
、
科
学
に
替
っ
て
英
知
（
峯
昏
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

肝
6
が
最
高
の
目
標
と
み
な
さ
れ
る
点
で
あ
る
」
（
匿
ご
H
崖
）
。
「
世
界
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
　
　
o

論
理
化
」
と
い
う
「
論
理
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
主
義
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
「
科
学
」

を
、
二
ー
チ
ェ
は
、
歴
史
上
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
に
お
い
て
た
し
か
に
顕
在
し
た

　
o
　
　
o

「
英
知
し
で
代
替
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
「
科
学
」
と
「
英
知
」
と
の
相
違

を
次
の
言
葉
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
英
知
は
、
世
界
の
全
体
像
の
中
に

永
遠
の
苦
悩
を
見
、
し
か
も
そ
れ
を
自
己
自
身
の
経
験
と
し
て
、
同
情
的
な
愛

を
も
っ
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
」
（
①
臣
。
）
。
す
な
わ
ち
、
「
科
学
」
に
お
い
て

は
「
論
理
化
」
さ
れ
る
も
の
こ
そ
が
現
象
す
る
の
で
あ
り
、
他
方
「
英
知
」
に

お
い
て
は
現
象
す
る
も
の
が
「
素
朴
な
信
頼
感
」
を
も
っ
て
受
げ
入
れ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
最
も
善
い
こ
と
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ

り
、
次
に
善
い
こ
と
は
す
ぐ
に
死
ぬ
こ
と
だ
。
」
と
い
う
シ
レ
ノ
ス
的
英
知
は
、

「
科
学
」
に
お
い
て
は
理
解
さ
れ
得
な
い
ま
ま
に
終
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
二

－
チ
ェ
の
求
め
る
知
と
は
、
そ
う
し
た
科
学
的
知
の
不
毛
さ
を
乗
り
越
え
た
、

自
ら
の
生
H
人
生
の
真
の
意
義
を
そ
の
体
験
に
お
い
て
間
い
う
る
知
な
の
で
あ

る
。　

以
上
が
、
『
悲
劇
の
誕
生
』
に
お
け
る
二
ー
チ
ェ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
、
と
い

う
よ
り
も
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
間
題
」
を
介
し
て
の
二
－
チ
ェ
思
想
の
展
開
で
あ

る
。

禍



三

　
『
人
間
的
な
、
あ
衷
り
に
人
間
的
な
毛
の
』

に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
像

　
次
に
『
人
間
的
な
、
あ
ま
り
に
人
問
的
た
も
の
』
に
お
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
ヘ

の
二
ー
チ
ェ
の
言
及
を
と
り
あ
げ
る
が
、
そ
れ
は
『
悲
劇
の
誕
生
』
以
後
こ
の

薯
作
に
お
い
て
初
め
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
ヘ
の
言
及
が
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、
こ
れ
ら
の
著
作
を
隔
て
る
六
年
の
問

に
二
ー
チ
ェ
が
公
刊
し
た
の
は
『
反
時
代
的
考
察
』
の
一
書
に
す
ぎ
ず
、
そ
の

意
味
で
『
人
間
的
な
、
あ
ま
り
に
人
間
的
な
も
の
』
を
、
再
び
ソ
ク
ラ
テ
ス
ヘ

の
言
及
を
開
始
し
た
書
と
し
て
取
り
あ
げ
る
こ
と
は
故
な
き
こ
と
で
は
な
い
。

し
か
し
、
一
た
び
彼
の
遺
稿
に
眼
を
や
る
な
ら
ぼ
、
こ
の
沈
黙
せ
る
六
年
に
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
追
）

刊
さ
れ
る
こ
と
た
く
未
完
に
終
わ
っ
た
著
作
（
2
8
釘
＆
易
ω
g
⑦
ω
o
亭
奉
①
箏
）
、

断
片
（
軍
藷
冒
⑦
艮
①
）
の
何
と
多
く
み
ら
れ
る
か
に
驚
き
の
眼
を
み
は
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
や
、
そ
れ
ら
の
遺
稿
群
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
間
題
に
並
々
な

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

ら
ぬ
関
心
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
た
ら
ぼ
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
生
存
が
二
ー

チ
ェ
思
想
に
お
げ
る
一
つ
の
「
蹟
き
の
石
」
で
あ
る
こ
と
も
容
易
に
理
解
さ
れ

よ
う
。
と
は
い
え
、
遺
稿
群
に
お
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
を
取
り
出
す
と
い
う
試

