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「
人
間

の
善

と
は
何

で
あ
る

か
」

の
問

い
に

つ
い
て

｜『
ニ
コ

マ
コ
ス
倫

理

学
』

第

一
巻

の
研
究
…

i

(
そ

の

一
)

森

俊

洋

人

間

の
働

き
は
或

る
種

の
生

で
あ

り
、
或

る
種

の
生

と
は

ロ
ゴ

ス

の
働

き

を
伴

っ
た
活

動

な

い
し
行
為

で

あ
り
、

善

き

ひ
と

の
働

き

は

こ

れ

を
よ
く

、
美

し
く

や

り
と
げ

る

こ
と

で
あ

り
、
事

物

は
そ

れ
ぞ

れ

に
固
有

の
ア

レ
テ
ー

に
し
た

が
う

こ
と

に
よ

っ
て
、

よ
く

仕
上

げ

ら
れ

る
も

の
で
あ

る
と
す

れ
ば

、

も
し

も

こ
の
よ

う

で
あ
る

と
す

れ
ば
、

人
間

の
善

と

は
、
魂

の
活

動

と
し

て

ア

レ
テ
ー

に
し
た

が

っ
て
生

じ

る

ハ
ユ
　

も

の

で
あ

る
。

(
一
巻

七
章

十

四
、
十

五
節

)

一
巻

七
章
、

い
わ

ゆ
る
、

「
人
間

の
働

き

(
エ
ル
ゴ

ン
)
か

ら

の
議

論
」

に
お
け

る

こ
の

一
文

が
、

倫

理
的

(
エ
ー

テ

ィ
ケ
ー
)
ア

レ
テ

ー
か

ら

始

め

て
知
性
的

(
デ

ィ
ア

ノ

エ
ー
テ

ィ
ヶ
ー

)

ア

レ
テ
ー

へ
、

さ
ら

に
は
快

楽

と
友
愛

、

そ
し

て
最
終

的

に
人
間

の
テ

ロ
ス
で

あ
る

エ
ウ
ダ

イ

モ

ハ　
　

ニ
ア

へ
と

い
う

、
ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
倫

理
学

の
具

体
的

な
展

開

の
礎
石

と

な

っ
て

い
る

こ
と
は
論

を
ま

た

な

い
。

よ
く
指

摘

さ
れ

る

よ
う

に
、
右

の

一
文

が
主

張
す

る
、

「
人
間

の
善

、

ひ

と
に

と

っ
て

の
善

き
生

」

と
は
、

す

な
わ

ち
、

「善

き

ひ

と

の
生

」

に
他

な

ら
な

い
、

と

い
う

こ
と
が

ア

リ

ス
ト
テ

レ
ス
倫

理
学

の
基

本

で
あ

ろ
う

か
ら

で
あ

る
。
以

後
、

こ
の
主
張

を
、

「
ひ
と

に
と

っ
て

の
善

き
生
」
＝

「
善

き

ひ
と

の
生
」

と

い
う
等



式

で
表

す

こ
と

に
す
る
。

し

か
し
な

が
ら
、

で
は
、

い

っ
た

い
こ

の
等

式

は
正
確

に
は

ど
れ
だ

け

の

こ
と
を
言

お
う

と

し
て

い
る

の
か
、

と

い
う

こ

と
に
な

る
と
、

た

ち

ま
ち

わ
れ
わ

れ
を

困
惑

に
陥

れ
る
。

ひ
と

が

(
ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
言

う
)

ア

レ
テ

ー

(徳

)

に
し

た
が

っ
て
善

く
美

し

く
行
為

し
、

生

き

る
こ

と
が
、
ど
う

し
て

そ

の
ま
ま

そ

の
ひ
と

に
と

っ
て
の
善

き
生

と
な

る

の
か
、
多

く

の

ひ
と
び

と
は

む
し

ろ
そ

れ
と

は
違

っ
た

生
き
方

を
自

分

に

と

っ

て

の
善

と
し

て
選

ぶ

の
で

は
な

い
か
。

等
式

「
ひ
と

に
と

っ
て

の
善

き
生
」

川

「
善

き

ひ
と

の
生

」

の
意
味

を

で
き

る
だ

け
正
確

に
見
究

め

る
た

(3
)

め

に
は
、

わ
れ

わ
れ

は
、

こ
れ
を

「
帰
結

」

と
す

る

「
前
提

」
ま

で
立

ち

か
え

っ
て
、

ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
の
歩

ん
だ
道

筋

を

わ
れ
わ

れ
な

り

に
厳

密

に
跡

付
け

、
吟
味

し
て

み
る
必

要

が
あ

る
。

「前

提

」

と
は
、

一
巻

一
章

を

バ

ッ
ク

に
し
て
、

二
章

で
確

立

さ
れ

る
、

「最

高
善

、

人
間

の
善

と

は
何

で
あ

る
か
」

の
問

い

(
こ
の
問

い
を
以

後

W
A

と
呼

ぶ
)

