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一

は
じ
め
に

『

ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学』

に
お
い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
受
け
継
ぎ
、
そ
の
一
部
を
修
正
し
て
い
っ
た

｢

徳
の
教
義｣

を

展
開
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
西
洋
の

｢

理
性
主
義｣

の
原
像
が
示
さ
れ
て
い
る
。

私
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

｢

徳
の
教
義｣

を
カ
ン
ト
倫
理
学
や
功
利
主
義
と
い
っ
た
近
世
の

｢

理
性
主
義｣

と
比
較
し
、
そ
の
思
想
が
い
か
に

現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
訴
え
る
力
を
も
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
希
望
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
ま

ず
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

｢

徳
の
教
義｣

が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
が
こ
の
考
察
の
課
題
で
あ
る
。

｢

徳
の
教
義｣

は
様
々
な
視
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は

｢
人
柄
の
徳｣

と

｢

思
慮｣

と
の
関
係
を
通
し
て
追
求
し
て
い
き

た
い
。

第
一
巻
十
三
章
に
お
い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は

｢

徳｣

を

｢

人
柄
の
徳

(� ����� ����� )｣
と

｢

知
性
的
な
徳

(������ ���� ����� )｣
と

アリストテレスにおける思考と行為
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
思
考
と
行
為

菅

豊

彦

ア
レ
テ
ー
と
プ
ロ
ネ
ー
シ
ス
の
関
係
に
つ
い
て

(

１)



に
区
別
し
、
第
二
巻
か
ら
第
五
巻
で
、｢

節
制

(�� �������� )｣
や

｢

勇
気

(�������)｣

の
よ
う
な

｢

人
柄
の
徳｣

を
考
察
し
て
い
る
。

他
方
、｢

知
性
的
な
徳｣

は
第
六
巻
で
論
じ
ら
れ
る
。｢

思
慮

(������ ���)｣

、｢

技
術

(������ )｣

、｢

学
問
的
知
識

(������ �� )｣

、｢

知
恵

(������)｣
、
等
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
相
互
の
関
係
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
第
六
巻
に
お
け
る
重
要
な
テ
ー
マ
は

｢

思
慮

(

プ
ロ
ネ
ー
シ
ス)｣

と

｢

人
柄
の
徳

(

エ
ー
テ
ィ
ケ
ー
・
ア
レ
テ
ー)｣

と
の
関
係
で
あ
る
。
第
六
巻
十
二
章
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

｢

人
間
の
機
能

(�����)
は

｢

思
慮｣

お
よ
び

｢

人
柄
の
徳｣

に
基
づ
い
て
果
た
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、(

人
柄
の)

徳
は
目
標

(���
������)

を
正
し
い
も
の
に
し
、｢

思
慮｣

は
そ
の
目
標
の
た
め
の
も
の
ご
と

(������������)

を
正
し
い
も
の
に
す
る
か
ら
で
あ
る

(

２)

。｣

(

第
六
巻
第
十
二
章
、

1144�8
〜9)

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
の
よ
う
に
、
善
き
行
為
を
為
す
た
め
に
は
、｢

人
柄
の
徳｣

と

｢

思
慮｣

と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
で
は
、

こ
の

｢

人
柄
の
徳｣

と

｢

思
慮｣

と
は
ど
の
よ
う
な
機
能
の
相
違
が
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
に
お
い
て
、
こ
の
問

題
を
考
察
し
て
い
く
が
、
こ
れ
は

｢

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
を
ど
う
捉
え
る
か｣

と
い
う
根
本
問
題
に
繋
が
っ
て
い
る
。

二

｢

思
案

(���������)｣
と

｢

選
択

(����������)｣
の
関
係
―
―
実
践
的
推
理

猫
が
小
鳥
を
知
覚
し
、
そ
の
小
鳥
に
忍
び
寄
っ
て
い
る
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は

｢

猫
は
そ
の
小
鳥
を
捕
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る｣

と
そ
の
目
的
や

意
図
を
語
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
人
間
の
み
な
ら
ず
、
他
の
動
物
に
も
意
志
と
か
意
図
を
認
め
て
い
る
が
、
し
か
し
、
ロ
ゴ
ス

(

言
語)

を
も
つ
人
間
と
他
の
動
物
と
で
は
そ
の
形
態
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

人
間
の
振
舞
い
と
そ
の
目
的
と
を
関
係
づ
け
る
の
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が

｢

思
案

(���������)｣
と
呼
ぶ
作
用
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
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て
行
為

｢

選
択

(����������)｣
が
成
立
す
る
。
こ
の

｢

選
択｣

に
向
け
て
の

｢

思
案｣

を
現
わ
す
表
現
と
し
て

｢

実
践
的
推
理｣

と
い
う
言
葉

を
使
う
こ
と
に
し
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
ア
ラ
ン

(���������)
は
実
践
的
推
理
に
つ
い
て
興
味
深
い
論
文
を
著
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
第
三
巻
で
は

｢

目
的
―
手
段｣

型
の
実
践
的
推
理
を
考
察
し
、
第
六
巻
で
は

｢

規
範
―
事
例｣

型
の
推
理
を
考
察
し
て
い
る
と
し
て
、
両
者
を
対
比
的
に
捉
え
る
解
釈
を
示
し
て

い
る

(

３)

。
こ
の
解
釈
は
そ
の
後
の
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
と
く
に

｢

規
範
―
事
例｣

型
の
推
理
の
見
解
は
、
今
日
、
実
践
的
推
理
に
つ
い
て

の
共
通
の
前
提
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
考
察
に
お
い
て
、
ア
ラ
ン
の
見
解
を
批
判
し
、
そ
れ
に
代
わ
る
解
釈
を
提
示
し
て
行
き
た
い
と
考
え
る
。

(

１)

第
三
巻
に
お
い
て
、｢
目
的
―
手
段｣

型
の
実
践
的
推
理
が
主
題
に
な
っ
て
い
る
と
す
る
解
釈
の
根
拠
は
、
第
三
巻
第
三
章
の

｢

わ
れ
わ

れ
が
思
案
す
る
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
目
的
に
つ
い
て
で
は
な
く
、｢

目
的
の
た
め
の
も
の
ご
と｣

に
つ
い
て

(������ ����������� )

で
あ
る｣

(

第
三
巻
第
三
章
、1112�11
〜12)

と
い
う
主
張
で
あ
る
。

医
者
は
人
を
健
康
に
す
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
思
案
し
な
い
し
、
弁
論
家
は
説
得
す
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
思
案
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、

｢

彼
ら
は
目
的
を
設
定
し
た
上
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ま
た
何
に
よ
っ
て
そ
の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
か
を
考
察
す
る
の
で
あ
る
。｣

こ
の
推
理
は
医
術
や
建
築
術
等
の
技
術
知
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
が
、
ア
ラ
ン
は
こ
の
推
理
を

｢

目
的
―
手
段｣

型
の
推
理
と
し
て
捉
え
て

い
る
。

(

２)

そ
れ
に
対
し
て
、
第
六
巻
〜
第
七
巻
に
お
い
て
は
、
思
案
が

｢
手
段
の
選
択｣

に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
行
為
選
択
が

｢

行
為
そ

れ
自
身｣

の
ゆ
え
に
な
さ
れ
る
よ
う
な
推
理
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
ア
ラ
ン
は
こ
の
推
理
を

｢

規
範
―
事
例｣

型
の
推
理
と
し
て
規
定
す
る
。

し
か
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
の

｢

規
範
―
事
例｣

型
の
推
理
の
は
っ
き
り
し
た
事
例
を
挙
げ
て
は
い
な
い
。
た
だ
、
第
七
巻
に
お
い
て
、

大
前
提
と
し
て

｢

乾
燥
し
た
食
物
は
す
べ
て
の
人
間
が
食
べ
る
べ
き
も
の
で
あ
る｣
と
い
う
判
断
が
登
場
す
る
実
践
的
三
段
論
法
の
例
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る

