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プ
ラ
ト
ン
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
篇
に
み
る
善
の
諸
相白　

　

根　
　

裕 

里 

枝

は
じ
め
に

　

こ
の
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
と
い
う
作
品
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
三
部

構
成
と
な
っ
て
お
り
、
弁
論
術
の
大
家
ゴ
ル
ギ
ア
ス
、
つ
い
で
そ
の

弟
子
の
ポ
ロ
ス
、
そ
し
て
最
後
に
新
進
政
治
家
の
カ
リ
ク
レ
ス
を
相

手
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
次
々
に
問
答
を
交
わ
す
と
い
う
内
容
の
対
話

篇
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
古
来
よ
り
「
弁
論
術

に
つ
い
て
」
と
い
う
副
題
が
つ
い
て
い
る
が
、
弁
論
術
ば
か
り
で
は

な
く
、
不
正
に
つ
い
て
と
か
、
快
楽
主
義
批
判
で
あ
る
と
か
、
幸
福

論
で
あ
る
と
か
、
哲
学
の
擁
護
で
あ
る
と
か
、
政
治
批
判
に
至
る
ま

で
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
何
が
本

当
の
テ
ー
マ
で
あ
る
か
が
し
ば
し
ば
論
争
の
的
と
な
っ
て
い
る
。

　

今
回
こ
の
作
品
を
、
一
つ
の
テ
ー
マ
の
下
に
統
一
し
て
読
む
と
い

う
試
み
と
し
て
、「
善
の
諸
相
」
と
い
う
言
葉
で
く
く
っ
て
み
た
。

と
い
う
の
は
、
何
が
善
で
何
が
悪
か
と
い
う
点
で
、
強
調
点
の
異
な

る
三
人
の
人
物
を
登
場
さ
せ
て
、
彼
ら
の
価
値
観
を
反
駁
す
る
こ
と

で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
「
不
正
は
悪
（
害
（
で
あ
り
醜
で
あ
る
」
と
い

う
自
ら
の
持
説
の
真
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ

と
い
う
ふ
う
に
、
こ
の
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
を
読
ん
で
み
た
い
わ
け
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
三
つ
の
価
値
観
と
、
三
人
の
人
物
像
に
つ

い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

Ⅰ　

価
値
の
諸
相
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
テ
ー
ゼ 

　
　

を
め
ぐ
っ
て

１　

価
値
の
三
つ
の
相

　

一
般
に
価
値
観
と
い
う
と
、
真
・
善
・
美
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
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だ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
を
、
何
が
善
で
あ
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、

〈
善
〉
の
相
の
下
に
統
一
的
に
見
て
み
る
と
ど
う
な
る
か
と
考
え
て

み
た
。
す
る
と
、
以
下
の
三
つ
の
価
値
が
、
価
値
の
大
枠
を
形
作
る

と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
個
人
生
活
に
お
い
て
は
、
何
が
善
で
何
が
悪

か
の
選
択
の
基
準
と
な
る
も
の
は
、
主
と
し
て
快
と
苦
で
あ
ろ
う
。

快
適
な
生
活
が
善
い
こ
と
で
あ
り
、
苦
や
不
快
な
こ
と
が
悪
で
あ
っ

て
、
快
苦
は
生
物
が
生
き
る
た
め
の
情
報
や
機
能
の
一
つ
で
あ
り
、

善
悪
の
一
種
と
し
て
否
定
は
で
き
な
い
。
も
し
も
人
間
か
ら
快
や
喜

び
を
奪
っ
た
な
ら
ば
、
や
が
て
は
死
に
至
る
で
あ
ろ
う（

1
（

。

　

し
か
し
人
前
で
は
、
美
醜
（
つ
ま
り
、
み
っ
と
も
な
い
と
か
、
か
っ

こ
い
い
と
い
う
こ
と
（
が
、
行
為
を
選
択
す
る
際
の
善
し
悪
し
の
基

準
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
一
歩
外
に
出
る
な
ら
ば
、
世

間
だ
の
人
目
だ
の
が
あ
り
、
人
前
で
恥
ず
べ
き
行
為
は
、
み
っ
と
も

な
い
、
醜
い
、
格
好
悪
い
と
非
難
さ
れ
、
そ
の
反
対
に
、
人
か
ら
立

派
だ
と
か
、
見
事
だ
、
格
好
い
い
、
素
晴
し
い
と
い
う
評
価
も
得
る
。

こ
の
よ
う
な
、
評
判
や
名
誉
や
地
位
と
い
っ
た
社
会
生
活
上
の
世
間

的
価
値
評
価
の
基
準
と
い
う
も
の
を
一
言
で
ま
と
め
て
み
る
な
ら
ば

「
美
醜
」
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
「
美
し

い
」
と
は
、
視
覚
的
感
覚
的
な
快
を
も
た
ら
す
効
果
の
み
な
ら
ず
、

｢

立
派
な
」「
見
事
な
」
と
い
う
、
人
か
ら
見
ら
れ
た
評
判
や
賞
賛
さ

れ
る
べ
き
価
値
を
も
意
味
し
て
い
る
。

　

と
は
い
え
、
わ
れ
わ
れ
は
国
家
（
社
会
（
の
中
で
生
き
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
正
と
不
正
が
善
悪
の
基
準
と
な
る
。
私
た

ち
が
日
々
、
安
心
し
て
生
活
で
き
る
の
も
、
建
物
の
耐
震
性
基
準
や

電
車
の
運
行
な
ど
、
法
律
に
従
っ
て
そ
の
基
準
が
正
し
く
満
た
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
国
家
・
国
法
と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
で
考
え
る
な

ら
ば
、
何
が
善
悪
か
と
い
う
判
断
基
準
は
、
正
義
と
不
正
で
あ
る
と

言
え
よ
う
。
だ
が
、
ど
ん
な
状
況
の
中
で
生
き
て
い
る
の
で
あ
れ
、

何
が
本
当
の
善
で
あ
る
か
、
本
当
の
善
と
真
と
美
と
は
本
来
は
一
体

と
な
っ
て
真
実
の
価
値
を
形
成
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
一
般
的
に
、
価
値
（
何
が
善
か
（
を
め
ぐ
っ
て
、

三
つ
の
位
相
（
レ
ヴ
ェ
ル
（
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、

『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
篇
で
は
、
弁
論
術
を
テ
ー
マ
に
し
な
が
ら
も
、
そ

こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
大
き
な
意
味
で
の
人

間
の
価
値
観
を
め
ぐ
る
探
求
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
何
が
善
か
を
め

ぐ
っ
て
、
善
悪
・
美
醜
・
快
苦
・
正
不
正
と
い
う
「
価
値
の
相
互
の

連
関
」
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
課
題
に
答
え
よ
う
と
す
る
試
み

だ
っ
た
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス

が
価
値
を
お
く
の
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
正
義
で
あ
っ
て
、
彼
は
常
に
、

「
正
義
こ
そ
が
善
美
で
あ
り
、
不
正
が
悪
で
あ
り
醜
で
あ
る
」
と
い

う
こ
と
を
、
倫
理
的
行
為
を
考
察
す
る
た
め
の
出
発
点
（
ア
ル
ケ
ー
、

cf. Crit. 4（B
-49D

（
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
、『
ゴ

ル
ギ
ア
ス
』
篇
に
登
場
す
る
三
人
の
人
物
の
価
値
観
を
も
う
少
し
具
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体
的
に
探
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