の

こ
と

で
あ
り
、

そ

し

て
、

W
A

へ
の

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
自

身

の
最

終
的

な
答

え

が
右

に
引
用

し

た

一
文

で
あ

る
。

小
論

は
、

こ
の
間

で
展
開

さ

れ
る

W
A
デ

ィ
ア

レ
ク

テ

ィ
ー
ク

の
吟
味

を
目

的

と
す

る
、

一
連

の
考

察

の
最
初

の
部
分

で
あ

る
。

考
察

を
実

り
あ

る

も

の
に
す

る
た

め

に
、

先
ず

は
、

も

う
少

し
問
題

の
所
在

を
明
確

に
し

て
お

か
ね
ば

な

ら
な

い
。

(

一

)

(
4
)

プ

ラ

ト

ン
の
そ
れ

と
並

ん

で

、

あ
ま

り
評
判

が
芳

し
く
な

い
ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

の

「
エ

ル
ゴ

ン
議

論

」

と
は
、

概
略

次

の
ご

と
き

も

の

か
ら
、

最
初

に
引

用
し

た
結
論

を
出

し

て

い
る
。

「
最

高
善

」
を

「
エ
ウ
ダ

イ

モ

ニ
ア
」
と
呼

ぶ

こ
と
は

み
な

が
認

め
る

が
、

W
A

を
よ

り
明

ら

か
に
す

る

に
は
人
間

の

エ
ル
ゴ

ン
を
は

っ
き

り
さ

せ
れ
ば

よ

い
。

(1
)
技

術

の
専

門
家

(笛
吹

き

や
彫
刻

家

)
や
、

ま
た

「
一
般

に
あ

る

エ
ル
ゴ

ン
や
行

為

(プ

ラ

ク

シ
ス
)
を
も

つ
ひ
と

に
あ

っ

て
は
、

そ

の
善

さ

や
旨
さ

(
　

)
は

そ

の

エ
ル
ゴ

ン

の
う

ち

に
あ

る
」
が
、

人
間

に
お

い
て
も
、

人
間

に
あ
る

エ
ル
ゴ

ン
が
あ

る

か
ぎ

り
、

こ
れ

は
同

様

で
あ

る
。

(2

)
人

間

の

エ

ル
ゴ

ン
は
、

人
間

に
固

有

の
生

き
る

こ
と

(
　

)
に
あ

る
。

そ

こ
で
、
動

植
物

と
共

通



の
栄

養

、
成

長

、
感

覚

の
活

動

と

し

て

の
生

を
除

く

と
、

残

る

と

こ
ろ

は
、

ロ
ゴ

ス

を

も

つ
あ

る
実

践

的

な

生

(
　

　
)
、
し

か
も

活
動

(
エ
ネ

ル
ゲ

イ

ア
)
と
し

て

の
生

、

つ
ま

り
、
人
間

の

エ
ル
ゴ

ン
と
は

ロ
ゴ

ス

に
し
た

が

っ
た
魂

の
活
動

で
あ

る
。

(
3
)

し
か

る

に
、

あ

る
も

の
F

と
、
よ

き

(
　

)

F

と

の

(た

と
え
ば

、
琴

弾

き
と

よ
き

琴
弾

き

の
)

エ

ル
ゴ

ン
は
類

に
お

い
て
同

じ

で
あ

り
、

た
だ
、

ア

レ
テ

ー

に
よ
る
優
越

性

が

そ

の

エ
ル
ゴ

ン
に
付

け
加

わ

る

(琴

弾

き

は
琴

を
弾

き
、

よ

き
琴

弾

き

は
よ

く

(
　
)
弾

く

)

の

で
あ

る
。

そ

も
そ

も

「
エ
ル
ゴ

ン
議

論
」

は
有

効

で
あ

る

か
、

人
間

は

あ

る
特

定

の
機
能

や
働

き
を

も

つ
べ
く
作

ら
れ

て

い
る

の
か
。

こ

の
て

の
議

論

は

今

は

さ

て
お
く

と
し

て
、
先

ず
注

意

し

て
お
く

べ
き

こ

と
は
、
結

論

に

お
け

る

「
人

間

の
善

(
　

)
」

は
、

明

ら

か
に
、

(
1
)

で
の
、

「
ひ

と

の

エ
ル
ゴ

ン
や
行
為

の
う

ち

に
あ

る
善
」

を
受

け

て

い
る

こ
と

で
あ

る
。

と

い
う

こ
と

は
、

(
1
)

は

「
エ
ル
ゴ

ン
議
論

」

全
体

の
基
本

前
提

で
あ
る

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

し
か

し
、

そ
れ

に
も

か
か

わ
ら
ず

、

こ

の

(
1
)