(

第
七
巻
第
三
章
、

1147�1
〜9)

。
こ
れ
は
道
徳
的
規
範
で
は
な
い
が
、
正
し
い
行
為
を
示
す
一
種
の
規
範
で
あ
り
、
小
前
提
は
そ

アリストテレスにおける思考と行為
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の
具
体
的
な
事
例
を
示
し
て
お
り
、
ア
ラ
ン
は
こ
れ
を

｢

規
範
―
事
例｣

型
の
推
理
の
事
例
で
あ
り
、
道
徳
的
推
理
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
捉
え

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ア
ラ
ン
は
第
三
巻
と
第
六
巻
を
対
比
的
に
捉
え
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、｢

目
的
―
手
段｣

型
の
考
察
と

｢

規
範
―
事
例｣

型
の
考
察

を
割
り
当
て
て
い
る
。

し
か
し
、
私
は
こ
の
ア
ラ
ン
の
解
釈
に
賛
成
で
き
な
い
。

①

ま
ず
、
第
三
巻
は

｢
人
柄
の
徳｣

を
扱
う
部
分
で
あ
り
、
当
然
、
そ
こ
に
は
最
高
善
で
あ
る

｢

エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア｣

に
関
わ
る

｢

思
案｣

や

｢

選
択｣

が
前
提
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
第
三
巻
第
二
章
に
は

｢

選
択
は
徳
に
最
も
固
有
な
も
の
で
あ
り
、
行
為
に
よ
っ
て
よ
り
も
む
し
ろ
選
択
に
よ
っ
て
、
人
の
性
格

は
い
っ
そ
う
よ
く
判
定
さ
れ
る｣

(
第
三
巻
第
二
章
、1111�5)
と
い
う
文
章
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
の

｢

選
択｣

と
い
う
表
現
が

｢

手
段
の
選

択｣

に
限
定
さ
れ
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

②

し
か
し
、
私
の
よ
り
根
本
的
な
疑
問
は
、
第
三
巻
の
テ
キ
ス
ト
解
釈
で
は
な
く
、
ア
ラ
ン
の
い
う

｢

規
範
―
事
例｣

型
の
推
理
解
釈
そ
の
も

の
に
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
先
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
道
徳
的
推
理
に
お
け
る

｢

規
範
―
事
例｣

型
の
推
理
の
実
例
を
何
も
挙
げ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し

た
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
も
そ
も

｢

規
範｣

概
念
と
し
て
の
全
称
的
道
徳
判
断
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
多

く
の
箇
所
で
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
箇
所
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

｢

行
為
に
か
か
わ
る
事
柄
も
、
利
益
に
な
る
事
柄
も
、
ち
ょ
う
ど
健
康
に
関
す
る
事
柄
と
同
様
、
確
定
し
た
と
こ
ろ
を
何
も
も
た
な
い
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
一
般
的
な
説
明
が
こ
の
よ
う
な
次
元
の
も
の
で
あ
る
な
ら
、
個
別
的
な
事
柄
に
関
す
る
説
明
は
、
な
お
さ
ら
厳

密
さ
に
欠
け
る
。
…
…
医
術
や
航
海
術
の
場
合
の
よ
う
に
、
行
為
す
る
人
た
ち
自
身
が
そ
の
つ
ど
個
別
の
状
況
に
適
し
た
こ
と
を
考
え
な
く
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て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。｣

(

第
二
巻
第
二
章
、1104�2�

9

、
ま
た
第
一
巻
第
三
章
、1094�11

〜27

、
第
二
巻
第
九
章
、1109�12

〜23

を
参
照)

こ
の
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
実
践
的
な
思
案
の
対
象
は
不
確
定
で
、
予
見
不
可
能
で
あ
る
。
か
り
に
そ
こ
に
何
ら
か
の
規
範

が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
無
数
の
例
外
的
事
項
を
含
み
、
か
つ
そ
の
例
外
事
項
が
何
で
あ
る
か
を
規
定
す
る
規
則
と
い
っ
た
も
の
は
存

在
し
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
ク
ー
パ
ー

(����������)
や
ア
ー
ウ
ィ
ン

(���������)
、
さ
ら
に
ブ
ロ
ー
デ
ィ

(���������)

と
い
っ
た

英
米
を
代
表
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
研
究
者
た
ち
は

｢

規
範
―
事
例｣

型
の
推
理
を
前
提
し
て
い
る
と
言
え
る
。
彼
ら
は
道
徳
的

(

倫
理
的)

推

理
の
大
前
提
は
規
範
的
判
断
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
全
称
的
道
徳
判
断
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
も
う
少
し
く
わ
し
く
、
演
繹
的
推
理
と
区
別
さ
れ
る
実
践
的
推
理
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
行
っ
た
か
を
検
討
し

て
み
よ
う
。

三

実
践
的
推
理
の
基
本
的
な
か
た
ち
―
―
大
前
提
と
小
前
提
は
ど
の
よ
う
な
は
た
ら
き
を
す
る
か
―
―

ア
ラ
ン
は
実
践
的
推
理
を

｢

目
的
―
手
段｣

型
と

｢

規
範
―
事
例｣
型
に
分
類
す
る
根
拠
と
し
て
、『

動
物
運
動
論』

の701�9
以
下
の
箇
所

を
挙
げ
て
い
る
。

｢

い
ま
の
場
合
で
は

(

実
践
的
推
理
の
場
合)

、
二
つ
の
前
提
か
ら
出
た
結
論
は
行
為
と
な
る
。
す
な
わ
ち

｢

す
べ
て
の
人
は
歩
か
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ｣

と
考
え
る
な
ら
ば
、
彼
自
身
も
人
で
あ
る
か
ら
、
た
だ
ち
に
歩
く
。
…
…
私
が
善
を
作
り
だ
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
家
は
善

アリストテレスにおける思考と行為
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で
あ
る
か
ら
、
た
だ
ち
に
家
を
作
る
。
被
い
が
要
る
と
す
れ
ば
、
着
物
は
被
い
で
あ
る
か
ら
着
物
が
要
る
の
で
あ
る
。
私
が
要
る
も
の
を
作

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
着
物
が
要
る
の
で
あ
る
か
ら
、
着
物
を
作
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
結
論
は

｢

着
物
を
作
ら
ね
ば
な
ら
な
い｣

と
い
う
こ
と
で
、
行
為
で
あ
る
。
…
…
行
為
を
導
く
前
提
は
二
種
類
、
す
な
わ
ち
、
善
な
る
も
の
と
可
能
な
る
も
の
で
あ
る

(

４)

。｣

(701�11
〜25)

ア
ラ
ン
は
、
こ
の
箇
所
で

｢

規
範
―
事
例｣

型
の
推
理

(

歩
行
の
例)

と

｢

目
的
―
手
段｣

型
の
推
理

(

被
い
の
例)

の
区
別
が
示
さ
れ
て
い

る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
箇
所
を
素
朴
に
読
む
限
り
、
ア
ラ
ン
の
解
釈
に
は
賛
同
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
と
え
ば
、
第
二
番
目
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る

｢

家
の
例｣

は

｢

規
範
―
事
例｣

型
と

｢

目
的
―
手
段｣

型
の
い
ず
れ
に
属
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

推
理
の
二
つ
の
タ
イ
プ
を
区
別
す
る
こ
と
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
狙
い
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ウ
ィ
ギ
ン
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
上