　
　
　
　
　
（
1
5
）

み
は
、
そ
の
豊
穣
さ
ゆ
え
に
わ
れ
わ
れ
の
手
に
余
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ

れ
ら
遺
稿
群
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
は
様
々
に
変
転
し
、
そ
れ
を
明
ら
か
に

す
る
に
は
よ
り
欄
密
な
年
代
史
的
分
析
が
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
変
転
せ

る
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
の
一
端
を
示
め
せ
ぼ
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
『
悲
劇
の
誕
生
』
に
お
い
て
悲
劇
や
フ
ォ
ア
ゾ
ク
ラ
ー
テ
ィ
カ
の

哲
学
の
解
体
者
と
み
な
さ
れ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
、
『
ギ
リ
シ
ア
人
の
悲
劇
時
代

に
お
け
る
哲
学
』
（
一
八
七
三
年
）
で
は
タ
レ
ス
、
ア
ナ
ク
シ
マ
ソ
ド
回
ス
、

ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
、
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
、
エ
ソ
ペ
ド
ク
レ

ス
、
デ
モ
ク
リ
ト
ス
と
と
も
に
「
偉
大
な
人
間
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
「
わ
れ

わ
れ
が
常
に
愛
」
、
畏
敬
せ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
、
そ
し
て
後
世
の
ど
ん
な
認

識
に
よ
っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
奪
う
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
偉

大
な
人
間
を
明
る
み
に
出
す
こ
と
が
課
題
で
あ
る
」
（
冒
・
亀
◎
）
。
と
こ
ろ

が
、
「
科
学
と
英
知
の
闘
い
」
（
一
八
七
五
年
）
や
講
義
草
稿
で
あ
る
「
プ
ラ
ト

ソ
以
前
の
哲
学
者
達
」
（
一
八
七
二
∫
七
六
年
）
に
お
い
て
は
、
『
悲
劇
の
誕
生
』

と
軌
を
一
っ
に
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
批
判
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
彼
〔
ソ

ク
ラ
テ
ス
〕
は
、
芸
術
を
た
だ
実
践
的
た
面
や
、
誤
楽
的
な
面
か
ら
の
み
把
握

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
彼
は
、
や
は
り
悲
劇
を
軽
蔑
す
る
者
で
あ
っ
た
」
。

こ
の
よ
う
に
遺
稿
群
に
お
げ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
は
様
々
な
変
転
を
み
せ
る
の
で

あ
り
、
そ
の
変
化
を
逐
一
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
詳
細
な
年
代
史
的
研
究

が
求
め
ら
れ
る
。
本
稿
に
お
い
て
遺
稿
群
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
の
追
究
を
あ
え
て

避
け
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
の
変
化
を
『
人
問
的
な
、
あ
ま
り
に
人
間
的
な
も
の
』

に
求
め
る
の
は
、
こ
う
し
た
事
情
と
と
も
に
、
さ
ら
に
本
稿
の
目
的
が
、
ソ
ク

ラ
テ
ス
像
を
介
し
て
二
ー
チ
ェ
自
身
の
思
想
的
発
展
を
問
う
点
に
あ
る
か
ら
で

あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
『
人
間
的
な
、
あ
ま
り
に
人
問
的
な
も
の
』
に
お
い
て
『
悲
劇

の
誕
生
』
に
お
け
る
と
同
様
な
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
が
全
く
み
ら
れ
な
い
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
。
「
機
械
全
体
の
運
動
が
非
常
に
高
ま
っ
て
い
る
と
き
、
そ
の
車

輸
に
投
げ
込
ま
れ
た
、
た
っ
た
一
つ
の
石
が
、
例
え
ぼ
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
あ
っ

た
。
一
夜
に
し
て
、
あ
れ
程
驚
く
ば
か
り
に
規
則
正
し
く
迅
速
で
あ
っ
た
哲
学

的
学
問
の
発
展
が
破
壊
さ
れ
た
。
」
（
デ
一
S
O
）
と
二
ー
チ
ェ
は
語
る
が
、
こ

　
に
は
明
ら
か
に
、
フ
ォ
ア
ゾ
ク
ラ
ー
テ
ィ
カ
の
哲
学
的
発
展
を
阻
害
し
対
立

こ
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す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
像
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
L
か
し
、
こ
の
著
作
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