２　

三
人
の
価
値
観
と
無
知
（
思
い
違
い
）

　
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
篇
で
は
、
三
人
の
人
物
が
快
苦
、
美
醜
、
正
不

正
と
い
っ
た
典
型
的
な
価
値
観
を
体
現
す
る
人
物
と
し
て
登
場
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
命
題
に
つ
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
問
答
を
す
る
仕
組

み
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
典
型
的
な
価
値
観
と
は
、
登
場
す
る
順
序

を
逆
に
し
て
簡
単
に
言
え
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
カ
リ
ク
レ
ス
は
、
欲
望
の
拡
大
と
充
足
に
よ
る
快
楽
こ
そ
が

何
よ
り
も
善
い
も
の
だ
と
主
張
す
る
徹
底
し
た
快
楽
主
義
者
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
。
彼
は
、
世
の
一
般
大
衆
は
節
制
や
正
義
の
徳
を
褒

め
称
え
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
自
分
に
力
が
な
い
か
ら
で
あ
っ

て
、
節
制
や
正
義
な
ど
は
人
間
の
約
束
事
に
す
ぎ
ず
、
何
の
値
打
ち

も
な
い
も
の
で
、
む
し
ろ
、
力
の
あ
る
者
に
と
っ
て
は
贅
沢
と
放
埒

と
自
由
こ
そ
が
人
間
の
徳
（
卓
越
性
（
で
あ
り
、
幸
福
な
の
だ
と
主

張
す
る
。
そ
し
て
、
優
者
が
劣
者
を
支
配
し
、
強
者
が
弱
者
よ
り
も

多
く
持
つ
こ
と
こ
そ
が
「
自
然
本
来
」
の
正
義
だ
と
主
張
す
る
。
さ

ら
に
は
「
自
分
自
身
の
欲
望
を
抑
え
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
で
、

欲
望
は
で
き
る
だ
け
大
き
く
な
る
ま
ま
に
放
置
し
て
お
い
て
、
大
き

く
な
っ
た
欲
望
に
勇
気
と
思
慮
と
で
も
っ
て
充
分
に
奉
仕
で
き
る
者

と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
欲
望
の
求
め
る
も
の
が
あ
れ

ば
、
い
つ
で
も
、
こ
れ
の
充
足
を
は
か
る
べ
き
で
あ
る
」（492A

（

と
い
う
の
が
自
然
本
来
の
美
し
く
正
し
い
生
き
方
だ
と
し
て
、
こ
の

欲
望
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
そ
れ
が
充
足
さ
れ
た
時
の
快
楽
は

大
き
い
の
だ
と
主
張
す
る
徹
底
し
た
快
楽
主
義
者
な
の
で
あ
る
。

　

ポ
ロ
ス
は
、
地
位
や
名
誉
や
評
判
と
い
っ
た
も
の
を
手
放
し
で
賞

讃
し
、「
美
醜
」
と
い
う
価
値
観
を
無
条
件
に
重
ん
じ
て
い
る
、
無

思
慮
で
表
面
的
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
は
、
不

正
を
す
る
こ
と
は
醜
い
こ
と
だ
と
認
め
、
美
醜
と
い
う
価
値
を
重
視

し
て
は
い
る
の
だ
が
、
何
が
美
醜
か
と
い
う
そ
の
内
容
の
点
で
思
い

違
い
を
し
て
い
て
、
地
位
や
名
誉
と
い
っ
た
、
人
か
ら
見
ら
れ
て
の

表
面
的
な
評
価
と
し
て
の
美
醜
は
重
視
す
る
け
れ
ど
も
、
何
か
損
害

を
被
っ
て
も
不
正
は
決
し
て
行
わ
な
い
で
い
る
と
い
う
精
神
の
立
派

さ
と
し
て
の
「
美
」
は
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
自
分
に
は
力
が

な
い
た
め
に
権
力
に
憧
れ
、
社
会
的
に
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
独

裁
者
を
賛
美
し
て
い
る
権
力
志
向
型
の
人
間
な
の
で
あ
る
。

　

他
方
ゴ
ル
ギ
ア
ス
は
、
弁
論
術
の
知
に
よ
っ
て
、
人
を
支
配
す
る

こ
と
が
最
大
の
善
で
あ
る
と
い
う
思
い
違
い
を
し
て
い
る
知
者
の
一

員
で
あ
る
。
何
よ
り
も
知
を
重
宝
な
も
の
と
し
て
重
視
し
て
い
な
が

ら
、
そ
の
知
の
内
容
に
お
い
て
、
正
・
不
正
、
善
・
悪
、
美
・
醜
の

知
は
不
要
と
考
え
て
い
て
、「
正
・
不
正
と
善
悪
、
美
醜
と
の
関
わ

り
の
知
」
を
欠
い
て
い
る
、
つ
ま
り
は
道
徳
的
知
識
を
欠
如
し
た
知

者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。　

　

か
く
て
こ
の
対
話
篇
で
は
、
こ
れ
ら
の
快
苦
、
美
醜
、
正
・
不
正
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1（

と
い
う
三
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
価
値
に
つ
い
て
思
い
違
い
を
し
て
い

る
三
人
、
言
い
替
え
る
と
、
善
美
の
こ
と
に
無
知
な
三
人
を
相
手
に

反
駁
す
る
こ
と
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
自
ら
の
説
「
正
義
こ
そ
が
善
で

あ
り
美
で
あ
る
」
と
い
う
根
本
命
題
（
こ
れ
は
『
国
家
』
に
お
い
て

本
格
的
に
取
り
組
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
が
（
と
、
そ
れ
を
言
い
換
え

た
「
不
正
が
悪
で
あ
り
醜
で
あ
る
」
と
い
う
説
（
ロ
ゴ
ス
（
が
真
で

あ
る
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
三
人
の
人
物
像
と
、
価
値
の
相
互
連
関
の
問
い

は
、
ど
こ
か
で
『
国
家
』
篇
の
魂
の
三
部
分
説
に
引
き
継
が
れ
て
ゆ

く
も
の
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
プ
ラ
ト
ン
の
心
の
中
に
は
、
こ
の

価
値
の
相
互
連
関
の
問
題
が
（『
弁
明
』『
ク
リ
ト
ン
』
の
初
め
か
ら
（

ず
っ
と
あ
り
続
け
、
そ
の
価
値
を
体
現
す
る
三
人
の
人
物
像
を
こ
の

『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
で
描
き
、
そ
れ
ら
が
『
国
家
』
で
の
「
魂
の
三
部

分
説
」
と
い
う
更
な
る
発
想
の
根
と
な
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
一
面
だ
け
を
取
り
上
げ
て
み
る
だ
け
で
は
あ
る

け
れ
ど
も
、
例
え
ば
、
カ
リ
ク
レ
ス
は
ま
さ
に
欲
望
的
部
分
に
支
配

さ
れ
た
人
物
で
あ
り
、
ポ
ロ
ス
は
、
体
面
を
重
ん
じ
る
名
誉
の
愛
好

者
と
し
て
気
概
的
部
分
の
勝
っ
た
タ
イ
プ
の
人
物
で
あ
り
、
ゴ
ル
ギ

ア
ス
は
、
知
者
で
あ
り
な
が
ら
も
正
不
正
に
つ
い
て
の
認
識
が
欠
け

て
い
る
よ
う
な
、
理
知
的
部
分
を
重
要
視
す
る
タ
イ
プ
の
人
間
で
あ

る
と
も
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
理
知
的
部
分
の
支
配
す
る
正