の
引
用
文
の
ポ
イ
ン
ト
は
そ
の
最
後
の
文
章
、
す
な
わ
ち
、
大
前
提
は

｢

善
な
る
も
の｣

、
つ
ま
り

｢

欲
求
的
状
態｣

に
関
わ
り
、
小
前
提
は

｢

可
能
な
る
も
の｣

、
つ
ま
り

｢

信
念
的
状
態｣
に
関
わ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
に
そ
の
狙
い
が
あ
る
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
よ
り
広
い
視
点
か
ら
ア
ラ
ン
と
わ
れ
わ
れ
の
解
釈
の
相
違
を
捉
え
て
み
よ
う
。

実
践
的
推
理
に
つ
い
て
の
、
ア
ラ
ン
と
わ
れ
わ
れ
の
解
釈
と
の
相
違
は
、
実
践
的
推
理
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、｢

徳｣

や

｢

エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア｣

の
概
念
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
っ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
全
体
の
把
握
の
相
違
に
繋
が
っ
て
い
る
と
わ
れ
わ
れ
は

考
え
る
。
以
下
に
お
い
て
、
そ
の
点
を
、
段
階
を
追
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
が
、
ま
ず
、
実
践
的
推
理
に
つ
い
て
の
把
握

の
相
違
点
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
努
め
よ
う
。

ア
ラ
ン
の
解
釈
で
は
、
大
前
提
の
判
断
に
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
が
置
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、｢

規
範
―
事
例｣

型
に
お
い
て
、｢

規
範
が
決
ま

れ
ば
、
そ
こ
か
ら
そ
の
事
例
が
捉
え
ら
れ
る｣

と
い
う
思
考
が
強
く
働
い
て
お
り
、
こ
の

｢

規
範｣

は
具
体
的
な
文
脈
か
ら
独
立
に
捉
え
ら
れ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
実
践
的
推
理
は
演
繹
的
推
理
に
類
似
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
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そ
れ
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
解
釈
は
ま
ず
実
践
的
推
理
に
お
け
る

｢

大
前
提｣

と

｢

小
前
提｣

の
機
能
の
区
別
を
強
調
す
る
が
、
そ
の
際
、

重
要
な
点
は
、｢

思
慮｣

が
問
題
に
な
る
推
理
に
お
い
て
は
、｢

大
前
提｣

と

｢

小
前
提｣

は
相
互
に
相
補
的
な
関
係
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
い
う

点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
両
者
は
具
体
的
な
文
脈
か
ら
切
り
離
す
の
で
は
な
く
、
か
な
ら
ず
文
脈
の
中
で
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
技
術
知
に
お
け
る
実
践
的
推
理
に
対
し
て
、｢

思
慮

(

プ
ロ
ネ
ー
シ
ス)｣

が
問
題
に
な
る
場
合
の

｢

思
案｣

、
つ
ま
り
実
践
的
推

理
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

｢

思
慮
あ
る
人
の
思
案
は
、
…
…
健
康
を
保
つ
た
め
に
、
あ
る
い
は
体
力
を
つ
け
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
善
い
も
の
な
の
か
と

い
っ
た
仕
方
で
部
分
的
に
考
え
る
の
で
は
な
く
て
、
ま
さ
に

｢

よ
く
生
き
る
こ
と

(

エ
ウ
・
ゼ
ー
ン)｣

全
体
の
た
め
に
は
、
い
か
な
る
こ

と
が
善
い
か
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。｣

(

第
六
巻
第
五
章
、1140�25
〜28)

す
な
わ
ち
、
技
術
知
に
お
け
る
実
践
的
推
理
の
場
合
、
そ
の
目
的
は
明
確
に
与
え
ら
れ
て
お
り
、
課
題
は
時
間
的
・
空
間
的
に

(

つ
ま
り
手
段

的
に)

隔
た
っ
た
距
離
を
ど
の
よ
う
に
埋
め
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、｢

思
慮｣

が
問
題
に
な
る
実
践
的
推
理
に
お
け
る
問

い
と
は

｢

こ
こ
で
、
今
、(

も
っ
と
も)

善
き
行
為
と
は
ど
の
よ
う
な
行
為
か｣

と
い
う
問
い
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
選
択
そ
の
も
の
が
問

題
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
の
場
合
、｢

善
な
る
も
の
・
欲
求
に
関
わ
る｣

大
前
提
と

｢

可
能
な
る
も
の
・
信
念
に
関
わ
る｣

小
前
提
は
具
体
的
な
文
脈
に
お
い
て
密
接

不
可
分
な
か
た
ち
で
相
補
的
に
関
係
す
る
。
そ
の
構
造
を
ウ
ィ
ギ
ン
ス
の
指
摘
を
参
考
に
し
て
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。

｢(

イ)

あ
る
人
物
が
あ
る
状
況
に
遭
遇
し
た
場
合
、
小
前
提
は
そ
の
状
況
の
下
で
彼
が
対
応
す
べ
き
も
っ
と
も
顕
著
な
特
性
と
し
て
彼
に
立

ち
現
れ
て
く
る
相
貌
を
記
録
す
る
。(

ロ)

こ
の
小
前
提

(

と
し
て
記
述
さ
れ
る
出
来
事)

は
そ
れ
に
相
応
し
い
、
人
生
に
お
け
る
様
々
な

アリストテレスにおける思考と行為
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価
値
や
理
念
を
活
性
化
す
る
が
、
そ
れ
が
大
前
提
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。(

ハ)

そ
の
よ
う
な
仕
方
で
活
性
化
さ
れ
た
大
前
提
に
登
場
し
て

く
る
人
間
の
生
に
関
す
る
行
為
者
の
価
値
観
が

(

逆
に)

そ
の
状
況
下
で

(

い
ま
彼
に
立
ち
現
れ
て
い
る)

こ
の
相
貌
を
も
っ
と
も
顕
著
な

も
の
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る

(

５)

。｣

こ
れ
が
、｢
思
慮

(

プ
ロ
ネ
ー
シ
ス)｣

が
問
題
に
な
る
、｢

行
為
選
択｣

に
向
け
た

｢

思
案｣

の
基
本
構
造
で
あ
る
。

し
か
し
、
ア
ラ
ン
の

｢
規
範
―
事
例｣

型
の
見
解
は
人
々
を
ひ
き
つ
け
る
魅
力
を
も
っ
て
お
り
、
ク
ー
パ
ー
や
ア
ー
ウ
ィ
ン
と
い
っ
た
碩
学
が

ア
ラ
ン
的
な
見
解
を
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
節
を
改
め
て
、
ア
ラ
ン
的
解
釈
と
わ
れ
わ
れ
の
解
釈
の
相
違
を
い
く
つ
か
の
視
点
か
ら

問
題
に
し
て
み
よ
う
。

四

具
体
的
状
況
か
ら
独
立
の
価
値
の
把
握
と
具
体
的
な
状
況
を
正
し
く
把
握
す
る
能
力

―
―
倫
理
学
の
目
的
は
徳
の
教
義
の
基
礎
づ
け
で
は
な
く
、
子
供
を
徳
あ
る
人
に
育
て
る
こ
と
に
あ
る
―
―

さ
て
、
前
節
に
お
い
て
、
技
術
知
に
お
け
る
実
践
的
推
理
に
対
し
て
、｢

思
慮

(

プ
ロ
ネ
ー
シ
ス)｣

が
問
題
に
な
る

｢

思
案｣

、
つ
ま
り
実
践

的
推
理
の
問
い
と
は

｢

こ
こ
で
、
今
、(

も
っ
と
も)

善
き
行
為
と
は
ど
の
よ
う
な
行
為
か｣

と
い
う
問
い
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は

｢

行
為
選
択｣
へ
の
二
つ
の
種
類
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

(

１)

具
体
的
状
況
か
ら
独
立
の
価
値
の
規
定

(

把
握)

第
一
の
種
類
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は

｢

こ
こ
で
、
今
、(

も
っ
と
も)