て
こ
う
し
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
は
き
わ
め
て
稀
有
で
あ
り
、
む
し
ろ
ソ
ク
ラ
テ
ス

の
生
彩
な
形
姿
が
『
悲
劇
の
誕
生
』
に
比
し
て
き
わ
立
っ
て
い
る
。
例
え
ぼ
、

妻
ク
サ
ン
テ
ィ
ッ
ペ
と
の
関
係
（
デ
一
8
寓
■
）
、
毒
杯
を
あ
お
ぎ
死
に
お
も

む
く
描
写
（
ヲ
・
N
竃
）
と
、
実
生
活
に
お
げ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
像
が
語
ら
れ

る
。　

こ
の
視
点
は
、
以
下
の
一
連
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
。
端
的
に
言
っ
て
そ
れ
は
、
悲
劇
を
解
体
に
至
ら
し
め
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
知

で
あ
る
「
論
理
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
主
義
」
に
お
い
て
は
忌
避
さ
れ
た
「
生
・
人
生

の
間
題
」
が
、
主
題
と
し
て
間
わ
れ
て
い
る
点
に
現
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
二

ー
チ
ェ
は
、
「
人
間
を
し
て
最
も
幸
福
に
さ
せ
る
よ
う
な
、
世
界
や
認
識
と
は

何
か
」
（
3
一
違
）
と
い
う
「
幸
福
の
観
点
」
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
学
派
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

て
哲
学
に
導
入
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
二
i
チ
ェ
に
と
っ
て
こ

の
あ
り
方
は
、
「
生
・
人
生
の
間
題
」
を
間
う
隈
り
に
お
い
て
評
価
し
得
る
も

の
で
あ
れ
、
知
徳
の
合
一
の
論
理
に
基
づ
き
「
人
間
的
な
知
識
を
根
拠
と
す
る

　
　
　
（
犯
）

倫
理
の
探
求
」
を
た
す
に
至
っ
て
は
、
不
十
分
な
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い

の
で
あ
る
。

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
か
ら
こ
う
し
た
「
論
理
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
主
義
」
の
残
津
が
消

え
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
二
ー
チ
ェ
の
思
想
的
変
化
を
み
る
こ
と
が
で

き
る
。
　
二
ー
チ
ェ
は
、
「
最
も
些
細
な
こ
と
や
最
も
目
常
的
た
こ
と
」
（
；
一

畠
◎
）
で
あ
る
「
個
々
人
の
欲
求
、
二
十
四
時
間
の
生
活
に
お
け
る
個
人
的
た

大
小
の
必
要
等
々
」
（
①
臣
・
）
を
軽
蔑
し
た
り
取
る
に
足
ら
な
い
と
み
な
し
た

り
す
る
こ
と
を
、
「
人
間
の
た
め
に
人
問
的
な
も
の
を
軽
視
す
る
高
慢
さ
」

（
⑦
竃
・
）
と
語
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
そ
う
し
た
高
慢
さ
に
全
力
を
あ
げ
て
低
抗

し
た
者
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
ま
た
、
彼
は
「
最
も
些
細
な
こ
と
や
最
も

　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
　
、
　
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

目
常
な
こ
と
」
を
「
最
も
身
近
き
事
物
（
震
①
靱
茅
昌
洋
訂
↓
8
9
謁
①
）
」
と
よ

び
、
そ
の
重
視
を
語
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
、
伝
統
的
な
形
而
上
学
や
道
徳
、

宗
教
の
背
後
世
界
的
思
惟
の
蛎
を
脱
せ
ん
と
す
る
二
ー
チ
ェ
の
主
張
に
ほ
か
な

ら
た
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
二
ー
チ
ュ
が
「
良
い
こ
と
に
せ
よ
悪
い
こ
と
に

せ
よ
、
自
分
の
家
の
申
で
起
こ
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
、
そ
し
て
こ
れ
だ
け
が

大
切
な
の
で
あ
る
。
」
（
5
一
H
O
．
H
）
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
語
ら
し
め
共
感
を
示
す

点
に
も
、
同
様
の
視
点
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
「
身
近
き
事
物
し
「
家
の
中
」

の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
に
わ
れ
わ
れ
は
、
「
理
論
的
人
間
の
始
祖
」
と
し
て
批
判
さ