の

「
善

(
　

)
」

は
、

少

な
く

と

も

こ
こ
で

は
極

め
て
突
然

に
提

示

さ

れ
て

い
る

の

で
あ

る
。

等
式

「
ひ
と

に
と

っ
て
の
善

き
生
」

川

「
善

き

ひ
と

の
生

」

の
し

か
る

べ
き

理
解

に
と

っ
て
、

こ

の

(1
)

の

「
善
」

は
何

ら

か

の
仕

方

で
W

A
デ

ィ
ア

レ
ク
テ

ィ
ー

ク
に

お

い
て
問

題

に
な

っ
て

い
る

は
ず

だ
と

思
わ

れ
る
。

同

様

の
注
意

が
、

(
2
)
の
、

『
霊
魂

論
』

(
二
巻

二
、

三
章
)
の
魂

の
部
分

に

つ
い
て

の
理
論

を
援

用
し

た
、
消

去
法

に
よ

る

「
人
間

の

エ
ル
ゴ

ン
」
規
定

の
議

論

に

つ

い
て

も
払

わ
れ

る

べ
き

で
あ
ろ

う
。

つ
ま

り
、

「
活
動

の
生

」
と

い
う
概

念

は
、

W

A
デ

ィ
ア

レ
ク

テ

ィ
ー
ク

の
ど

の
段
階

で
ど

の
よ
う

な
意
味

を
担

わ

さ
れ

て
登
場

さ

せ

ら
れ

て

い
る
か
、

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

こ
れ

を
明
確

に
し
て

お
か

な

い
と
、

た
と

え
ば
、

最
上

位

の

ロ
ゴ

ス

に
し

た
が

っ
た

活
動

の
生

は
、

下
位

の
さ
ま
ざ

ま
な

活
動

の
生

に
フ

ィ
ー
ド

・
バ

ッ
ク
す

る

か
否

か
、

ま
た
、

フ
ィ
ー

ド

.
バ

ッ
ク

理
論

は
、
先

の
等
式

の
理
解

に
ど

の
よ
う

に
寄

与

す

る

か
、

と

い

っ
た

問
題

だ

け

を
論

じ

て
も

、
あ

ま

り
意

味

が

な

い
の

で
は

な

い

か
と

思

わ

ハゑ

れ

る

。

も

う

一
つ
予

め
確

か
め

て
お

か
ね
ば

な

ら
な

い
こ
と
は
、

そ

も
そ

も
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

は
こ

の

「
エ
ル
ゴ

ン
議
論

」

に
お

い
て
、

か
れ
自
身

の
考

え
る

「
エ
ウ
ダ

イ

モ

ニ
ア
」

の
具

体
的

候
補

者

を
指
名

し

て

い
る

の
か
、

と

い
う
問

題

で
あ

る
。

一
般
的

に
は

、

こ

の
議
論

に
先

行

す

る
七

章
前
半

の
、

「
終
極

性

」

に
よ

る

「
目

的
」

概
念

の
三
段
階

の
議

論

と
、

そ
れ

に
続

く

「
最

高
善

」

の

「
自

足
性

」

の
議
論

に
お

い
て
、

「
エ
ウ
ダ



イ

モ

エ
ア
」
の
形
式
的

規

準

が
明
示

さ

れ
、

こ

こ
で
そ

の
具
体

的
候
補

者

が

示
さ

れ
て

い
る

の
だ

と
さ

れ
る
。

そ

し

て
、

ア

リ

ス
ト
テ

レ
ス
の
「
エ

ウ
ダ

イ

モ

ニ
ア
」
と

は
、

W
A
デ

ィ
ア

レ
ク
テ

ィ
ー

ク

に
お

い
て
取

り
上
げ

ら

れ
る
、

「
快
楽

」
や

「
名
誉

」
そ

の
他

の

「
そ
れ
自

体

と
し

て
も
追

求

さ

れ
る
も

の

ど
も
」
す

べ
て
を
何

ら

か

の
仕

方

で
包
括

す

る
　
で

あ

る

か
、
そ

れ

と
も
、
唯

一
つ
「
テ

オ
リ

ア
活

動
」
の
　

　ミ
　

　
か
、

と

い

っ
た
議

論

が
賑

わ

っ
て

い

る
。

し

か
し
、

よ
り
重

要

で
あ

る

の
は
、

こ
う

い

っ
た
議

論

よ

り
も
以
前

に
、

そ

も
そ

も
、
ア

リ

ス
ト

テ

レ
ス

に
お

い
て

「
エ
ウ
ダ

イ

モ

ニ
ア
」
と

は
何

で
あ

っ
た

の

か
、

と

い
う

こ

と
で
あ

ろ
う
。

W

A
デ

ィ
ア

レ
ク
テ

ィ
ー

ク

に
お

い
て
は
、

「
エ
ゥ

ダ

イ

モ

ニ
ァ
」
は
極

め
て
微
妙

な
仕

方

で
登
場

さ

せ

ら
れ
、

そ
し

て
、
少

な

く

と
も

か
れ
自
身

の
問

い
と
し

て

は
、

「
エ
ウ
ダ

イ

モ

ニ
ア
と

は
何

で

ハヱ

あ
る

か
」

(
こ

の
問

い
を
以
後

、

W
E

で
表

す
)