善
き
行
為
と
は
ど
の
よ
う
な
行
為
か｣

と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
一
般
に

｢

善
き
行
為｣

と
は
ど
の
よ
う
な
内
容
の
行
為
か
を

｢

い
ま｣

、｢

こ
こ｣

と
い
う
具
体
的
な
文
脈
か
ら
独
立
に
言
語
に
よ
っ
て
内
容
規
定
す
る
考
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え
方
で
あ
る
。

ア
ラ
ン
の
い
う

｢

規
範
―
事
例｣

型
の
思
考
は
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
い
わ
ば
、
わ
れ
わ
れ
人
間
が
行
う
べ
き

｢

生
き
方｣

の

｢

青
写
真

(

ブ

ル
ー
・
プ
リ
ン
ト)｣

を
与
え
る
や
り
方
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
そ
の
方
法
と
し
て
、
ク
ー
パ
ー
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
な
、｢

善
き
生
活
を
形
成
す
る
諸
要
素｣

を
同
定
し
、｢

そ
の
諸
要
素
を
ど

の
よ
う
に
結
合
す
る
か
の
諸
原
則｣

を
考
え
る
や
り
方
が
挙
げ
ら
れ
よ
う

(

６)

。

周
知
の
よ
う
に
、
近
世
の
道
徳
理
論
は
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
取
っ
て
お
り
、
功
利
主
義
も
カ
ン
ト
倫
理
学
も

｢

道
徳
原
理
は
コ
ー
ド
化

(

命

題
化)

で
き
る｣

と
考
え
、
そ
れ
を
規
定
し
て
き
た
。

し
か
し
、
第
二
節
で
強
調
し
た
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
普
遍
的
な
道
徳

(

倫
理)

命
題
に
対
し
て
き
わ
め
て
懐
疑
的
な
態
度
を
取
っ
て

お
り
、｢

規
範
―
事
例｣

型
の
解
釈
を
取
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
第
二
の
種
類
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
考
え
ら
れ
る
。

(

２)

具
体
的
な
状
況
を
正
し
く
把
握
す
る
能
力

カ
ン
ト
倫
理
学
に
お
い
て
児
童
は
登
場
し
て
こ
な
い
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て

｢

子
供
を
ど
の
よ
う
に
し
て
徳
あ
る
人
に
育
て
る
こ
と

が
で
き
る
か｣

と
い
う
こ
と
は
中
心
的
な
課
題
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
第
二
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は

｢

善
き
行
為｣

を
具
体
的
な
躾
、
教
育
を
通

し
て
示
し
て
い
く
方
法
で
あ
る
。

『

ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学』

の
第
三
巻
か
ら
第
四
巻
に
お
い
て
、
節
制
、
勇
気
、
温
厚
、
等
々
の

｢

徳｣

の
概
念
が
取
り
上
げ
ら
れ
説
明
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
母
語
の
習
得
に
お
い
て

｢

赤｣

や

｢

青｣

と
い
っ
た
言
葉
が
直
示
的
教
示
を
通
し
て
教
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
具
体

的
な
事
例
を
通
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、｢

徳
と
は
超
過
と
不
足
の
中
間

(�����)
で
あ
る｣

と
い
う
徳
の
一
般
的
な
規
定

(

指
標)

の
下
で
、｢

勇
気｣

や

｢

節
制｣

と

アリストテレスにおける思考と行為
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い
っ
た
個
々
の
徳
が
も
つ

｢

中
間
性｣

が

｢

し
か
る
べ
き
時
に
、
し
か
る
べ
き
人
々
に
対
し
て
、
し
か
る
べ
き
仕
方
で｣

と
い
っ
た
か
た
ち
で
規

定
さ
れ
る

(

第
二
巻
第
六
章
、

1106�15
〜)

。

な
お
、
こ
こ
で
の

｢

し
か
る
べ
き
仕
方
で
規
定
さ
れ
る｣

と
い
う
表
現
は

｢

ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る｣

と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
が
、

し
か
し
、
そ
の

｢

ロ
ゴ
ス｣

と
は
、
思
慮
あ
る
人
が
具
体
的
文
脈
に
お
い
て
態
度
で
も
っ
て
示
す
ロ
ゴ
ス
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、｢

思
慮
あ
る
ひ

と
が
基
準

(���� �)
で
あ
り
、
尺
度

(������)
で
あ
る｣

と
言
わ
れ
て
い
る

(

第
二
巻
第
六
章
、1106�36

〜
、1105�5

〜9

、
第
三
巻
第
四

章
、1113�31
〜33)
。

こ
の
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、｢

節
制｣

や

｢

勇
気｣

と
い
っ
た
徳
、
つ
ま
り
倫
理
的
価
値
を
具
体
的
文
脈
で
思
慮
あ
る
人
が
行
う
判

断
に
訴
え
て
規
定
し
て
お
り
、｢
倫
理
的
価
値
が
コ
ー
ド
化
不
可
能
で
あ
る｣

と
い
う
認
識
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
生
徒
は
こ
れ
ら
の
徳
を
学

び
、
習
得
し
て
い
く
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
各
人
に

｢

人
柄
の
徳

(

エ
ー
テ
ィ
ケ
ー
・
ア
レ
テ
ー)｣

が
形
成
さ
れ
て
い
く
。

し
た
が
っ
て
、
徳
あ
る
人
が
示
す
思
慮

(
プ
ロ
ネ
ー
シ
ス)

と
は

｢

自
分
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
が
ど
の
よ
う
な
状
況
か
を
正
し
く
把
握
す
る

能
力
で
あ
る
。｣

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
思
慮
あ
る
人
は
具
体
的
状
況
に
お
い
て
正
し
く
行
為
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
以
上
の
わ
れ
わ
れ
の
議
論
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
生
じ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

｢

ア
ラ
ン
の

｢

規
範
―
事
例｣

型
の
見
解
に
お
い
て
も
、
そ
の
規
範
概
念
の
成
立
の
背
景
に
は
具
体
的
文
脈
に
お
け
る
多
く
の
価
値
判
断
が
前

提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
他
方
、
わ
れ
わ
れ
は

｢

自
分
が
置
か
れ
て
い
る
そ
の
状
況
が
ど
の
よ
う
な
状
況
か
を
正
し
く
把
握
す
る
こ
と
が
思
慮

の
は
た
ら
き
で
あ
る｣

と
主
張
す
る
が
、
し
か
し
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、｢

大
前
提
の

｢

善
な
る
も
の
・
欲
求
的
状
態｣

は
人
生
に
つ
い
て

の
さ
ま
ざ
ま
な
理
念
や
価
値
観
で
あ
る｣

と
認
め
て
い
る
の
で
あ
る｣

と
。

し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
の
立
場
に
は
や
は
り
大
き
な
相
違
が
存
在
す
る
。

そ
れ
は
、
カ
ン
ト
的
倫
理
学
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
徳
の
教
義
の
相
違
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
理
性
を
も
つ
す
べ
て
の
人
々
に
向
か
っ
て
、
命
題
を
通
し
て

｢

理
性
に
よ
る
道
徳
判
断
の
基
礎
づ
け｣

を
提
示
す
る
。
す
な
わ
ち
、
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｢

あ
な
た
の
意
志
の
格
率
が
常
に
同
時
に
普
遍
的
立
法
と
し
て
妥
当
す
る
よ
う
に
行
為
せ
よ｣

と
い
う
定
言
的
命
法
が
道
徳
原
理
で
あ
り
、
こ
の

原
理
に
よ
っ
て
道
徳
判
断
は
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
カ
ン
ト
は
考
え
る
。

し
か
し
、
他
方
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

｢

徳
の
教
義｣

は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、｢

子
供
を
ど
の
よ
う
に
し
て
徳
あ
る
人
に
教
育
す
る
か｣

と

い
う
こ
と
に
そ
の
中
心
的
な
狙
い
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
た
し
か
に
、｢