れ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
二
ー
チ
ェ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
を
み

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
は
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
に
お

け
る
悲
劇
的
認
識
に
も
、
「
世
界
の
論
理
化
」
を
図
る
「
論
理
的
ソ
ク
ラ
テ
ス

主
義
」
に
も
み
ら
れ
な
い
知
の
あ
り
方
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
一
見
し
て
平
凡

に
み
え
る
表
現
の
底
に
、
二
ー
チ
ェ
は
如
何
た
る
意
味
を
語
ろ
う
と
す
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
の
変
化
に
、
む
し
ろ
二
ー
チ
ェ
思
想

の
深
化
を
み
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
深
化
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
今
一
度
『
悲
劇
の
誕
生
』
に
お
げ
る

二
ー
チ
ェ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
批
判
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
と
い
う
の
も
、
ソ

ク
ラ
テ
ス
を
批
判
す
る
二
ー
チ
ェ
の
根
拠
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
肯
定
さ
れ
た

ソ
ク
ラ
テ
ス
像
に
込
め
ら
れ
て
い
る
二
ー
チ
ェ
の
思
想
を
明
ら
か
に
し
た
い
か

ら
で
あ
る
。
二
ー
チ
ェ
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
を
、
そ
れ
が
論
理

的
根
拠
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
解
体
に
至
ら
し
め
た
こ
と
を
批

判
し
た
。
す
た
わ
ち
、
「
科
学
の
精
神
」
に
よ
っ
て
「
故
郷
の
地
か
ら
切
り
離

さ
れ
て
も
、
思
想
や
行
為
や
風
俗
の
荒
野
の
中
を
何
の
拘
束
も
な
し
に
生
き
る
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こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
」
（
目
ご
H
お
）
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
考
え
る
点

を
、
二
ー
チ
ェ
は
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ァ
悲
劇
に
お
い
て
演
じ
ら
れ

る
事
柄
の
永
遠
妥
当
性
が
論
理
的
根
拠
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
悲
劇

の
永
遠
妥
当
性
が
「
た
ん
に
本
能
か
ら
」
信
じ
ら
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
た
ん
に
本
能
か
ら
」
信
じ
ら
れ
て
い
た
、

と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
二
ー
チ
ェ
は
対
立
す
る
。
す
な
わ

ち
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
否
定
的
に
、
二
ー
チ
ェ
は
肯
定
的
に
評
価
す
る
の
で
あ

る
。
周
知
の
よ
う
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
ア
テ
ナ
イ
の
知
者
達
を
訪
ね
、
彼
ら
が

自
分
の
職
業
に
つ
い
て
さ
え
正
し
い
確
実
な
理
解
力
を
も
た
ず
、
い
わ
ぼ
「
た

ん
に
本
能
か
ら
（
竃
H
竃
ω
射
＆
篶
叫
）
」
（
目
ご
o
。
α
）
そ
れ
を
行
っ
て
い
る
に

す
ぎ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
い
て
「
た
ん
に
本
能
か

ら
」
と
い
う
論
理
は
、
相
手
を
批
判
す
る
論
理
で
あ
る
。
し
か
し
、
ギ
リ
シ
ァ

悲
劇
の
解
体
者
と
い
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
ヘ
の
批
判
は
、
一
」
の
「
た
ん
に
本
能
か

ら
」
の
論
理
を
芸
術
や
倫
理
や
悲
劇
へ
ま
で
向
け
た
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
原

因
が
結
果
を
も
た
ず
、
結
果
が
原
因
を
も
た
な
い
よ
う
に
み
え
る
不
条
理
た
も

の
、
し
か
も
そ
の
全
体
は
、
思
慮
深
き
者
に
と
っ
て
は
が
ま
ん
で
き
な
い
ほ
ど

に
、
し
か
し
感
じ
易
く
激
し
い
心
の
者
に
は
危
険
な
火
n
一
と
な
る
ほ
ど
に
多
彩

た
も
の
」
（
自
ご
o
．
c
。
）
で
あ
る
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
深
淵
を
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
　
　
O
　
　
O
　
　
O

「
た
ん
に
本
能
か
ら
」
理
解
す
る
こ
と
に
反
対
し
論
理
的
に
理
解
し
よ
う
と
す

る
が
、
二
ー
チ
ェ
は
ま
さ
に
そ
う
L
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
批
判
す
る
。
と
い
う
の