し
い
人
の
典
型
は
、
実
は
四
人
目
の
登
場
人
物
ソ
ク
ラ
テ
ス
だ
と
言

え
よ
う
。
問
答
法
に
よ
る
教
授
を
こ
の
対
話
篇
で
実
践
し
て
見
せ
て

い
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
教
師
で
も
あ
り
、
愛
知
者
で
も
あ
り
、
唯
一

の
真
の
政
治
家
で
も
あ
り
（G

org. 521D

（、
ま
さ
に
正
し
い
人
の

典
型
な
の
で
あ
っ
て
、
つ
い
に
は
哲
人
王
の
モ
デ
ル
と
な
る
の
だ
と

予
見
さ
れ
る
。
最
後
ま
で
そ
の
場
で
聞
い
て
い
る
ゴ
ル
ギ
ア
ス
の
前

で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
ポ
ロ
ス
と
カ
リ
ク
レ
ス
を
相
手
に
、
あ
た
か
も

問
答
法
の
実
技
演
習
を
施
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
こ
の
『
ゴ
ル
ギ
ア

ス
』
篇
は
、
ま
さ
し
く
「
魂
の
向
け
変
え
の
技
術
」
の
実
践
な
の
で

あ
る
。３　

「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
テ
ー
ゼ
」
を
め
ぐ
っ
て

　

さ
て
、
本
稿
の
論
点
は
二
つ
と
な
る
。［
論
点
１
］、
プ
ラ
ト
ン
は

『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
篇
に
お
い
て
、
三
人
の
登
場
人
物
が
抱
く
、
誤
っ

た
三
つ
の
価
値
観
（
善
に
つ
い
て
の
思
い
違
い
、
善
美
の
こ
と
へ
の

無
知
（
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
何
が
善
で
何
が
悪
か
と
い
う
点
で

強
調
点
の
異
な
る
三
人
の
人
物
を
登
場
さ
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
三
つ

の
典
型
的
な
価
値
観
を
代
表
さ
せ
て
、
彼
ら
の
善
美
に
つ
い
て
の
思

い
違
い
（
無
知
（
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
。［
論
点
２
］、
こ
の

『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
と
い
う
対
話
篇
の
全
体
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
彼
ら

各
々
の
善
に
つ
い
て
の
思
い
違
い
（
無
知
（
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ

を
批
判
し
、
反
駁
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
テ
ー
ゼ
、「
不
正
は
悪
で

あ
り
醜
で
あ
る
こ
と
」
を
哲
学
の
語
る
「
真
理
」
と
し
て
主
張
し
て
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い
る
こ
と
、
の
二
点
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
ポ
ロ
ス
は
、
不
正
を
行
な
う
こ
と
よ
り
も
不
正
を
受
け

る
こ
と
を
悪
（
害
（
と
す
る
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
反
駁
に
よ
っ
て
、

不
正
を
行
な
う
こ
と
の
方
が
悪
で
あ
り
醜
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
に

至
る
。
ま
た
カ
リ
ク
レ
ス
は
、
一
般
に
「
不
正
」
と
さ
れ
る
こ
と
を

行
な
う
こ
と
、
つ
ま
り
は
強
者
が
多
く
取
る
こ
と
が
快
で
あ
り
、
美

（
立
派
（
で
あ
り
、
善
（
優
れ
た
男
の
す
る
こ
と
（
で
あ
る
と
言
い
、

不
正
を
受
け
る
こ
と
は
醜
い
害
悪
（4（3A

-B, cf. 492B

（
だ
と
主

張
す
る
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
れ
を
反
駁
し
て
、「
不
正
は
悪
で
あ

り
醜
で
あ
る
」
と
結
論
す
る
（50（B

-C, E, 509B, 527B, etc.

（
わ

け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
連
の
議
論
の
中
核
に
あ
る
の
は
、「
節
制

と
正
義
こ
そ
が
幸
福
で
あ
る
」
と
い
う
説
（
ロ
ゴ
ス
（
だ
と
さ
れ
て

い
る
（50（B

-C

（。
こ
の
よ
う
に
、
弁
論
術
を
信
奉
す
る
彼
ら
三
人

の
正
・
不
正
に
ま
つ
わ
る
無
知
を
反
駁
し
て
、
哲
学
の
勧
め
る
優
れ

た
人
間
の
生
き
方
を
選
ぶ
よ
う
に
と
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
呼
び
か
け
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
篇
で
は
、
エ
レ
ン
コ
ス
（
反
駁
（

と
い
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
独
自
の
吟
味
・
反
駁
の
方
法
に
よ
っ
て
、
相
手

の
説
を
反
駁
し
た
結
果
、
自
分
の
説
の
「
真
理
」
が
確
立
し
た
と
表

明
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
な
ぜ
、
吟
味
・
反
駁
の
方
法
で
あ
る
エ
レ

ン
コ
ス
に
よ
っ
て
相
手
の
説
を
反
駁
す
る
な
ら
自
説
の
「
真
理
」
が

証
明
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
が
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か

し
、
お
そ
ら
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
エ
レ
ン
コ
ス
の
結
果
、
こ
の
説
を

真
理
だ
と
言
う
の
で
は
な
く
て
、
そ
も
そ
も
反
駁
の
初
め
か
ら
、
む

し
ろ
反
駁
を
始
め
る
前
か
ら
、
こ
の
説
の
真
理
を
確
信
し
て
い
て
、

一
貫
し
て
、
こ
の
説
の
真
理
を
主
張
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』
で
は
、「
無
知
の
自
覚
」
の

表
明
の
す
ぐ
後
で
、「
不
正
は
悪
で
あ
り
醜
で
あ
る
こ
と
を
私
は

知
っ
て
い
る
（οἴδα, 29B

（」
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
明
確
に
述
べ
て
い

る
。
ま
た
『
ク
リ
ト
ン
』
で
も
、
脱
獄
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
考
察

の
中
で
、「
大
切
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
た
だ
生
き
る
こ
と

で
は
な
く
、
よ
く
生
き
る
こ
と
で
あ
る
」、
そ
し
て
、「
善
く
と
美
し

く
と
正
し
く
は
同
じ
で
あ
る
」
か
ら
、
そ
れ
ゆ
え
正
し
く
生
き
る
べ

き
で
、「
不
正
は
悪
で
あ
り
醜
で
あ
る
」
か
ら
、「
不
正
は
決
し
て
し

て
は
な
ら
な
い
」
し
、「
た
と
え
不
正
を
さ
れ
て
も
、
仕
返
し
に
不

正
や
害
を
加
え
る
こ
と
も
け
っ
し
て
し
て
は
な
ら
な
い
」（4（B

（

と
い
う
よ
う
に
「
不
正
行
為
の
禁
止
」
と
、「
報
復
の
禁
止
」
と
い

う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
て
、
こ
の
「
報
復
の
禁
止
」
と
い
う
点
は
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
革
新
的
道
徳
説
の
一
つ
と
も
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
こ
の
「
不
正
は
悪
で
あ
り
醜
で
あ
る
」
と
い
う
知
は
、

常
に
、
彼
の
倫
理
的
行
為
の
考
察
の
出
発
点
に
お
か
れ
て
、
倫
理
的

考
察
の
原
点
（
ア
ル
ケ
ー
、4（E

（
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
正
・
不
正
や
善
・
悪
、
美
・
醜
と
い
っ
た
大
き
な