勇
気｣

、｢

節
制｣

、｢

慈
愛｣

と
い
っ
た

｢

徳｣

、
つ
ま
り

｢

価
値｣

を
教

え
る
必
要
が
あ
り
、
た
と
え
ば
、
子
共
に
対
し
て
、｢

勇
気
あ
る
人
は
名
誉
あ
る
行
為
を
行
う
こ
と
を
欲
し
、
不
名
誉
な
行
為
を
忌
み
お
そ
れ
る｣

と
い
っ
た
仕
方
で
説
明
す
る
こ
と
を
通
し
て
、｢

勇
気｣

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
る
し
、
ま
た
説
明
す
る
必
要
が
あ

る
。し

か
し
、
こ
の
説
明
は
あ
く
ま
で
も
子
供
を
教
育
す
る
た
め
の
指
標
で
あ
っ
て
、
カ
ン
ト
の
定
言
的
命
法
の
よ
う
な
道
徳
原
理
で
は
あ
り
え
な

い
の
で
あ
る
。

こ
の
点
を
理
解
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
、『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学』

の
第
十
巻
第
九
章
の
文
章
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

｢

言
葉
と
教
示
は
、
お
そ
ら
く
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
お
い
て
力
を
発
揮
す
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
た
め
に
は
聴
講
者
の
魂
が
習
慣
に
よ
っ

て
あ
ら
か
じ
め
、
美
し
い
仕
方
で
よ
ろ
こ
び
、
か
つ
嫌
う
よ
う
に
準
備
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
、
ち
ょ
う
ど
種
子
を
や
し
な

う
べ
き
土
壌
の
よ
う
に
。

(

と
い
う
の
も)

情
念
に
し
た
が
っ
て
生
き
る
よ
う
な
人
は
、
か
れ
を
向
け
変
え
る
言
葉
に
耳
を
貸
さ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
の
よ
う

な
言
葉
を
聞
い
て
も
理
解
す
る
は
ず
も
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
そ
う
し
た
状
態
に
あ
る
者
の
考
え
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て

説
得
に
よ
っ
て
変
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。｣

(

第
十
巻
第
九
章
、1179�23�

28)

こ
こ
で
、
注
目
す
べ
き
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
、
彼
の
講
義
を
聴
講
し
よ
う
と
す
る
生
徒
は
あ
ら
か
じ
め
習
慣
づ
け
に
よ
っ
て
、
美
に
基
づ
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い
た
好
悪
の
感
情
を
も
つ
よ
う
に
躾
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
カ
リ
ク
レ
ス
の
よ
う
な
人
物
を
ロ
ゴ
ス

(
分
別)

に
よ
る
説
得
を
通
し
て
、｢

徳
あ
る
人｣

に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
人
物
は
講
義
を
聴
い
て
も
無
駄
で
あ
る
と

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
考
え
て
い
る
。｢

思
慮

(

プ
ロ
ネ
ー
シ
ス)｣

が
、
個
人
の
魂
に
お
い
て
、
成
立
し
て
い
く
た
め
の
条
件
が
強
調
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
な
ら
び
に
カ
ン
ト
の
見
解
と
、
プ
ラ
ト
ン
の

『

国
家』

第
四
巻
を
受
け
継
い
で
幼
児
教
育
を
重
視
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
見
解
の
相
違
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

｢

価
値
判
断
は
具
体
的
な
状
況
に
お
い
て
成
立
す
る｣

こ
と
の
意
味
―
―

｢

徳
の
一
性｣

と

｢

思
慮
の
働
き｣

さ
て
、
こ
こ
で
、｢

価
値
判
断
は
具
体
的
な
文
脈
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る｣

と
す
る
わ
れ
わ
れ
の
見
解
を
も
う
少
し
明
ら
か
に
し
て
お
き

た
い
。

ア
ラ
ン
の

｢

規
範
―
事
例｣

型
の
思
考
、
す
な
わ
ち
、
文
脈
か
ら
独
立
に

｢

規
範｣

概
念
を
規
定
す
る
や
り
方
と
し
て
、
上
で
紹
介
し
た
よ
う

な
ク
ー
パ
ー
の
示
唆
を
考
え
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、｢

善
き
生
活
を
形
成
す
る
諸
要
素｣

を
同
定
し
、｢

そ
の
諸
要
素
を
ど
の
よ
う

に
結
合
す
る
か
の
諸
原
則｣

を
取
り
出
し
、
そ
れ
を
体
系
化
し
て
わ
れ
わ
れ
人
間
が
取
る
べ
き

｢

生
き
方｣

の

｢

青
写
真

(

ブ
ル
ー
・
プ
リ
ン
ト)｣

を
形
成
す
る
方
法
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
ブ
ロ
ー
デ
ィ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
の
よ
う
な
体
系
的
な

｢

生
き
方｣

の

｢

青
写
真

(

ブ
ル
ー
・
プ
リ
ン
ト)｣

モ
デ
ル

を
何
ら
示
し
て
い
な
い
と
し
て
、
ク
ー
パ
ー
の
見
解
を
否
定
す
る

(

７)

。

た
し
か
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
の
よ
う
な

｢

青
写
真｣

を
示
し
て
は
お
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
ブ
ロ
ー
デ
ィ
の
ク
ー
パ
ー
批
判
に
賛
成
す
る
。

し
か
し
、
ブ
ロ
ー
デ
ィ
は
ク
ー
パ
ー
の

｢

青
写
真｣

モ
デ
ル
は
否
定
す
る
が
、｢
ポ
リ
ス
の
安
全｣

、｢

友
人
の
幸
福｣

と
い
っ
た
特
定
の
記
述

内
容
を
持
つ

｢

善
き
行
為｣

は
規
範
と
し
て
認
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ア
ラ
ン
の

｢

規
範
―
事
例｣

モ
デ
ル
は
認
め
、｢｢

善
き
行
為｣

の
概
念
内
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容
を
形
成
す
る

｢

ポ
リ
ス
の
安
全｣

、｢

友
人
の
幸
福｣

等
に
関
す
る
道
徳
的
規
範
は
具
体
的
な
状
況
か
ら
切
り
離
し
て
独
立
に
捉
え
る
こ
と
が
で

き
る｣

と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
マ
ク
ダ
ウ
エ
ル
は
ブ
ロ
ー
デ
ィ
の
見
解
は
不
徹
底
で
あ
る
と
言
っ
て
批
判
す
る

(

８)

。
マ
ク
ダ
ウ
エ
ル
は

｢

こ
れ
ら

｢

ポ
リ
ス
の

安
全｣

と
か

｢
友
人
の
幸
福｣

と
か
と
い
っ
た
事
態
の
追
求
が
相
互
に
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
か
を
無
視
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
決
し
て

｢

思
慮

(

プ
ロ
ネ
ー
シ
ス)｣

の
十
全
な
像
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い｣

と
主
張
す
る
。

た
と
え
ば
、｢

友
人
の
幸
福｣

を
目
指
す
行
為
は
あ
る
状
況
に
お
い
て
は

｢

思
慮｣

を
示
す
行
為
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、｢

友
人
の
幸
福｣

を
目

指
す
こ
と
は
た
し
か
に

(
状
況
が
許
せ
ば)

望
ま
し
い
が
、｢

思
慮｣

あ
る
人
は
そ
れ
を
選
択
せ
ず
、
状
況
の
正
し
い
把
握
に
基
づ
き
他
の
行
為

を
選
択
す
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
が
生
じ
て
く
る
。

で
は
、
な
ぜ

｢

思
慮｣

あ
る
人
は
そ
の
状
況
に
お
い
て
、｢

友
人
の
幸
福｣

を
目
指
す
行
為
を
行
わ
ず
、
別
の
行
為
を
遂
行
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
。｢