は

一
度

も
問

わ

れ
な

い
の
で
あ

る
。

最
後

に
、

当
然

な

が
ら
問

題

と
し

て
意
識

し

て

お
か
ね
ば

な

ら
な

い
こ
と
は
、

等
式

「
ひ

と
に
と

っ
て
の
善

き
生
」
＝

「
善

き

ひ
と

の
生
」

を

結

論

す

る
、

(
3
)
に

お
け
る

「
善

き

(
　
　

と

「
よ
く
　

の
使

用

で
あ

る
。

し
ば

し
ば
指

摘

さ
れ

る
よ

う

に
、

『国

家
』
篇

の

「
エ

ル
ゴ

ン
議
論

」
と
同
様

、
こ

こ
で
　

や
　

の
多
義

性

を
云

々
し

て
、
プ

ラ
ト

ン
や

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
を
非
難

す

る

こ
と

は
見

・

当

違

い
と

い
う

も

の
で
あ

ろ
う
。

か
れ
ら

に
あ

っ
て
は
、
　

(
　

〉
と
　

(
　

)
の
区

別
な

ど

は
存

在

し
な

か

っ
た

の

か
も
し

れ
な

い
。
社

会
的

動
物

で
あ

る

こ
と
を

そ

の
自

然
本
性

と
す

る
人
間

は
、

最
高

の
活

動

で
あ

る
プ

ロ
ネ

ー

シ
ス

の
、

下

位

の
諸
活

動

へ
の

フ
ィ

ー
ド

バ

ッ
ク
に
よ

っ
て
、
個

人

の
善

(
益
)

を
為

し

て
そ
れ

が
同

時

に
社

会

の
善

を
な

す

こ
と

に
な

り
、

か
く

て
、
等
式

の
理
解

が
可
能

に
な
る

の
か
も

し
れ

な

い
。

つ
ま

り
、
等
式

は
、
左

辺

の

「
ひ
と

に
と

っ
て

の
善

き
生
」

の
方

か

ら
読

み
解

く

べ
き
で
あ

る

の

か

も

し
れ

な

い
。

あ

る

い
は
、

し
か
し
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
ほ
か

な
ら

ぬ
倫
理
学

に
あ

っ
て

は
、
等

式

は
、
右

辺

の

「善

き

ひ
と

の
生
」

の
方

か

ハ　
ね

ら
左

辺

へ
と
進

む

こ
と

に
よ

っ
て

こ
そ
成

立

す
る

の
だ
、
と
理
解

す

べ
き

か
も

し
れ

な

い
。
と

も
あ

れ
、
わ

れ
わ

れ
と

し

て
は
、
先
ず

は

W
A

デ

ィ

ア

レ
ク
テ

ィ
ー
ク

の
吟
味

か

ら
始

め
ね
ば

な

ら
な

い
。



(
二

)