枠
で
の
価
値
語
の
連
関
に
つ
い
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
（
プ
ラ
ト
ン
（
は
、
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『
弁
明
』
で
も
『
ク
リ
ト
ン
』
で
も
述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
彼

の
関
心
の
中
心
は
、
常
に
こ
の
点
に
あ
る
。
正
・
不
正
、
善
悪
、
美

醜
、
快
苦
に
つ
い
て
、
伝
統
的
な
価
値
観
を
洗
い
直
し
、
新
た
な
価

値
語
の
連
関
を
模
索
し
て
、
主
著
『
国
家
』
で
は
「
正
義
が
善
で
あ

る
こ
と
」
の
証
明
を
試
み
、
他
方
、『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
で
は
「
不
正

は
悪
で
醜
で
あ
る
」
こ
と
の
論
証
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
点
で
、『
国
家
』
と
こ
の
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
と
は
、
あ
た
か
も
ポ

ジ
と
ネ
ガ
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

プ
ラ
ト
ン
は
、
人
々
の
正
不
正
・
善
悪
・
美
醜
に
つ
い
て
の
思
い

違
い
を
正
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
か
ら
何
と
か
不
正
を
な
く
す
こ

と
を
目
指
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
政
治
の
術
で
あ
っ
た
「
弁
論

術
」
の
内
に
、
民
衆
へ
の
迎
合
と
い
う
、
不
正
の
根
を
見
い
だ
し
、

そ
れ
が
更
な
る
ア
テ
ナ
イ
社
会
の
腐
敗
に
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
、
大
衆
に
心
地
よ
い
こ
と
を
言
い
、
快
楽
を
餌
と
す
る

よ
う
な
弁
論
術
の
や
り
方
で
は
な
く
て
、
市
民
一
人
一
人
が
善
き
者

と
な
る
よ
う
に
と
、
善
を
目
指
す
「
哲
学
」
の
立
場
か
ら
こ
そ
、
政

治
を
見
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
、
そ
れ
が
結
局
、『
国
家
』
篇
で
の

哲
人
王
の
思
想
へ
と
結
実
す
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
場
合
の
弁
論
術
（
レ
ー
ト
リ
ケ
ー
（
と
は
、
い

わ
ゆ
る
レ
ト
リ
ッ
ク
（
文
章
修
辞
の
技
法
（
の
こ
と
で
は
な
く
、
政

治
集
会
や
法
廷
な
ど
で
、
大
勢
の
大
衆
を
相
手
に
、
善
悪
（
利
害
得

失
（
や
正
不
正
に
つ
い
て
大
衆
を
説
得
す
る
「
大
衆
演
説
」
の
技
術

の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
種
の
政
治
の
術
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い

た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
弁
論
家
は
、
言
論
の
技
術
だ
け
を
教
え
る
の
で
は
な
く
、

法
廷
で
黒
を
白
と
言
い
逃
れ
、
正
し
い
人
だ
と
見
せ
か
け
る
た
め
の

技
術
、
ま
た
民
会
で
は
快
楽
を
餌
に
民
衆
に
迎
合
し
て
、
自
由
に
政

治
を
操
り
、
大
衆
を
支
配
す
る
技
術
を
教
え
て
い
た
。
プ
ラ
ト
ン
は

そ
こ
に
、
ア
テ
ナ
イ
社
会
の
腐
敗
の
根
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
こ
の
悪
し
き
「
大
衆
演
説
」
に
対
し
て
、
市
民
の
善
を
目
指
す

「
哲
学
」
こ
そ
が
、
真
の
政
治
の
技
術
で
あ
る
べ
き
だ
と
プ
ラ
ト
ン

は
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
一
人
が

真
に
政
治
の
こ
と
を
し
て
い
る
の
だ
（521D

（
と
、
逆
説
的
な
真

理
を
述
べ
さ
せ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
政
治
の
唯
一

の
目
的
は
市
民
を
優
れ
た
者
と
す
る
こ
と
だ
と
言
わ
れ
て
い
て
、
そ

れ
は
市
民
を
法
と
正
義
に
従
う
者
と
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
の

だ
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
い
わ
ば
、
哲
学
と
教
育
に
よ
っ
て
の
み

達
成
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
プ
ラ
ト
ン
は
、
優

れ
た
市
民
と
優
れ
た
政
治
家
の
教
育
に
着
手
し
て
、
ア
カ
デ
メ
イ
ア

を
創
設
し
、
ま
た
、『
国
家
』
篇
を
執
筆
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
論
点
に
関
係
の
あ
る
範
囲
で
、
次
に
、
こ
の
対
話
篇
の
内
容

を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
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Ⅱ　
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
篇
の
内
容
と 

　
　

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
テ
ー
ゼ

第
一
部　

ゴ
ル
ギ
ア
ス
と
の
対
話

　

さ
て
弁
論
術
と
は
、
ゴ
ル
ギ
ア
ス
に
よ
る
と
、
民
会
や
そ
の
他
の

政
治
集
会
や
法
廷
に
お
い
て
、
大
勢
の
人
々
を
前
に
、
正
し
い
こ
と

や
不
正
な
こ
と
に
つ
い
て
、
言
論
に
よ
っ
て
、
短
時
間
で
信
じ
込
ま

せ
る
よ
う
な
説
得
を
作
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
自
分
自

身
に
自
由
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
、
国
に
お
い
て
は
他
の
人
を
支

配
で
き
る
」
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
「
人
間
に
関

す
る
事
柄
の
中
で
は
、
最
高
に
善
い
も
の
」
だ
と
さ
れ
る
（452D

（。

　

そ
こ
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
、
そ
れ
な
ら
、
弁
論
術
さ
え
身
に
付
け

れ
ば
、「
他
の
こ
と
は
何
も
知
ら
な
く
て
も
、
同
じ
よ
う
に
知
ら
な

い
一
般
大
衆
の
前
で
な
ら
、
知
っ
て
い
る
人
（
専
門
家
（
よ
り
も

も
っ
と
知
っ
て
い
る
と
思
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ね
」
と
問
わ

れ
る
と
、
ゴ
ル
ギ
ア
ス
は
、
そ
れ
な
ら
ば
「
弁
論
術
と
は
、
大
変
に

重
宝
な
も
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
さ
え
身
に
付
け
れ
ば
、
あ
り
と
あ

ら
ゆ
る
大
き
な
力
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の
だ
か
ら
」
と
悪
び
れ
る

こ
と
な
く
答
え
て
、
自
慢
す
る
（459B-C

（。
こ
こ
に
端
的
に
、
他

人
を
支
配
で
き
る
手
段
と
し
て
の
弁
論
術
を
最
善
の
も
の
と
考
え
て

い
る
ゴ
ル
ギ
ア
ス
の
価
値
観
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

だ
が
ゴ
ル
ギ
ア
ス
は
、「
も
し
弟
子
が
不
正
を
し
た
と
し
て
も
、

そ
の
責
任
は
弟
子
に
あ
り
、
教
え
た
者
に
は
責
任
は
な
い
」
と
述
べ

る
の
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
矛
盾
を
指
摘
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
い