そ
れ
は
、｢

友
人
の
幸
福｣

を
目
指
す
行
為
が
、
今
、
こ
の
状
況
に
お
い
て
は
、
選
択
す
べ
き

｢

善
き
行
為｣

と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。｣

こ
の
よ
う
に
、
状
況
の
正
し
い
把
握
は
相
互
に
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
マ
ク
ダ
ウ
エ
ル
は

｢

自
分
が
置
か
れ
て
い
る
こ
の
状

況
が
ど
の
よ
う
な
状
況
か
を
把
握
す
る
こ
と
が
思
慮

(
プ
ロ
ネ
ー
シ
ス)

の
働
き
で
あ
る｣

と
主
張
す
る

(

９)

。

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
マ
ク
ダ
ウ
エ
ル
の
見
解
に
賛
成
し
た
い
。

[

わ
れ
わ
れ
は
ク
ー
パ
ー
の

｢

人
生
の
青
写
真｣

像
を
否
定
す
る
が
、
わ
れ
わ
れ
が
も
っ
て
い
る

｢

価
値｣

の
理
念
は
相
互
に
関
係
し
て
い
る

と
い
う
ク
ー
パ
ー
の
論
点
は
正
し
い
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
理
念
の
相
互
関
係
を
切
り
離
し
て
、｢

ポ
リ
ス
の
安
全｣

と
か

｢

友
人
の

幸
福｣

と
い
っ
た
個
々
の

｢

価
値｣

を

｢

規
範
―
事
例｣

型
の
見
解
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
ブ
ロ
ー
デ
ィ
の
見
解
は
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

こ
れ
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の

｢

徳
の
一
性｣

の
見
解
で
あ
る
。
こ
の
見
解
を
ク
ー
パ
ー
は

｢
人
生
の
青
写
真｣

像
と
し
て
提
示
し
て
い
る
が
、
マ
ク

ダ
ウ
エ
ル
は

｢

具
体
的
文
脈
に
お
け
る
状
況
の
正
し
い
把
握｣

と
い
っ
た
か
た
ち
で
押
さ
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。]
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五

｢

人
柄
の
徳

(� ����� ����� )｣
と

｢

思
慮

(������ ���)｣
と
の
関
係

わ
れ
わ
れ
の
考
察
の
課
題
は

｢

人
柄
の
徳

(

エ
ー
テ
ィ
ケ
ー
・
ア
レ
テ
ー)｣

と

｢

思
慮

(

プ
ロ
ネ
ー
シ
ス)｣

と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
考
察
を
実
践
的
推
理
の
大
前
提
と
小
前
提
の
関
係
を
通
し
て
追
求
し
て
き
た
が
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
特
に
、

ア
ラ
ン
の
カ
ン
ト
的
な

｢
規
範
―
事
例｣

型
の
解
釈
を
批
判
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
生
じ
て
く
る
原
因
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
叙
述
の
仕
方
に
も
あ
り
、
そ
の
た
め
に
誤
解
が
生
ま
れ
て
き
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。

第
一
巻
第
十
三
章
で
、｢

徳

(
ア
レ
テ
ー)｣

が

｢

人
柄
の
徳｣

と

｢

知
性
的
な
徳｣

の
二
つ
に
分
け
ら
れ
、
続
い
て
第
二
巻
以
降
第
五
巻
ま
で

｢

人
柄
の
徳｣

が
扱
わ
れ
る
が
、
第
六
巻
に
な
っ
て
は
じ
め
て

｢

知
性
的
な
徳｣

で
あ
る

｢

思
慮

(

プ
ロ
ネ
ー
シ
ス)｣

が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
第
六
巻
十
二
章
で
、｢

人
間
の
機
能
は｢

思
慮｣

お
よ
び｢

人
柄
の
徳｣

に
基
づ
い
て
果
た
さ
れ
る｣

(

第
六
巻
第
十
二
章
、1144�8)

と
主
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
読
者
と
し
て
は
、｢

知
性
的
な
徳｣
で
あ
る

｢

思
慮｣

が
も
つ
倫
理
的
内
容
は
実
践
的
知
性
の
独
立
の
働
き
に
よ
っ
て
、
単
な

る

｢

魂
の
習
慣
化｣

か
ら
独
立
に
成
立
す
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
そ
う
な
る
と
、
真
の
意
味
で
の

｢

人
柄
の
徳｣

は
第
六

巻
十
二
、
十
三
章
に
な
っ
て
は
じ
め
て
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
第
二
巻
、
第
三
巻
で
論
じ
ら
れ
て
い
る

｢

人
柄
の
徳｣

は
真
の
意
味
で
の｢

人

柄
の
徳｣

で
は
な
く
、｢

人
柄
の
徳｣

の
準
備
的
状
態
で
あ
り
、
そ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、｢

非
・
知
性
的
な
魂
の
能
力｣

、｢

情
念
の
修

練｣

の
問
題
で
あ
る
と
い
っ
た
見
解
が
成
立
し
て
く
る
。

そ
し
て
、
こ
の

｢

非
・
知
性
的
な
魂｣

は

｢

思
慮｣

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る

｢
規
範｣

と
し
て
の

｢

目
的｣

に
従
う
も
の
で
あ
る
と
想
定
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
ア
ラ
ン
の

｢

規
範
―
事
例｣

型
の
解
釈
が
生
じ
て
く
る
が
、
こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
形
態
は
多
少
異
な
る
が
、
ク
ー
パ
ー
、
ア
ー
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ウ
ィ
ン
等
の
多
く
の
人
々
が
取
っ
て
い
る
見
解
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、｢(

第
二
・
三
巻
の)

人
柄
の
徳｣

＝｢

非
・
知
性
的
状

態｣
と

｢

思
慮｣

＝｢

理
性｣

の
二
元
論
的
解
釈
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る

｢

人
柄
の
徳｣

の
成
立
の
初
期
段
階
の

｢

非
・
知
性
的
な
動
機
的
傾
向｣

と
い
っ
た
も
の
は
ま
っ

た
く
の

｢
抽
象
の
産
物｣

で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
は
第
二
巻
、
第
三
巻
で
そ
の
よ
う
な

｢

非
・
知
性
的
な
動
機
的
傾
向｣

を
決
し
て
問

題
に
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
第
二
巻
四
章
の
次
の
文
章
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

｢

徳
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
行
為
は

(

技
術
作
品
の
場
合
と
異
な
り)

、
そ
れ
が
特
定
の
あ
り
方
を
持
っ
て
い
る
と
し
て
も

(

そ
れ
だ
け
で)

、

正
し
く
行
わ
れ
る
と
か
、
節
制
あ
る
仕
方
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
行
為
者
自
身
が
あ
る
一
定
の
状
態
で
行
為
す
る

こ
と
も
ま
た
、
ま
さ
に
正
し
い
行
為
や
節
制
あ
る
行
為
の
条
件
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
行
為
者
は
為
す
べ
き
行
為
を
知
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、
そ
の
行
為
を
選
択
し
、
し
か
も
そ
の
行
為
そ
の
も
の
の
た
め
に
そ
れ
を
選
択
す
る
と
い
う
こ
と
、
第
三
に
、

行
為
者
は
確
固
と
し
た
ゆ
る
ぎ
な
い
状
態
で
行
為
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
ら
三
つ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。｣

(

第
二
巻
第
四
章
、1105�26
〜33)

(

カ
ッ
コ
内
は
引
用
者
挿
入)

こ
の
よ
う
に
第
二
巻
に
お
い
て
す
で
に
、｢

人
柄
の
徳｣

が
成
立
す
る
た
め
に
は
知
性
的
な
行
為

｢

選
択｣

が
為
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が

強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
巻
の
狙
い
は
幼
児
を
正
し
い
行
為
を
喜
び
、
尊
ぶ
よ
う
な
、｢