も
、
二
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
深
淵
は
「
た
ん
に
本
能
か
ら
」

理
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
「
本
能
」
の
語
は
、
字
義
通
り
の
た
ん
な
る
生
物
学
的
用
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

と
し
て
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
既
成
の
概
念
で
は
表
現

さ
れ
得
ぬ
意
味
を
そ
こ
に
見
出
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
二
ー
チ
ェ
は
、
ギ
リ
ッ

ア
に
お
け
る
倫
理
の
理
解
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
変
え
ら
れ
た

か
に
つ
い
て
語
る
。
「
〔
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
来
〕
今
や
わ
れ
わ
れ
は
、
知
的
根
拠
に

基
づ
く
純
粋
に
人
問
的
な
倫
理
を
探
求
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
倫
理
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。
」
か
L
以
前
の
人
々
に
お
い
て
は
、
倫
理
は
生
き
生
き
と
し
た

息
吹
き
と
し
て
そ
こ
に
あ
っ
た
。
〔
そ
の
意
味
で
〕
求
め
ら
れ
た
純
粋
に
人
間

的
た
倫
理
は
、
伝
統
的
な
ギ
リ
シ
ア
的
倫
理
に
敵
対
す
る
。
伝
統
的
な
倫
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

は
、
新
た
に
一
つ
の
認
識
行
為
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
」
。
こ
の
よ
う
に
二
ー

チ
ェ
に
と
っ
て
倫
理
は
、
「
知
的
根
拠
に
基
づ
い
て
求
め
ら
れ
る
」
の
で
は
な

く
、
「
生
き
生
き
と
」
た
息
吹
き
と
L
て
そ
こ
に
あ
る
（
康
ω
臥
b
）
」
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
意
味
で
「
た
ん
に
本
能
か
ら
」
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
重

要
な
の
は
、
二
ー
チ
ェ
が
こ
こ
で
言
う
倫
理
は
、
反
省
道
徳
に
お
げ
る
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
　
　
O
　
　
O
　
　
O
　
　
O
　
　
O
　
　
O

当
為
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
生
き
ら
れ
た
事
実
を
通
し
て
初
め
て
明
ら
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
視
点
は
、
倫
理
の
問
題
に
隈
ら
れ
て
は
い

な
い
。
例
え
ば
ツ
レ
ノ
ス
的
英
知
は
、
そ
の
知
を
も
っ
て
生
き
ら
れ
た
と
き
初

め
て
真
の
意
義
を
も
ち
得
る
の
で
あ
り
、
ま
た
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
深
淵
も
、

そ
の
深
淵
が
垣
間
み
ら
れ
た
と
き
初
め
て
顕
わ
に
な
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
こ
う

し
た
倫
理
や
英
知
や
深
淵
を
論
理
化
L
、
い
わ
ぱ
一
つ
の
対
象
知
と
し
て
教
え

ら
れ
う
る
も
の
と
み
な
し
た
点
に
、
二
ー
チ
ヱ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
批
判
は
向
げ
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
『
人
間
的
な
、
あ
ま
り
に
人
間
的
な
も

の
』
に
お
い
て
二
ー
チ
ェ
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
に
至
る
と

き
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
、
本
来
教
え
ら
れ
得
ぬ
も
の
が
ま
さ
し
く
教
え
ら
れ

得
ぬ
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
す
た
わ
ち
、
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「
最
も
些
細
な
こ
と
や
最
も
日
常
的
な
こ
と
」
は
、
論
理
以
前
論
理
化
以
前
の

「
最
も
身
近
き
事
物
」
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
、
つ
ま
り
生
な
の
で
あ
る
。

二
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
「
些
細
た
こ
と
目
常
的
た
こ
と
」
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前

の
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
倫
理
と
同
様
に
、
生
き
生
き
と
し
た
息
吹
き
と
し
て
そ

こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
『
人
問
的
た
、
あ
ま
り
に

人
間
的
た
も
の
』
に
お
け
る
科
学
的
。
実
証
主
義
的
思
惟
の
境
位
を
思
い
起
こ

さ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
い
う
の
も
二
ー
チ
ェ
は
、
こ
の
境
位
を
「
目
立
た
な
い