う
の
も
、
は
た
し
て
弁
論
家
は
「
正
・
不
正
、
善
・
悪
、
美
・
醜
に

つ
い
て
」、
知
ら
な
い
の
か
、
知
っ
て
い
る
よ
う
に
み
せ
か
け
る
だ

け
な
の
か
、
ま
た
、
弟
子
に
教
え
る
の
か
、
教
え
な
い
の
か
、
と
ソ

ク
ラ
テ
ス
が
尋
ね
る
と
、
ゴ
ル
ギ
ア
ス
は
「
弟
子
は
私
か
ら
学
ぶ
」

と
答
え
て
し
ま
う
。
し
か
し
実
際
に
は
、
当
の
事
柄
を
知
ら
な
く
て

も
よ
い
と
言
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
不
正
に
つ
い
て
も
知
ら
な

く
て
よ
い
と
思
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
も

し
弟
子
が
「
正
し
い
こ
と
を
学
ん
だ
な
ら
、
正
し
い
こ
と
を
す
る
こ

と
を
欲
し
、
不
正
を
す
る
こ
と
を
望
ま
な
い
は
ず
だ
か
ら
、
弟
子
が

不
正
を
す
る
は
ず
は
な
い
」
と
し
て
、
ゴ
ル
ギ
ア
ス
の
言
葉
の
矛
盾

を
指
摘
し
て
、
こ
の
第
一
部
は
終
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
弟
子
が
不
正
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
、
教
師

が
弟
子
に
正
・
不
正
に
つ
い
て
教
え
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

が
帰
結
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。「（
こ
の
問
題
に
つ
い
て
（
間
違
っ

た
考
え
を
も
つ
こ
と
ほ
ど
人
間
に
と
っ
て
大
き
な
害
悪
に
な
る
こ
と

は
何
も
な
い
」（45（A

-B

（
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ゴ
ル
ギ
ア

ス
の
正
・
不
正
に
つ
い
て
の
思
い
違
い
、
つ
ま
り
は
、
善
悪
の
知
の

欠
如
と
無
知
と
が
、
一
番
の
害
悪
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
（cf. 50（B

-C, 520B

（。
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さ
て
、「
正
し
い
こ
と
を
学
ん
だ
な
ら
、
正
し
い
人
に
な
る
」
と

い
う
、
い
わ
ゆ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
主
知
主
義
に
つ
い
て
は
、
疑
問
が

で
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
箇
所
で
は
、
知
の
対
象
が
初
め

て
、｢
正
・
不
正
、
善
・
悪
、
美
・
醜
に
つ
い
て｣

と
言
わ
れ
て
い

て
（459D
（、｢
価
値
の
相
互
連
関
の
知
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
お
そ
ら
く
ゴ
ル
ギ
ア
ス
は
、
そ
う
い
っ
た
「
価
値
の
相
互

連
関
」
に
つ
い
て
思
い
違
い
を
し
て
い
て
、
こ
れ
を
教
え
て
は
い
な

い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
正
義
が
善
美
で
大
事
な
も
の
で
あ
り
、

不
正
は
悪
で
醜
だ
か
ら
、
決
し
て
行
な
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う

知
を
欠
い
て
い
て
、
教
え
る
こ
と
は
不
要
だ
と
思
っ
て
教
え
て
い
な

い
か
ら
、
弟
子
が
不
正
を
す
る
の
だ
、
と
い
う
点
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の

批
判
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
ゴ
ル
ギ
ア
ス
は
、
弁
論
術

が
あ
ら
ゆ
る
力
を
持
つ
と
自
慢
し
て
い
た
が
、
実
際
は
、
彼
の
知
は
、

弟
子
に
不
正
を
さ
せ
な
い
だ
け
の
力
を
持
た
ず
、
無
力
だ
っ
た
の
で

あ
る
。第

二
部　

ポ
ロ
ス
と
の
対
話

　

ポ
ロ
ス
は
、「
ゴ
ル
ギ
ア
ス
さ
ん
に
失
礼
だ
」
と
言
っ
て
、
話
に

割
っ
て
入
る
が
、
ポ
ロ
ス
に
と
っ
て
は
、
弁
論
家
が
善
悪
、
美
醜
、

正
不
正
に
つ
い
て
、
知
っ
て
い
よ
う
が
い
る
ま
い
が
、
そ
ん
な
こ
と

は
問
題
で
は
な
く
、
人
前
で
体
面
を
損
な
い
、
恥
を
か
か
せ
た
こ
と

の
方
が
む
し
ろ
問
題
な
の
で
あ
っ
て
（461B

-C

（、
美
醜
を
重
視
す

る
彼
の
価
値
観
が
こ
こ
に
垣
間
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
弁
論
術
の
こ
と
を
、
技
術
で
は
な
く
快
楽
を

目
指
す
卑
し
い
迎
合
だ
と
批
判
す
る
。
ポ
ロ
ス
は
、
快
を
も
た
ら
す

の
な
ら
立
派
な
（
美
し
い
（
も
の
で
は
な
い
か
と
言
う
が
、
ソ
ク
ラ

テ
ス
は
、
不
正
の
弁
護
に
用
い
ら
れ
る
法
廷
用
の
弁
論
術
は
、
司
法

術
の
「
影
の
よ
う
な
も
の
」
で
あ
っ
て
、「
劣
悪
な
」、「
醜
い
も
の
」

だ
と
主
張
す
る
（463D

（。

　

す
る
と
ポ
ロ
ス
は
、
弁
論
家
は
独
裁
者
と
同
じ
く
、
大
き
な
力
が

あ
り
、
誰
で
も
好
き
な
者
を
死
刑
に
し
た
り
追
放
に
し
た
り
で
き
る

で
は
な
い
か
と
、
弁
論
家
の
実
力
、
権
力
を
無
条
件
に
誉
め
称
え
、

賞
賛
の
対
象
と
す
る
の
だ
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、「
も
し
思
い
通
り

の
こ
と
を
何
で
も
し
て
い
て
も
、
知
性
を
欠
く
な
ら
、
本
当
に
望
む

こ
と
（
た
め
に
な
る
善
い
こ
と
（
を
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
力
の

あ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
、
弁
論
家
は
無
力
だ
」
と
言
っ
て
、
そ

の
よ
う
な
力
を
否
定
し
、
弁
論
家
を
讃
美
す
る
ポ
ロ
ス
の
無
知
（
思

い
違
い
（
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

そ
れ
で
も
ポ
ロ
ス
は
、
何
で
も
思
い
通
り
に
す
る
自
由
の
あ
る
独

裁
者
が
羨
ま
し
く
は
な
い
の
か
？

と
問
う
の
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス

は
、｢
正
義
に
従
っ
て
（δικαίω

ς

（
そ
う
し
て
い
る
場
合
か
、
そ
れ

と
も
、
不
正
な
仕
方
で
（ἀδίκω

ς

（
そ
う
し
て
い
る
場
合
か
」
と
問

い
返
す
の
だ
が
、
ポ
ロ
ス
は
、「
ど
ち
ら
に
し
て
も
両
方
と
も
羨
ま

し
い
」
と
答
え
て
い
る
（469A

（。
つ
ま
り
ポ
ロ
ス
は
、
思
い
通
り
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に
す
る
力
の
あ
る
独
裁
者
に
憧
れ
て
、
そ
の
力
を
賞
賛
す
る
け
れ
ど

も
、
正
・
不
正
に
つ
い
て
は
無
頓
着
で
、
ど
ち
ら
で
も
か
ま
わ
な
い

の
で
あ
る
。
む
し
ろ
地
位
や
名
誉
や
評
判
や
権
力
、
あ
る
い
は
、
体

面
と
か
、
立
派
だ
の
、
恥
だ
の
、
み
っ
と
も
な
い
と
か
い
っ
た
よ
う

な
、
世
間
的
な
、
人
か
ら
見
て
の
「
美
・
醜
」
こ
そ
が
、
何
よ
り
も

大
事
な
、
善
し
悪
し
の
価
値
の
基
準
な
の
で
あ
る（

2
（

。

　