価
値
の
概
念
空
間｣

へ
と
導
き
入
れ
る
こ

と
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
導
き
入
れ
ら
れ
た
子
供
は
、
訓
練
さ
れ
た
動
物
の
よ
う
な

｢
非
・
知
性
的
動
機
的
傾
向｣

を
脱
し
て
お
り
、｢

立
派
・

美
し
い

(

カ
ロ
ン)｣

や

｢

恥
ず
べ
き｣

と
い
っ
た

｢

価
値
の
概
念
空
間｣

の
中
で
正
し
い
行
為
の
か
た
ち
を
学
ん
で
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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｢

人
柄
の
徳｣

と

｢

思
慮｣

と
の
関
係
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
立
場
の
相
違

｢
人
柄
の
徳｣

と
は
以
上
で
述
べ
ら
れ
た
よ
う
な

｢

価
値
の
概
念
空
間｣

の
中
で
正
し
く
行
為
す
る
よ
う
に
性
格
づ
け
ら
れ
た
魂
の
状
態
で
あ

り
、｢
思
慮｣

と
は
、
具
体
的
状
況
の
中
で
、
状
況
を
正
し
く
把
握
す
る
知
性
的
能
力
で
あ
る
と
共
に
、
そ
れ
は
ま
た
正
し
い
行
為
を
遂
行
す
る

欲
求
的
状
態
で
あ
る
。

こ
の

｢

人
柄
の
徳｣

と

｢

思
慮｣

と
の
関
係
に
つ
い
て
の
第
六
巻
第
十
三
章
の
文
章
を
引
用
し
、｢

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
対
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
態
度｣

を
見
て
お
こ
う
。

｢

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
徳
は
す
べ
て

｢

思
慮｣

で
あ
る
と
考
え
て
い
た
点
で
誤
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、｢

思
慮｣

な
し
に
は
徳
は
あ
り
え
な
い
と

言
っ
て
い
た
点
で
は
、
彼
は
正
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
…
…
…
…

(｢

思
慮｣

と
は

｢

正
し
い
道
理

(

分
別)
(

オ
ル
ト
ス
・
ロ
ゴ
ス)｣

で
あ
る)

…
…

徳
と
は
単
に

｢

正
し
い
道
理

(

分
別)｣
に
基
づ
く

(������������������)
状
態
で
は
な
く
て
、｢

正
し
い
道
理

(

分
別)｣

を
そ
な

え
た

(������������������)
状
態
こ
そ
が
、
徳
だ
か
ら
で
あ
る
。
…
…

か
く
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
徳
は
も
ろ
も
ろ
の

｢

道
理

(

分
別)

(

ロ
ゴ
ス)｣

で
あ
る
と
考
え
た
が

(

彼
に
よ
れ
ば
、
す
べ

て
の
徳
は
知
識
だ
か
ら
で
あ
る)

、
そ
れ
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
徳
と
は

｢

道
理

(

分
別)｣

を
そ
な
え
た

(���������)
も
の
で
あ
る

と
考
え
る
。｣
(

第
六
巻
第
十
三
章
、1144�19
〜32)

｢

思
慮｣

と
は

｢

自
己
が
置
か
れ
た
状
況
を
正
し
く
把
握
す
る
能
力｣

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

｢

思
慮｣

は
行
為
者
の
う
ち
に
培
わ
れ
て
き
た

魂
の
性
向
、
す
な
わ
ち
、
勇
気
、
節
制
、
正
義
、
親
切
、
等
々
の
個
々
の

｢

人
柄
の
徳｣

に
基
づ
い
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
、

｢

人
柄
の
徳｣

と

｢

思
慮｣

は

(

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
場
合
と
は
異
な
り)

同
じ
で
は
な
い
。｢
人
柄
の
徳
と
は

｢

思
慮｣

を
そ
な
え
た
魂
の
状
態
な
の
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で
あ
る
。｣

黒
田
亘
は
そ
の
主
著

『

知
識
と
行
為』

を

｢

知
識
は
ひ
と
に
宿
る｣

と
い
う
文
章
で
開
始
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
様
々
な
洞
察
を
生
か
し
、

そ
れ
を
展
開
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
黒
田
に
倣
っ
て

｢

徳
は

｢

思
慮｣

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界

(

状
況)

に
か
か
わ
り
、｢

思
慮｣

は
徳

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ひ
と
に
宿
る｣

と
表
現
し
て
、｢

徳｣

と

｢

思
慮｣

の
機
能
の
相
違
と
そ
の
関
係
を
捉
え
て
お
き
た
い
。

六

｢

エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア｣

の
解
明
に
向
け
て
―
―

｢

エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア｣

の
究
極
性
と
自
足
性
―
―

―
―

｢
徳
あ
る
人｣

、｢

抑
制
あ
る
人｣

、｢

無
抑
制
の
人｣

―
―

『

ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学』

の
第
一
巻
の
主
題
は

｢

エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア

(

最
高
善)

と
は
何
か｣

で
あ
る
が
、
こ
れ
は

『

ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学』

全
体
の
主
題
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

第
一
巻
第
七
章
に
お
い
て
、｢

エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア
と
は
す
べ
て
の
行
為
が
目
指
す
、
最
高
善
で
あ
る｣

と
さ
れ
る
が
、
こ
の

｢

エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ

ア
の
究
極
性｣

の
主
張
を
、
わ
れ
わ
れ
は

｢

エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア
と
は
、
手
段
と
し
て
の
行
為
で
は
な
く
、
徳
に
基
づ
く
魂
の
活
動
で
あ
る｣

と
解

釈
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
第
四
節
で
問
題
に
し
た
よ
う
に
、｢

こ
こ
で
、
今
、(

も
っ
と
も)

善
き
行
為
と
は
ど
の
よ
う
な
行
為
か｣

と
い
う
問
い

に
、｢

思
慮｣

を
通
し
て
応
え
ら
れ
る
活
動
が

｢

エ
ウ
・
プ
ラ
ッ
テ
イ
ン����������｣
＝｢

エ
ウ
ダ
イ
モ
ネ
イ
ン�����������｣
＝｢

エ
ウ
ダ
イ

モ
ニ
ア����������｣
で
あ
る
と
解
釈
し
た
い
。

そ
れ
と
同
時
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は

｢

エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア
の
自
足
性｣
を
主
張
す
る
。

｢

自
足
的
な
も
の

(����������)
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
生
活
を
望
ま
し
い
も
の
、
何
も
欠
け
る
と
こ
ろ
の
な
い
も
の
に
す
る
よ
う
な
も
の

と
わ
れ
わ
れ
は
規
定
す
る
。
…
…
わ
れ
わ
れ
は
エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア
を
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
う
ち
で
最
も
望
ま
し
い
も
の
、
他
の
善
き
も
の
と
は

同
列
で
は
な
い
よ
う
な
望
ま
し
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。
も
し
他
の
善
き
も
の
と
同
列
で
あ
る
な
ら
ば
、
明
ら
か
に
エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア
は
、
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善
き
も
の
が
ほ
ん
の
わ
ず
か
付
け
加
わ
っ
て
も
、
そ
の
分
だ
け
よ
り
望
ま
し
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。｣

(

第
一
巻
第
七
章
、

1097�15�
18)

こ
こ
で
、
次
の
よ
う
な
事
例
を
考
え
て
み
よ
う

(�)

。

あ
る
人
物
が
楽
し
み
に
し
て
い
た
パ
ー
テ
ィ
に
出
か
け
よ
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
突
然
、
悩
み
を
抱
え
た
友
人
が
訪
ね
て
く
る
。
彼
は
友

人
の
様
子
を
見
て
、
友
人
の
悩
み
を
聞
く
た
め
に
パ
ー
テ
ィ
に
出
か
け
る
こ
と
を
中
止
す
る
、
と
い
う
場
合
で
あ
る
。