既

に
述

べ
た
ご

と
く
、

『
ニ
コ

マ
コ
ス
』
第

一
巻

で

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
が
提

起

し
、

そ
れ

に
答

え
る

こ
と

か
ら
倫

理
学

を
展

開

し
よ
う

と

し
た
問

い
は
、

『
エ
ウ
デ

モ

ス
倫

理
学

』
と
は
対

照
的

に
、

「
最
高

善

、
す

な
わ

ち
、

人
間

の
善

と

は
何

で
あ

る
か
」
W

A

の
問

い
で
あ

っ
て
、

「
エ
ウ
ダ

イ

モ

ニ
ア
と

は
何

で
あ

る
か
」

W

E

の
問

い
で
は

な

い
。

W

A

の
問

い
は
七
章

末

ま

で
に
、
実

に
全

部

で
五

回
も
問

わ

れ

て

い
る
。

そ

の
そ

れ
ぞ

れ

は
、

W
A

が
問

わ
れ

る
状
況

を

し
さ

い
に
眺

め

る
と

き
、

ど
れ

も
決

し

て
単
な

る
繰

り
返

し

で
な

い
こ

と
が
分

か

る
。

す

ぐ
後

に
見

る
ご

と
く
、

一
章

で

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
は
、

W
A

の
確

立

と
そ

こ
か

ら

の
デ

ィ

ア

レ
ク
テ

ィ
ー

ク

の
た
め

に
、
人

間

の
行
為

に
関

す

る
二

つ
の
基
本

問

題

を
提　ユ

示

し
て

い
る
。

『
ニ

コ
マ

コ
ス
』

第

一
巻

の
構
成

を
確

か
め

て
お
く

た

め

に
も

、

W
A
デ

ィ
ア

レ
ク

テ

ィ
ー
ク

の
展

開

を
簡

単

に
図

示

し

て

お
く

。

W

A
1
は

い
か
な
る
仕

方

で
問

わ
れ

る

べ
き
問

い
と
し

て
確

立

さ
れ

て

い
る

の
か
、

一
章

で
提

示

さ
れ

る
基
本
問

題

を
確
認

し

な
け

れ
ば

な

ら



　り

な

い
。

一
章

と

二
章

の
関

連

に

つ

い
て
は
既

に
傾
聴

に
値

す

る

一
つ
の
き
わ

め

て
卓

越

し
た
解

釈

が
示

さ

れ
て

い
る
。

一
章

一
節

"

ど

の
よ

う
な

術

(テ

ク
ネ

ー
)

も
ど

の
よ
う

な
論
究

(メ

ト
ド

ス
)

も
、
行

為

(プ

ラ
ク

シ

ス
)
も
選

択

(プ

ロ
ア
イ

レ
シ

ス
)

も

み
な
同

じ
よ
う

に
、

或

る

一
つ
の
善

(
ア
ガ

ト

ン

・
テ

ィ
)

を
目
指

し

て

い
る
。

以

下
、

テ

キ
ス
ト

は

「目

的
」

に
二
種

の
区
別

が

あ
る

こ

と
を
明
言

し
、

続

い
て
、
諸
技

術
問

に
従

属
関

係

の
あ

る

こ
と

か
ら
、

諸
目
的

間

の

従
属

関
係

を
述

べ
て
、

二
章

の
W
A

1

へ
と
展
開

す

る
。
卓

越

し
た
解

釈

と

は
こ
う

で
あ

る
。

一
章

は
、

冒
頭

の
四
語

に
よ

っ
て
行

為

の
素

材

を
、

次

の

「
あ

る
善

い
も

の
」

に
よ

っ
て
個

々

の
行

為

の
テ

ロ
ス
と
し

て

の
形
相

を

示

し
、
諸

目
的

間

に
従
属

関
係

の
事

実

が
あ

る

こ
と
を
付

言
す

る
、

行
為

の
本

質
構

造

の
形
相
論

的

分
析

で
あ

り
、

続
く

二
章

は
、

す

べ
て

の
行
為

を
成

立

た

せ
る
充
足
根

拠

と

し

て
の
究
極

目
的

、

「
最
高
善

」
を
要

請

し
、

そ
れ

が
下
位

の
諸

目
的

間

の
従
属

関
係

を
超

越
す

る

こ
と

を
示

す
、
目

的
論

的
、

価
値

論
的

分
析

で
あ
る
。

そ

し

て
、

前
者

は
事

実

の
呈

示

、
後
者

は

そ

の
充

足
根

拠

の
問

い
と

い
う
、

地
平

の
異

な

る

二
種

の
論

述

で
あ

り
、

こ
れ

ら
が
合

し
て

『
ニ

コ
マ

コ
ス
』
全

巻

の
大
前

提

た

る

「
最
高
善

」

の
存
立

を
証

示

す
る
。

精
緻

な
分
析

に
基

づ

き
見
事

な
構

成

を

も

っ
た

こ
の
解

釈

が
極

め

て
魅
力

的

で
あ

り
、

か

つ
ま
た
説

得
力

を

も

つ
も

の
で
あ

る

こ
と
は
否

め

な

い
。

し

か
し
な

が
ら
、

こ
の
解

釈

は
、

テ

キ

ス
ト

の
読

み

に
関

し
て
、

一
つ
の
、

決

し
て
小

さ

な
と

は
言

え
な

い
、
犠

牲

を
払

っ
て

の

こ
と

で
あ

る

と
思
わ

れ
る
。

す

な
わ

ち
、

一
章

二
節

お
よ
び

五
節

の

「
目
的

の
二
種

の
区
別

」
を
、

「
不
可
欠

な
部

分

を
な

さ
な

い
」
、

「
論
旨

に
直

接
関

係

し

ホな

な

い
補

足
説

明

」
で
あ

る

と
し

て
、
実

質
内
容

ゼ

ロ
と
せ
ざ

る
を

え
な

い
の
で
あ

る
。

し

か
し

、

二
節

は

『
ニ

コ
マ

コ
ス
』
冒

頭

の

一
文

に
す

ぐ

続
く

第

二

の
文

な

の
で
あ

る
。

し

か
も
、
同

一
内

容

の
区
別

が

わ
ず

か
十

一
行
後

に

(五
節

)
再

び
語

ら
れ

る
の

で
あ

る
。

二
節

の
区
別

は
、

四

節

の
諸
目
的

の
従
属
関

係

へ
の
補

足
説

明

と

し
て

の
五
節

の
た

め

に
、

わ

ざ

わ
ざ

語

ら

れ
た

と
は
、

ど
う

し

て
も
思

え
な

い
の
で
あ

る
。

少

し
検

討

し
て

み
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
。



一
章

二
節

"