真
理
の
尊
重
－
厳
密
な
方
法
で
も
っ
て
見
出
さ
れ
た
小
さ
な
目
立
た
な
い
真
理

を
、
形
而
上
学
的
な
時
代
や
葵
術
的
な
時
代
に
由
来
す
る
幸
せ
な
ま
ぶ
し
く
輝

く
誤
謬
以
上
に
高
く
尊
重
す
る
こ
と
が
高
次
の
文
化
の
尺
度
で
あ
る
。
」
（
；
・

賞
）
と
語
る
が
、
こ
う
し
た
思
想
的
境
位
に
支
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
最

も
身
近
き
事
物
」
の
思
想
が
、
無
自
覚
的
た
肯
定
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な

い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
科
学
的
。
実
証
主
義
的
思

惟
の
あ
り
方
に
、
二
ー
チ
ェ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
ヘ
の
共
感
－
肯
定
さ
れ
る
ソ
ク
ラ

テ
ス
像
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
最
も
身
近
き
事
物
」
の
思
想
は
、
ソ
ク

ラ
テ
ス
に
よ
る
悲
劇
の
解
体
と
い
う
否
定
的
契
機
を
へ
た
の
で
あ
り
、
ギ
リ
シ

ア
世
界
に
埋
れ
る
思
想
の
た
ん
な
る
顕
在
化
を
意
味
し
て
は
い
な
い
の
で
あ

る
。
ま
た
、
『
悲
劇
の
誕
生
』
に
お
い
て
二
ー
チ
ェ
が
「
論
理
的
ソ
ク
ラ
テ
ス

主
義
」
か
ら
守
護
し
よ
う
と
し
た
倫
理
は
、
ギ
リ
シ
ア
と
い
う
空
間
的
文
化
的

広
が
り
に
お
い
て
、
他
方
「
最
も
身
近
き
事
物
」
の
思
想
は
個
人
の
事
実
的
世

界
に
お
い
て
問
わ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
「
最
も
身
近
き
事
物
」
の
思
想
は
、
ギ

リ
シ
ア
悲
劇
と
い
う
悲
劇
的
形
而
上
学
に
お
い
て
顕
在
化
し
た
「
素
朴
な
信
頼

感
」
「
た
ん
に
本
能
か
ら
」
の
思
想
の
、
個
々
の
人
間
の
生
き
ら
れ
た
事
実
か

ら
成
る
事
実
的
世
界
に
お
け
る
新
た
な
顕
在
化
と
言
え
よ
う
。

　
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
ぱ
、
『
悲
劇
の
誕
生
』
及
び
『
人
間
的
な
、
あ
ま
り
に

人
間
的
な
も
の
』
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
の
変
化
を
、
二
ー
チ
ェ
思
想
の
深

化
と
し
て
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
二
－
チ
ェ
の
次
の
言
葉
は
、

ま
さ
し
く
こ
の
視
点
か
ら
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
あ
ま
り
に
も
私
の
近
く
に
位
置
」
て
い
る
た
め
に
、
私

　
は
ほ
と
ん
ど
い
つ
も
彼
と
闘
い
続
け
て
い
る
。
L
（
冒
ご
ミ
・
。
）

　
　
　
注

　
　
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
、
峯
§
撃
〔
ぎ
寒
、
貧
亨
ミ
竃
、
雨
9
竃
ミ
§
ω
－

　
窒
貧
牙
晶
．
く
．
9
◎
屯
o
o
◎
－
冒
暮
弘
竃
實
江
8
竃
◎
き
畠
ユ
で
あ
る
。

　
引
用
個
所
は
、
＞
艮
巴
昌
σ
q
と
胸
竃
似
を
そ
れ
ぞ
れ
ロ
ー
マ
数
字
と
ア
ラ

　
ピ
ア
数
字
で
表
し
、
そ
の
後
に
ぺ
ー
ジ
数
を
示
す
。
な
お
、
引
用
文
中
の

　
傍
点
は
、
原
文
に
お
け
る
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
の
部
分
を
示
し
て
い
る
。