さ
て
、「
羨
ま
し
く
な
い
の
か
」
と
問
わ
れ
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、

「
不
正
な
仕
方
で
人
を
死
刑
に
す
る
者
」（
独
裁
者
（
が
一
番
不
幸
で

哀
れ
で
あ
り
、
羨
む
に
は
値
し
な
い
と
応
答
す
る
が
、
ポ
ロ
ス
は
、

「
不
正
な
仕
方
で
死
刑
に
さ
れ
る
者
」
が
一
番
不
幸
で
哀
れ
だ
と
反

論
す
る
の
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、「
人
に
不
正
を
行
な
う
の
は
、
害

悪
の
中
で
も
ま
さ
に
最
大
の
害
悪
だ
」
と
し
て
、「
自
分
が
不
正
を

受
け
る
ほ
う
が
、
も
っ
と
大
き
な
害
悪
だ
」
と
主
張
す
る
ポ
ロ
ス
と

対
立
す
る
。
こ
う
し
て
、
あ
の
よ
く
引
用
さ
れ
る
対
話
が
交
わ
さ
れ

る
の
で
あ
る
。｢

す
る
と
あ
な
た
は
、
人
に
不
正
を
行
な
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
、
自
分
が
不
正
を
受
け
る
ほ
う
を
望
ま
れ
る
の
で
す
ね
？
」

と
ポ
ロ
ス
が
問
う
と
、「
ぼ
く
と
し
て
は
、
そ
の
ど
ち
ら
も
望
ま
な

い
だ
ろ
う
。
だ
が
も
し
、
人
に
不
正
を
行
な
う
か
、
そ
れ
と
も
、
自

分
が
不
正
を
受
け
る
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
が
や
む
を
え
な
い
と
す
れ

ば
、
不
正
を
行
な
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
不
正
を
受
け
る
ほ
う
を
選
び

た
い
（469C

（」
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
答
え
る
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ

ス
の
考
え
は
、
こ
の
一
言
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ

う
。

　

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
立
派
な
優
れ
た
人
が
幸
福
で
あ
り
、
不
正
で
邪

悪
な
者
が
不
幸
な
の
だ
と
主
張
し
て
（470E

（、
不
正
を
行
な
い
な

が
ら
裁
か
れ
な
い
こ
と
が
一
番
不
幸
だ
と
言
い
、
誰
一
人
そ
れ
を
認

め
な
い
だ
ろ
う
と
言
う
ポ
ロ
ス
に
対
し
て
は
、「
真
理
は
決
し
て
反

駁
さ
れ
な
い
」
と
ま
で
言
っ
て
（472D

-473B

（、
反
駁
し
て
い
る
。

と
い
う
の
も
、
ポ
ロ
ス
は
、「
不
正
行
な
う
こ
と
」
の
方
が
醜
い
と

認
め
、
そ
し
て
、
何
か
が
醜
い
と
は
、
苦
痛
か
害
悪
か
、
そ
の
両
方

か
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
認
め
る
。
そ
う
し
て
、
不

正
を
受
け
る
ほ
う
が
苦
痛
で
あ
り
、
不
正
を
行
な
う
方
は
苦
痛
で
は

な
い
か
ら
、
不
正
を
行
な
う
方
が
醜
い
の
は
、
そ
れ
が
悪
だ
か
ら
だ

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、「
不
正
を
行
な
う
こ
と
は
悪
で
あ
る
」
こ

と
が
証
明
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、

そ
う
言
っ
て
い
た
の
は
真
実
だ
っ
た
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る

（479E

（。

　

と
こ
ろ
で
ポ
ロ
ス
は
、
な
ぜ
不
正
が
い
け
な
い
か
と
問
わ
れ
る

と
、
罰
せ
ら
れ
る
か
ら
だ
と
答
え
て
お
り
（470A

（、
だ
か
ら
、
罰

せ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
独
裁
者
で
あ
れ
ば
不
正
は
悪
い
こ
と
で
は
な

い
の
だ
と
し
て
、
正
し
い
人
よ
り
も
力
の
あ
る
者
を
賞
賛
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
彼
の
心
の
底
に
は
、
力
へ
の
憧
れ
と
、
不
正
を
受
け
る

方
が
苦
だ
と
い
う
、
快
と
苦
に
対
す
る
通
常
一
般
の
心
理
が
あ
る
の

だ
ろ
う
が
、
快
と
苦
に
つ
い
て
対
話
を
交
わ
す
の
は
、
次
の
カ
リ
ク

Hosei University Repository



24

レ
ス
の
役
目
と
な
る
。

第
三
部　

カ
リ
ク
レ
ス
と
の
対
話

　

話
に
割
っ
て
入
っ
た
カ
リ
ク
レ
ス
は
、
も
し
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
言
う

こ
と
が
真
実
な
ら
ば
、
人
間
の
生
活
は
ま
っ
た
く
あ
べ
こ
べ
に
な
る

だ
ろ
う
と
あ
ざ
け
る
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、「
不
正
が
悪
で
あ
り
醜

で
あ
る
」
と
い
う
主
張
は
哲
学
が
述
べ
る
こ
と
で
あ
り
、
哲
学
は
い

つ
も
同
じ
こ
と
を
言
う
の
だ
か
ら
（4（2A

-B

（、
も
し
反
駁
を
す
る

の
な
ら
ば
哲
学
を
反
駁
す
る
よ
う
に
と
言
う
。
こ
う
し
て
哲
学
の
勧

め
る
生
き
方
と
、
弁
論
術
の
勧
め
る
生
き
方
の
ど
ち
ら
を
取
る
べ
き

か
が
争
点
と
な
る
。

　

さ
て
、「
力
の
強
い
者
が
多
く
取
る
こ
と
が
正
し
い
」
と
い
う
「
強

者
の
正
義
」
を
主
張
す
る
カ
リ
ク
レ
ス
に
対
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、

優
者
や
強
者
と
は
何
者
な
の
か
と
問
い
、
そ
れ
を
ま
ず
は
思
慮
と
勇

気
の
あ
る
者
だ
と
規
定
し
て
（491B

（、
続
け
て
、
快
楽
主
義
批
判

を
通
し
て
、
優
れ
た
人
と
は
多
く
取
る
力
の
あ
る
者
で
は
な
く
、
む

し
ろ
節
制
と
正
義
を
備
え
た
、
魂
の
秩
序
の
あ
る
者
だ
と
い
う
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
放
埒
で
は
な
く
、
秩
序
と
思
慮
節
制

の
あ
る
魂
が
優
れ
た
魂
で
あ
り
、
思
慮
と
節
制
と
勇
気
と
正
義
の
徳

を
持
つ
人
が
、
す
べ
て
の
徳
を
持
つ
優
れ
た
者
で
あ
り
、
幸
福
で
あ

る
と
結
論
し
て
、
そ
れ
が
真
実
だ
と
主
張
す
る
（506E

-507D

（。

し
か
も
、
も
う
一
度
、
こ
の
説
が
真
実
だ
と
す
れ
ば
と
念
を
押
し
て 

（50（B

（、
そ
の
上
で
、
こ
れ
ま
で
の
説
は
、
み
な
こ
の
説
か
ら
の

結
論
だ
っ
た
の
で
あ
り
（50（B

（、「
不
正
が
悪
で
醜
で
あ
る
」
と

い
う
自
分
の
説
は
、
鉄
と
鋼
の
ロ
ゴ
ス
で
縛
り
つ
け
ら
れ
て
い
て
、

決
し
て
動
か
な
い
と
述
べ
る
の
で
あ
る
（509A

（。

　