だ
が
、

目
的

の
間

に
は
明

ら
か

に
或

る
一

つ
の
差

異

が
あ

る
。

す
な

わ

ち
、

あ

る
目
的

は
活

動

(
エ
ネ

ル
ゲ

イ

ア
)

で
あ

り
、

或

る
目

的

は
活
動

と

は
別

に
あ

る
所
産

(
エ
ル
ゴ

ン
)

と

し

て
の
な

に
も

の

か
で
あ

る
。

そ
し

て
、

目
的

が
行
為

と
は
別

の
な

に
か
で
あ

る

場
合

に
は
、

所
産

は
本

性
上

活
動

よ

り
善

い
も

の

で
あ
る
。

論
者

が
こ
れ

を
単

な
る
補

足
説

明

と
し

て
見
ざ

る

を

え
な

い
わ
け

は
、

従
来

の
解
釈

の
よ
う

に
、

こ
の
区
別

に

六
巻

四
、

五
章

の

「
行

為

(
プ

ラ

ク

シ
ス
ご

と

「
製
作

(
ポ

イ

エ
ー

シ
ス
）
」
の
区
別

〔
「
製
作

に
は
製
作

と

は
異

な
る
目

的

が
あ

る
が
、

行
為

に
は
そ

の
よ

う
な
目

的

は
な

い
。

と

い
う

の
も
、
善

く
行

為

す
る

こ
と

そ
れ
自

体

が
目

的

だ

か

ら
で
あ

る
。
」

(
五
章
四
節

)
〕
を
重

ね

る

と
す
れ
ば

、
プ

ラ
ト

ン
的

な

「
テ
ク
ネ
ー

」

で

し
か
理
解

で
き
な

い
冒
頭

の

一
文

と
、

一
、

二
章
全

体

の

コ
ン
テ
キ

ス
ト

と

の
連

関

を
著

し
く
損

な
う

こ
と

に
な
る

か
ら
、

と

い
う

こ
と

に
あ

る
。
確

か

に
、

こ

こ
で
最
初

か
ら

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
倫
理
学

の
基
本
的

術

語

と
し

て

の
、

「
テ
ク
ネ

i
」
、

「
プ

ラ

ク

シ
ス
」
等

を
そ

の
ま

ま

の
形

で

見

る

こ
と
は
困
難

で
あ
る
。

し

か
し
、

だ

か

ら
と
言

っ
て
二

節

を

「論

旨

に
直
接

関

係

し
な

い
」

と
し

て
切

り
捨

て
て

し
ま

う

こ
と
が
許

さ

れ
る

で
あ

ろ
う

か
。

か
り

に
も
し

そ

の
よ
う

に
読

む

べ
き

で
あ

る
と
す

れ
ば
、

二
節

は
実

質

的

に

一
節

の

「
あ

る
善

い
も

の
」

を

「
目

的
」

と
言

い
換

え

る
だ

け

の

　
だ
　

役

を
果

た
す

こ
と

に
な

る

。

そ
う

す
る

と
、
当

面

の

コ
ン
テ
キ

ス
ト

は
、

「
す

べ
て

の
行
為

の
目

指

す
そ

れ

ぞ
れ

の
あ

る
善

い
も

の
、

す

な

わ
ち
、

諸
目

的
｜

諸

目
的
間

の
従

属
関

係
ー

究

極

目
的

、

す
な

わ
ち
、

最
高

善
」

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

し

か
し
、

こ

の
と
き
、

諸
目

的
間

の
従

属

関
係

と

は

「
諸

々

の
善

い
も

の
ど
も

の
間

の
従
属

関

係
」

に
他

な

ら
な

い
。
従

っ
て
、

コ
ン
テ
キ

ス
ト

は

「
諸
　

間

の
従

属
関

係
　

」
と

い
う

こ
と

に
な

る
。

こ
れ

が
七
章

の
、

「
目

的
手

段

の
三

つ
の
位

階
秩

序

」
を
経

て
、

「
エ
ル
ゴ

ン
議

論
」

の

「
人
間

の
善

」
の
規

定

に
ま

で
達

す

べ
き
、

W
A

デ

ィ
ア

レ
ク

テ

ィ
ー
ク

の
大

前

提