（
1
）
　
峯
．
肉
印
艮
嚢
陣
冒
一
峯
9
蟹
〔
ざ
－
、
迂
N
S
急
ぎ
）
雰
岩
ぎ
N
◎
宵
皐
奏
苓

　
辻
事
ふ
鼻
軍
ぎ
8
δ
p
H
㊤
べ
戸
や
ω
睾
．

（
2
）
甲
■
ω
艮
冒
奉
一
峯
・
蔓
・
ざ
§
糺
字
苧
§
章
竃
除
9
ぼ
ぎ
印
舅

　
Ω
－
彗
一
岩
竃
一
ω
．
ω
8
．

（
3
）
　
小
野
浩
、
『
若
き
ニ
ィ
チ
ェ
の
識
ら
れ
ざ
る
神
』
、
三
修
杜
、
一
九
七

　
九
年
、
五
八
四
頁
。

（
4
）
　
甲
■
呼
げ
竃
犀
ら
二
・
○
．
ω
、
ド
彼
は
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
い
て

　
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
自
身
何
ら
書
き
残
し
た
も
の
が
な
い
た
め
に
、
彼
に
つ

　
い
て
自
ら
莚
言
す
る
も
の
が
存
在
せ
ず
、
ま
た
歴
史
家
も
彼
に
つ
い
て
報

　
告
し
て
い
な
い
、
と
い
う
事
実
に
直
面
す
る
。
」
と
語
る
。
ま
た
シ
ュ
ミ

　
ッ
ト
は
、
史
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
二
ー
チ
ェ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
と
の
不
一
致
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を
指
摘
す
る
文
献
学
者
（
○
・
9
σ
q
竃
）
、
哲
学
者
（
甲
肉
¢
ぎ
）
の
見
解

　
も
紹
介
し
て
い
る
。

（
5
）
里
竃
臣
o
o
．
ゲ

（
6
）
　
十
九
世
紀
後
半
の
実
証
主
義
的
趨
勢
の
も
と
で
、
科
学
の
間
題
を
自

　
覚
的
に
間
う
た
思
想
家
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
。
デ
ィ
ル

　
タ
イ
の
名
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
個
別
諸
科
学
を
統
一
す
る
精
神
科

　
学
の
構
想
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
に
お
い
て
は
学
の
基
礎
づ
け
と
い
う

　
こ
と
が
常
に
堅
持
さ
れ
て
い
た
。

（
7
）
　
『
反
時
代
的
考
察
』
の
第
二
篇
「
生
に
対
す
る
歴
史
の
利
害
」
は
、

　
ま
さ
し
く
こ
の
間
題
意
識
に
貫
か
れ
て
い
る
。

（
8
）
　
一
八
八
八
年
に
著
わ
さ
れ
た
『
こ
の
人
を
見
よ
』
の
中
で
、
二
ー
チ

　
ェ
は
『
悲
劇
の
誕
生
』
に
つ
い
て
「
こ
の
書
の
二
つ
の
決
定
的
な
新
機

　
軸
、
そ
れ
は
第
一
に
ギ
リ
シ
ア
人
に
お
け
る
デ
イ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
理
解
で

　
あ
り
、
…
第
二
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
主
義
の
理
解
で
あ
る
」
（
5
一
ω
8
）
と

　
述
べ
て
い
る
。

（
9
）
　
舟
越
清
、
「
若
き
ユ
i
チ
ェ
の
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
観
」
『
成
城
文
芸
』

第
六
六
号
、
一
九
七
三
年
、
ニ
ハ
頁
。

（
1
0
）
　
西
尾
幹
二
氏
は
、
こ
の
視
点
の
重
要
性
を
指
摘
し
、
「
二
ー
チ
ェ
は
、

数
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
な
に
か
を
教
え
よ
う
と
し
て
い
た
」
と
語
っ
て

　
い
る
。
（
『
二
ー
チ
こ
第
一
都
、
中
央
公
論
杜
、
一
九
七
七
年
、
四
二

頁
。
）

（
u
）
　
こ
の
「
悲
劇
の
再
生
」
を
、
た
ん
に
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
再
興
と
解
し

　
て
は
な
ら
な
い
。

（
皿
）
　
二
ー
チ
ェ
は
、
一
八
七
五
年
に
「
科
学
と
英
知
の
闘
い
（
奉
一
窃
窒
．

　
m
O
副
津
蔓
｛
茅
尉
肝
｝
二
曽
肉
饅
曽
℃
ε
L
と
い
う
断
片
を
書
い
て
い
る
。

　
そ
の
申
で
彼
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
影
響
を
五
つ
の
項
目
に
ま
と
め
て
い