こ
の
人
物
は
い
わ
ば

｢
親
切
の
徳｣

を
遂
行
し
、
パ
ー
テ
ィ
か
ら
期
待
で
き
る
悦
び
を
犠
牲
に
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
を

｢

何
も
欠
け
る

と
こ
ろ
の
な
い
、
自
足
的
な
エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア
で
あ
る｣

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は

｢

で
き
る｣

と
答
え
る
と
思

う
。わ

れ
わ
れ
は
前
節
に
お
い
て
、｢

徳
あ
る
人
が
示
す
思
慮

(

プ
ロ
ネ
ー
シ
ス)

と
は
自
分
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
が
ど
の
よ
う
な
状
況
か
を
正

し
く
把
握
す
る
能
力
で
あ
る｣

と
述
べ
た
。

そ
こ
で
強
調
し
た
よ
う
に
、
具
体
的
な
状
況
に
お
か
れ
た
徳
あ
る
人
に
と
っ
て
、
肝
心
な
問
題
は

｢

こ
こ
で
、
今
、
私
は
ど
う
す
べ
き
か｣

と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は

｢

こ
の
状
況
に
お
か
れ
た
場
合
、
人
間
は
ど
う
行
為
す
べ
き
か｣

と
い
っ
た
問
題
で
は
な
い
。

ま
た
、
パ
ー
テ
ィ
へ
の
出
席
を
中
止
し
て
友
人
の
悩
み
を
聞
く
、｢

親
切
の
徳｣

を
遂
行
す
る
人
に
と
っ
て
、｢

パ
ー
テ
ィ
の
悦
び｣

は
、
こ
こ

で
は
、
何
の
意
味
も
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、｢

楽
し
み
に
し
て
い
た
パ
ー
テ
ィ
に
行
く
こ
と
と
、
友
人
の
悩
み
を
聞
く
こ
と
の
ど

ち
ら
が
よ
い
結
果
を
も
た
ら
す
か｣

を
思
案
し
、
後
者
を
選
択
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
の
よ
う
な
功
利
主
義
的
見
解
と
は

無
縁
で
あ
る
。

徳
あ
る
人
は

｢

自
分
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
が
ど
の
よ
う
な
状
況
か
を
正
し
く
把
握
し｣

、
正
し
く
行
為
す
る
。
マ
ク
ダ
ウ
エ
ル
の
言
葉
を
使

う
な
ら
ば
、｢

徳
あ
る
人
が
把
握
す
る
そ
の
具
体
的
な
状
況
の
知
覚
は
、
彼
が
為
す
以
外
の

(
行
為
の)

可
能
性
を
沈
黙
さ
せ
る
の
で
あ
る

(�)

。｣
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こ
こ
で
、
カ
ン
ト
と
の
比
較
は
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
カ
ン
ト
は
、
道
徳
判
断
は
条
件
的
命
法
で
は
な
く
、
定
言
的
命
法
、

つ
ま
り
絶
対
的
命
法
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
た
だ
、
カ
ン
ト
の
定
言
的
命
法
は
理
性
的
存
在
者
全
体
に

｢

普
遍
的
に｣

成
立
す
る
命
令
で
あ
る
。

だ
が
、
第
二
節
な
ら
び
に
第
三
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、｢

そ
の
よ
う
な
普
遍
的
な
道
徳
命
題
は
存
在
し
な
い｣

と
い
う
の
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
立
場
で
あ
り
、
私
は
、
そ
れ
は
正
し
い
見
解
で
あ
る
と
考
え
る
。

し
か
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
も
道
徳
的
命
法
は
定
言
的
命
法
で
あ
る
。
徳
あ
る
人
に
と
っ
て
、｢

こ
の
状
況
で
、
今
、
ど
う
行
為
す

る
か｣

と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
絶
対
的
な
道
徳
判
断
は
厳
然
と
成
立
す
る
。
も
う
一
度
、
マ
ク
ダ
ウ
エ
ル
の
表
現
を
使
う
な
ら
ば
、(

イ)
｢

徳

あ
る
人
が
把
握
す
る
そ
の
具
体
的
な
状
況
の
知
覚
は
、
彼
が
為
す
以
外
の

(

行
為
の)

可
能
性
を
沈
黙
さ
せ
る
の
で
あ
る
。｣

以
上
の
見
解
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、｢

抑
制
あ
る
人｣

と

｢

無
抑
制
の
人｣

は

(

イ)

に
示
さ
れ
た

｢

徳
あ
る
人｣

へ
の
途
上
に
あ
る
人
々

で
あ
る
と
言
え
る
。

｢

無
抑
制
の
人｣

と
は

｢

友
人
の
悩
み
を
聞
く
べ
き
で
あ
る｣

と
判
断
し
な
が
ら
、
パ
ー
テ
ィ
で
の
悦
び
に
惹
か
れ
て
友
人
の
悩
み
を
聞
か
な

い
人
で
あ
り
、｢

抑
制
あ
る
人｣

と
は
パ
ー
テ
ィ
の
悦
び
を
犠
牲
に
し
て
、
友
人
の
悩
み
を
聞
く
人
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、｢

徳
あ
る
人｣

、

｢

思
慮
あ
る
人｣

と
は
、
こ
の
状
況
に
お
い
て
、
パ
ー
テ
ィ
の
悦
び
が
ま
っ
た
く
意
味
を
な
さ
な
い
人
で
あ
る
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、｢

エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア
の
自
足
性｣

を
具
体
的
な
文
脈
に
お
け
る
実
践
と
不
可
分
な
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
取

り
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、｢

エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア｣

と
い
う
表
現
は
別
の
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が

｢

一
羽
の
つ
ば
め
が
春
の
到
来
を
告
げ
る
の
で
は
な
い｣

(

第
一
巻
第
七
章
、1098�18)
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、｢

エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア｣

は
基
本

的
に
は

｢

全
う
し
た
人
生｣

に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
言
葉
な
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
側
面
を
ど
の
よ
う
に
統
一
的
に
説
明
す
る
か
と
い
う
問
題

が
残
さ
れ
た
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

アリストテレスにおける思考と行為

― 47 ―



註
(

１)
こ
の
原
稿
は
、
二
○
一
一
年
四
月
二
九
日
、
第
二
回
西
日
本
古
代
哲
学
研
究
会
で
発
表
し
た
草
稿
に
基
づ
い
て
い
る
。
当
日
、
司
会
の
労
を
取
ら
れ
た

岡
部
勉
氏
、
特
別
質
問
者
の
長
友
敬
一
、
東
谷
孝
一
、
国
越
道
貴
氏
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

(

２)

邦
語
訳
、
朴
一
功
訳

『

ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学』

(

京
都
大
学
出
版
会
、
二
○
○
二
年)

に
基
づ
く
。
し
か
し
、
用
語
を
変
更
し
た
箇
所
も
あ
る
。

(

３)�����������������������������������������������������������������������
1955

(

４)

島
崎
三
郎
訳『

動
物
運
動
論』

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
九(

岩
波
書
店)

、
一
部
用
語
を
変
更
し
た
。
ま
た
、�������������������������������

���������������������������
1978�

の
訳
と
解
説
を
参
考
に
し
た
。

(

５)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������1980���
230

〜4�
こ
の
部
分
は
翻
訳
で
は
な
く
、
原
文
の
主
旨
を
生
か
し
た
要
約
で
あ
る
。

(

６)��������������������������������������������������������
1975����

94

〜6����
124

〜5�
(

７)�������������������������������������������
1991����4������

4�
(

８)���������������������������������������������������������������������������������������������5����������������2009
(

９)��������������(�)��������������������������������������������������������������������
1998���

67�
(�)�����������������

55

〜6

を
参
照
。

(

本
学
名
誉
教
授)
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