に
な

る
と

は
到
底
考

え
ら

れ
な

い
。

「
目
的

の

二
種

の
区
別

」
に
は
別

の
読

み
方

が
可

能

で
あ

る
と
思

わ
れ

る
。



先

ず
、

用
語

法

な
ら
び

に
テ
キ

ス
ト
構

成
上

か
ら

一
つ
注
意

す

べ
き
点

が
あ

る
。

二
節

で

の

「
目
的

の
二
種
区

別

(
　

)
は
、

一
節

の

「
す

べ
て

の

(
　

)
」
に
対

し
て
重
要

な

限
定
条

件

あ

り
、

と

い
う

主
張

で
あ

る
。

五
節

の

「
目
的

の
二
種
区

別

に
は

ま

っ
た
く
関

わ

ら
な

い

(
　

)
」

は
、

三
、

四
節

の

「
す

べ
て

の
も

の

(
テ

ク
ネ

ー

に
代
表

さ
れ

る
実
践

知
)

に
お

い
て

(
　

)
、
統

括
的

な

も

の

の
目

的

が
下
属

す

る
も

の

の
目

的

よ
り

も

い

っ
そ

う
望

ま
し

い
、

な
ぜ

な
ら
前

者

を
得

る
た

め

に
後

者

も
追
求

さ

れ
る

か

ら
」

に
対

す

る
、
限

定

条
件

と
は
な

ら
な

い
、

と

い
う

主
張

で

あ
る
。

で

は

い

っ
た

い
、

い
か
な

る
意

味

で

の
二
種
区

別

な

の
か
。

問

題

の

「
目
的

」
概

念

の
区
別

を
、

「
行

為
」

と

「
製
作

」

の
そ

れ

に
重

ね

る
必
然

性

は
な

い
と

思
わ

れ
る
。

む
し

ろ
、

「
行

為
」

と

「
製
作

」

の
区

別

が
基

本
的

に
そ

こ
に
由
来

す

る
、

ア
リ

ス
ト
テ

レ

ス
哲
学

に
お

い
て

よ
り
原

理
的

な

「
エ
ネ

ル
ゲ

イ

ア
」

と

「
キ
ネ

ー

シ
ス
」

の
区
別

を

考

え
る

べ
き

で
あ

る
と
思

わ

れ
る
。

行
為

す

る

こ
と
そ

れ
自
体

が

「
テ

ロ
ス
」
で
あ

る

「
エ
ネ

ル
ゲ

イ

ア
」
と
、

行
為

の
外

に

「限

り

(
ペ

ラ
ス
)
」

を

も
ち
、

そ

れ
自
信

は

テ

ロ
ス
で

は
な

い

「
キ
ネ

ー

シ
ス
」

と

の
区

別

で
あ

る
。

こ

の
区

別

は
ま

た
、

「
可
能

態

(デ

ュ
ナ

ミ

ス
)
」

と

「
現
実

態

(
エ
ネ

ル
ゲ

イ
ア
、

エ

ン
テ

レ
ケ

イ
ア
)
」
の

コ

ン
テ

キ

ス
ト

で
は
、

「
目
的

(
テ

ロ
ス
、

エ
ス
カ

ト

ン
)
」
が

「
能

力

(デ

ュ
ナ

ミ

ス
)
の
使
用

(
ク

レ
ー

シ
ス
)
、

活
動

(
エ
ネ

ル
ゲ

イ

ア
)
」
そ

の
も

の
に
あ

る

か
、

そ

れ

と
も
、
能

力

の

「
使
用

の
外

に
結

果
す

る

も

の

(
エ
ル
ゴ

ン
)
」

に
あ

る

か

セ
　

の
区
別

と

も
見
ら

れ

る

。

そ

し
て
、

行
為

の

「
現
実

態
」

の
所
在

の
区
別

は
、

同
時

に
、

行
為

の

「
善

さ
」

の
所
在

の
区

別

で
も

あ
る
。

建
築

の
現
実
態

は
、

建
築

活

動

の
中

に
あ

る

の
で
は

な
く
、

活
動
結

果

た

る
家

に
あ

り
、

そ

こ
に
お

い
て
建

築
活

動

の

「善

さ

」
が
問

題

に
な

る
。

二
節

で
目
的

の
種

別

に
続

け

て
、

「
行
為

の
外

に
目

的

が
あ

る
も

の
ど

も

の
場
合

に
は
、

所
産

(
エ
ル
ゴ

ン
)