　
る
。
H
倫
理
的
判
断
の
素
朴
さ
を
破
壊
し
た
。
o
科
学
を
破
滅
さ
せ
た
。

　
臼
芸
術
に
対
す
る
感
覚
を
欠
い
て
い
た
。
㈲
個
人
を
歴
史
的
な
結
び
つ
き

　
か
ら
引
き
離
し
た
。
㈲
弁
証
法
的
駄
弁
や
饒
舌
を
促
進
し
た
。
（
3
一

　
畠
紅
）

（
！
3
）
　
本
稿
で
用
い
る
グ
ロ
イ
タ
ー
版
二
ー
チ
ェ
全
集
で
は
、
形
式
的
。
内

　
容
的
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
も
の
、
あ
る
い
は
刊
行
の
意
図
さ
れ
て
い
た
遺

稿
は
乞
竃
釘
監
纂
罵
ω
o
臣
｛
け
竃
と
よ
ぼ
れ
、
そ
の
他
の
遺
稿
軍
晶
－

　
嚢
g
尉
と
区
別
さ
れ
て
い
る
。

（
M
）
　
舟
越
清
、
前
掲
書
、
三
頁
。

（
1
5
）
　
先
に
あ
げ
た
H
・
J
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
著
書
は
、
ま
さ
に
こ
れ
ら
遺

　
稿
群
を
も
含
め
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
を
追
究
し
て
い
る
。

（
1
6
）
　
；
①
募
｝
9
0
、
忌
o
霞
§
ー
ト
§
夷
s
ざ
（
以
下
O
ト
と
略
記
）
一
曽
戸

　
ω
．
曽
①
1

（
1
7
）
　
『
人
問
的
た
、
あ
ま
り
に
人
間
的
な
も
の
』
全
二
巻
に
は
二
二
九
六

　
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
つ
い
て
言
及
し

　
て
い
る
の
は
た
か
だ
か
十
一
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
中

　
で
、
『
悲
劇
の
誕
生
』
に
お
け
る
と
同
様
な
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
を
表
す
の
は

　
こ
れ
だ
け
で
あ
る
。

（
蝿
）
　
こ
う
し
た
「
幸
福
の
観
点
し
に
基
づ
く
哲
学
を
、
二
ー
チ
ェ
は
「
生

　
の
哲
学
（
『
げ
9
名
堅
◎
ω
8
ま
⑭
）
」
と
よ
ん
で
い
る
（
Ω
ト
曽
〆
ω
■

s
べ
．
）
。

（
1
9
）
　
Q
㌧
一
×
H
〆
ω
．
S
o
o
．
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（
2
0
）
　
H
・
J
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
も
、
二
i
チ
ェ
思
想
に
お
け
る
こ
の
事
物
の

　
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
凹
・
Φ
・
O
二
ω
■
鶴
・
。
・
）
。

（
班
）
　
　
竃
．
饒
③
｝
～
Φ
σ
q
σ
q
Φ
■
　
峯
“
叶
N
向
〔
“
雨
ト
ー
勺
｛
■
H
饒
箏
σ
q
①
づ
u
　
H
Φ
①
H
l
o
o
．
　
－
ω
α
．

（
η
）
　
　
o
ト
u
）
（
㎞
）
（
u
ω
．
心
～
o
o
．

（
2
3
）
　
同
種
の
視
点
を
ジ
ョ
オ
ル
ジ
ョ
オ
・
コ
ォ
リ
ィ
宇
帯
寺
～
事
峯
9
雫

　
い
〔
“
“
㌦
～
§
“
、
h
沖
雨
§
、
細
雨
内
、
｝
“
臼
〔
“
“
い
“
§
～
“
“
曽
s
§
｝
零
｝
“
困
①
．
N
｝
困
①
ユ
…
b
－

　
畠
o
o
9
ω
・
曽
H
・
）
と
エ
ル
ソ
ス
ト
・
ベ
ン
ツ
（
峯
段
蟹
事
簑
迂
内
§
N
§

　
（
｝
｝
h
㌻
“
〔
“
“
雨
　
～
“
い
　
（
〕
“
、
～
h
“
雨
ミ
叶
§
§
向
ミ
ミ
～
　
～
“
、
㌧
（
“
、
〔
寺
“
”
ピ
①
川
ら
①
員
u
　
H
⑩
㎝
①
－
ω
1

　
緕
．
）
も
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
（
か
ん
の
。
た
か
ひ
こ
筑
波
大
学
大
学
院
哲
学
岨
思
想
研
究
科
在
学
中
）
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