こ
う
し
て
、
こ
の
説
（
ロ
ゴ
ス
（
を
一
つ
の
結
論
と
し
て
、
あ
る

い
は
、
こ
れ
ま
で
の
主
張
の
出
発
点
だ
っ
た
と
し
て
、
こ
の
あ
と
、

不
正
を
受
け
な
い
た
め
の
工
夫
と
、
不
正
を
行
な
わ
な
い
た
め
の
助

け
の
考
察
に
入
る
（509B

（。
不
正
を
受
け
な
い
た
め
の
工
夫
と
は
、

時
の
権
力
者
に
似
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
は
か
え
っ
て
不
正

を
重
ね
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
そ
の
方
は
捨
て
て
、
も

う
一
方
の
、
不
正
を
行
な
わ
な
い
た
め
の
助
け
が
何
か
を
探
究
し
て

ゆ
く
。

　

と
こ
ろ
で
、
政
治
の
目
的
と
は
唯
一
、
市
民
の
魂
を
善
い
も
の
、

優
れ
た
も
の
に
す
る
こ
と
だ
け
な
の
だ
と
さ
れ
て
い
て
、
具
体
的
に

は
、
市
民
が
正
義
と
法
に
従
う
者
と
な
る
こ
と
（504D

（
が
政
治

の
目
的
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
助
け
と
な
る
も
の
と
は
、

お
そ
ら
く
市
民
を
善
い
人
に
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
教
育
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
も
し
不
正
を
す
る
者
が
い
な
く
な
れ
ば
、
不

正
を
受
け
る
心
配
も
な
く
な
る
だ
ろ
う
か
ら
（520D

（、
市
民
の
魂

が
優
れ
た
も
の
と
な
る
よ
う
、
市
民
た
ち
か
ら
不
正
を
取
り
除
く
仕

事
こ
そ
が
、
政
治
の
目
指
す
べ
き
仕
事
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
そ
れ

は
、
教
育
と
哲
学
の
仕
事
で
も
あ
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
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は
、
市
民
た
ち
に
迎
合
す
る
弁
論
術
の
や
り
方
で
は
な
く
、
市
民
の

魂
を
善
く
す
る
こ
と
を
目
指
す
哲
学
の
や
り
方
が
必
要
だ
と
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
一
連
の
議
論
の
最
後
に
な
っ
て
カ
リ
ク
レ
ス
は
、
率
直
に

答
え
て
く
れ
と
何
度
も
促
さ
れ
て
、
結
局
、＂
召
使
の
よ
う
に
迎
合

す
る
必
要
が
あ
る
、
そ
う
で
な
い
と
死
刑
に
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

ぞ
＂
と
答
え
て
、
最
後
ま
で
死
へ
の
恐
れ
を
語
る
。
そ
し
て
「
自
分

自
身
を
助
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
い
て
、
立
派
に
や
っ
て
い
る
こ

と
に
な
る
の
か
？
」
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
問
う
。
そ
れ
に
対
し
て
ソ
ク

ラ
テ
ス
は
、
真
に
優
れ
た
人
間
の
恐
れ
る
べ
き
こ
と
と
は
、
死
で
は

な
く
、
不
正
を
す
る
こ
と
だ
と
言
っ
て
、「
決
し
て
不
正
を
す
る
こ

と
な
し
に
生
き
た
と
い
う
、
た
だ
こ
の
一
つ
の
こ
と
さ
え
、
そ
の
人

が
自
分
の
身
に
つ
け
て
い
る
な
ら
ば
、
立
派
に
や
っ
て
い
る
こ
と
に

な
る
の
だ
。
人
々
に
対
し
て
も
、
神
々
に
対
し
て
も
、
不
正
な
こ
と

は
何
一
つ
言
わ
な
か
っ
た
し
、
ま
た
行
な
い
も
し
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
で
、
自
分
自
身
を
助
け
る
と
い
う
こ
と
が
最
上
の
こ
と
」
で
あ

り
、
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
に
何
度
も
同
意
さ
れ
て
き
た
こ
と
だ
、
と
答

え
て
い
る
（522D

-E

（。

　

こ
う
し
て
最
後
に
、
死
は
怖
く
な
い
が
不
正
は
恐
ろ
し
い
と
い
う

内
容
の
ミ
ュ
ー
ト
ス
を
語
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
カ
リ
ク
レ
ス

は
、｢

他
の
話
も
片
を
つ
け
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
話
も
片
を
つ
け
て

も
ら
お
う
」
と
促
し
て
い
て
（522E

（、
そ
れ
ま
で
は
時
に
ふ
て
く

さ
れ
、
無
関
心
を
装
っ
て
い
た
カ
リ
ク
レ
ス
だ
が
、
少
な
く
と
も
最

後
ま
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
話
に
耳
を
傾
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
い
う
、「
不
正
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
自

分
を
助
け
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
微
力
に
も
思
わ
れ
、
そ
れ
が

最
善
の
助
け
で
、
最
大
の
力
だ
と
は
思
わ
れ
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
不
正
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
自
分
で
で
き
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
れ
を
支
え
る
も
の
が
、「
不
正
は
悪
で
あ
り
醜
で
あ

る
」
と
い
う
「
知
」
で
あ
る
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
（
プ
ラ
ト
ン
（
は
見
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
知
を
間
違
え
ず
に
持
ち
続
け
る
こ
と
が
、

わ
れ
わ
れ
を
踏
み
と
ど
ま
ら
せ
、
わ
れ
わ
れ
を
救
う
最
後
の
砦
と
な

る
の
で
あ
る
。
不
正
を
す
る
こ
と
は
い
く
ら
で
も
「
で
き
る
」
で
あ

ろ
う
し
、
力
を
行
使
す
る
こ
と
も
い
く
ら
で
も
で
き
る
だ
ろ
う
が
、

そ
れ
を
し
な
い
で
い
る
こ
と
は
難
し
い
。
だ
が
、
で
き
る
か
ら
と

い
っ
て
、
し
て
は
い
け
な
い
場
合
も
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
踏
み
止
ま

せ
る
「
力
」（
能
力
（
こ
そ
が
、
真
の
人
間
の
「
徳
」
な
の
で
は
な

か
ろ
う
か（

3
（

。

　

最
後
に
ミ
ュ
ー
ト
ス
が
語
ら
れ
た
後
で
も
、「
不
正
は
悪
で
あ
り

醜
で
あ
る
」
と
い
う
こ
の
説
（
ロ
ゴ
ス
（
だ
け
が
反
駁
に
揺
る
が
ず

に
止
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
ロ
ゴ
ス
を
人
生
の
道
案
内
に
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し
よ
う
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、＂
生
き
る
の
も

死
ぬ
の
も
、
正
義
や
そ
の
他
の
徳
を
修
め
な
が
ら
に
す
る
と
い
う
こ

の
生
活
態
度
こ
そ
、
最
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
く
れ
て
い

る
の
だ
か
ら
、
さ
あ
、
こ
の
ロ
ゴ
ス
に
従
っ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
、

そ
し
て
他
の
人
に
も
勧
め
よ
う
、
他
の
説
に
は
何
の
値
打
ち
も
な
い

の
だ
か
ら
＂
と
い
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
結
び
の
言
葉
（
ロ
ゴ
ス
（
は
、

時
空
を
超
え
て
、
わ
れ
わ
れ
に
ま
で
呼
び
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
と
い
う
対
話
篇
の
内
容
が
、「
不
正
は
悪

で
あ
り
醜
で
あ
る
」
と
知
る
こ
と
と
い
う
、
知
の
「
力
」
を
重
要
視

し
た
も
の
だ
と
す
る
と
、
今
回
の
タ
イ
ト
ル
も
、「
善
の
諸
相
」
で

は
な
く
、
悪
の
諸
相
と
す
べ
き
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、『
国
家
』
で
は
「
正
義
こ
そ
善
で
あ
る
」
と
い
う
証
明
が
試

み
ら
れ
、『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
で
は
「
不
正
が
悪
で
醜
で
あ
る
」
と
い

う
論
証
が
試
み
ら
れ
、
両
者
は
い
わ
ば
表
と
裏
の
関
係
に
あ
る
と

言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　

こ
の
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
篇
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
探
求
し
た
こ
と
は
、

不
正
が
悪
だ
と
は
表
面
的
に
は
わ
れ
わ
れ
も
十
分
に
知
っ
て
い
る
は

ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
不
正
は
な
く
な
ら
な
い
の
か
、

何
が
間
違
い
で
、
何
が
足
り
な
い
の
か
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
無
知
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
不
正
を

行
な
う
こ
と
は
、
当
の
本
人
に
と
っ
て
害
に
な
る
と
知
っ
た
な
ら
、

不
正
は
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
重
要
な
点
は
、
不
正
行
為
は
、
そ
れ

が
加
え
ら
れ
る
他
人
に
と
っ
て
で
は
な
く
、
そ
の
行
為
者
当
人
に

と
っ
て
、
そ
の
「
魂
」
に
と
っ
て
、
害
に
な
る
悪
だ
と
い
う
点
で
あ

る
。｢

魂
」
と
い
う
概
念
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
が

革
新
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
「
真
の
自
己
」
と
い
う
意
味

の
も
の
で
あ
っ
て
、
正
し
さ
に
よ
っ
て
益
さ
れ
、
不
正
に
よ
っ
て
損

な
わ
れ
る
も
の
と
も
さ
れ
て
い
る
（cf. Crit. 47D

-E

（。
そ
し
て
、

大
切
な
こ
と
は
、「
魂
が
で
き
る
だ
け
優
れ
た
よ
い
も
の
で
あ
る
よ

う
に
気
を
つ
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
先
に
、
あ
る
い
は

同
程
度
に
で
も
、
身
体
や
金
銭
の
こ
と
を
気
に
し
て
は
な
ら
な
い
」

（A
p. 30B

（
と
も
言
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生

活
は
、
そ
の
「
一
番
大
切
な
こ
と
を
一
番
粗
末
に
し
、
つ
ま
ら
な
い

こ
と
を
不
相
応
に
大
切
に
し
て
い
る
」（A

p. 50A

（ 

の
が
現
実
で

あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
真
の
自
己
と
自
己
に
付
随
す
る
だ
け
の
も
の
と

を
厳
格
に
区
別
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

　

カ
リ
ク
レ
ス
は
、
論
理
の
上
で
は
も
は
や
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
言
う

こ
と
に
納
得
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
明
ら
か
な
の
だ
が
、「
死

へ
の
恐
れ
」
と
い
う
点
で
、
最
後
ま
で
抵
抗
が
残
る
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
が
問
う
も
の
は
、
結
局
、
人
間
に

と
っ
て
、
死
へ
の
恐
怖
を
超
え
て
さ
え
、
時
と
し
て
貫
く
べ
き
も
の

が
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
、
人
間
の
生
き
方
、
死
に
方
の
問
題
で
あ
る

こ
と
が
、
こ
こ
に
お
い
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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《
注
》

　

テ
キ
ス
ト
は
、Burnet 

版 

（O
xford Classical T

exts

（
を
使
用
。

翻
訳
は
、
プ
ラ
ト
ン
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
加
来
彰
俊
訳
（
岩
波
文
庫
、

一
九
六
七
（、
並
び
に
、「
プ
ラ
ト
ン
全
集
」
所
収
の
も
の
を
用
い
、『
プ

ラ
ト
ン
著
作
集
「
ゴ
ル
ギ
ア
ス
」』
田
中
美
知
太
郎
、
加
来
彰
俊
共
著
（
岩

波
書
店
、
一
九
六
〇
（
の
注
釈
を
参
考
と
し
た
。

（
１
（ 

た
だ
し
、
快
は
欲
望
充
足
の
結
果
、
報
酬
な
の
で
あ
っ
て
、
逆
に
、

初
め
か
ら
快
を
め
ざ
す
と
、
往
々
に
し
て
過
ち
を
犯
す
。
快
と
苦
は

行
為
選
択
の
充
分
な
指
導
原
理
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る

（499E
-500A

, cf. 46（B
-C　

快
に
対
す
る
善
の
優
位
（。

（
２
（ 

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
こ
こ
で
、
善
悪
の
境
界
は
と
い
う
自
ら
の
問
い
に

自
分
で
答
え
て
「
正
し
く
な
ら
ば
善
い
し
、
不
正
に
な
ら
悪
い
」
と

言
っ
て
い
る
点
に
も
注
目
さ
れ
た
い
（470B

-C
（。

（
３
（ 

真
に
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
人
を
支
配
す
る
力
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
己
支
配
の
力
（
能
力
、
デ
ュ
ナ
ミ

ス
（
と
し
て
の
徳
の
力
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
「
力
」

と
支
配
に
ま
つ
わ
る
思
い
違
い
も
ま
た
、
問
わ
れ
て
い
る
。
国
家
に

お
い
て
も
、
魂
に
お
い
て
も
、
善
の
知
が
支
配
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
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Aspects of Good in Plato’s Gorgias

Yurie SHIRANE

 The purpose of this paper is to show that in Plato’s Gorgias, Socrates tries 
to prove his own thesis “doing injustice is evil and shame”, by refuting differ-
ent moral values of three characters, Gorgias, Polus and Callicles.  As for what 
is good and bad, Callicles’ criterion is based on pleasure and pain, while Polus’ 
is based on beauty and ugliness.  And Gorgias, while knowing that knowledge 
is the best thing, doesn’t realize “doing injustice is evil and shame”.  Possibly 
this set of three characters will be then later developed into the tripartite theo-
ry of soul in Resp.  In refuting their moral values, Socrates practices “the art of 
the conversion of the soul”.  Socrates maintains his thesis before he starts the 
dialogue.  It is not a result of the elenchus, but a starting point of Socrates’ eth-
ical thinking.  He fears committing injustice, but never fears death. Here we 
can see the core of Socrates‘s philosophy.

＊　　＊　　＊

Fact and Perspective

Koichi NAKAGAMA

 We often say that many perspectives correspond to one and the same fact.  
In this paper, I argue that there is no perspective-independent principle of indi-
viduation about fact.  I give an argument to prove that any attempt to individ-
uate fact through thoughts or propositions will necessarily fail.  Then, I discuss 
the implication of this failure on the traditional problems of philosophy and 
suggest the possibility and importance of perspectivism.
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