が
本

性
上

活
動

よ

り
善

い
も

の
で

あ
る

」

と
さ
れ

て

い
る

の
は
、

ま

さ

に
こ
の
点

に
関

わ
る
。

こ
れ

に
対

し

て
、

見

る
こ

と
の
現
実

態

は
見

る
人

の
う

ち

に
、

よ
く
生

き

る

こ
と

の
現

実
態

は
魂

の
う

ち

に
あ

る
。

と

い
う

こ
と

は
、
同

時

に
、

「
目

的

が
活
動

そ

の
も

の

で
あ
る
」
場
合

に
は
、

そ

の

「
善

さ
」
は
活
動

す

る

ひ
と

の
う
ち

に
あ

る
と

い
う

こ
と

を
含

意

し
う

る
。
行
為

の
目
的

に

つ
い
て

の
原

理
的

な

二
種

の
区
別

は
、

ま

た
、
行

為

の

「善

さ
」

の
所

在

の
区
別

を

も
含

み
う

る
も

の

と
し
て
押

さ

え
ら
れ

う
る
。

小
論

の
始

め

で
問
題

点

と
し

て
指
摘

し

た
、

「
エ
ル
ゴ

ン
議
論

」
の
基
本
前

提

に
お
け

る

「
ひ
と

の

エ
ル
ゴ

ン
や
行
為

の
う
ち

に
あ



る
善

さ
」

は
、

ま

さ

に
こ

の
目

的

の

二
種

区
別

が

そ
も

そ
も

の
始

め

に
あ

っ
た
れ
ば

こ
そ

の
も

の
で
あ

ろ
う
。

さ
ら

に
言

え
ば

、

W
A

か

ら
展
開

さ
れ

る
ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
倫

理
学

の
基
本

テ
ー
ゼ

の

一
つ
、

「
ひ
と

の
行

為

の
善

さ
が

そ

の
ひ
と

を
顕

す
」
と

い
う

こ
と
も
、

こ
の
目
的

の
二
種
区

別

か

ら
の
、
行

為

の

「
善

さ
」

の
所

在

の
区
別

を
前

提

に
す

る

と
思

わ

れ

る
。

こ
の
解

釈

が
認

め

ら
れ

る
と
す

る

と
、

一
章

は

以
下

の
よ
う

に
理
解

し
う

る

で
あ

ろ
う
。

す

な
わ

ち
、
実

践
知

を
伴

う

す

べ
て

の
行

為

が
目
指

す

と

さ
れ

る
、
事
実

の
地

平

で

の
　

は
、

「
目
的
」
の
二
種
区

別

の
導
入

限
定

に
よ

っ
て
、

そ
れ

ぞ
れ

の
行
為

を
行

為

と
し

て
ど

こ
で
押

さ

え
る

べ
き
か
、

そ
れ

は
、
行

為

の

「
目

的
」
、

す

な
わ

ち
、

そ

の
行
為

の

「
善

さ
」
が
ど

こ

で
押

さ

え
ら

れ

か
、

と

い
う
行

為

の
形
相

規
定

の
基

ハぜ

本

枠

と

い
う

哲
学

の
問
題

へ
と
投
げ

返

さ

れ

る

。

一
章
が
W

A

「
人
間

の
善

と

は
何

で
あ

る
か
」

の
問

い
を
準
備

す

る
も

の

で
あ
る

こ
と

を
忘

れ

て
は

な
ら

な

い
。
他

方

で
、

や

は
り
事

実

と
し

て
諸
技

術

に
見

ら
れ

る
諸

目

的
問

の
従
属

関

係
、

目
的

手

段
連

関

に
関

し

て
は
、
「
一
」が
他

よ

り

　」、

「
一
の
た
め

に

(
　

)
他

を

〕
、

と

い
う
限

り

で
は
、
目

的

の

二
種

区

別

は
直

接

に
は
関

係

し
な

い
。

つ
ま

り
、

二
種

の
目
的

が

一
つ
の
従

属
関

係

の
う

ち

に
混

在

し
て

も
構

わ
な

い
と

い
う

こ

と
が
確

認
さ

れ
る
。

こ
の

こ
と

は
、

そ
も
そ

も
従
属

関

係
あ

る

い
は
目

的
手
段

(15
)

連

関
自

体

が
決

し
て

一
様

の
も

の
で

は
な

い
と

い
う

こ

と
を
意
味

す

る
。
七

章
前
半

、
目

的
手
段

の
位
階

区
別

の
議
論

へ
の
関

わ
り

が
予
測

さ
れ

る
。で

は

二
章

に
お
け

る
W

A
1

は
ど

う
な

る

で
あ

ろ
う

か
。

一
章

で
は
、

「
あ

る
善

い
も

の
」

か
ら
始

め

て

「
目
的

」
と

い
う
概
念

に
関

わ
る

二

つ

の
最

も
基
本

的

な
問
題

点

が
示
唆

さ

れ
た

。

二
章

一
節

"

そ

こ
で
、

わ
れ

わ

れ
が

そ
れ

を
そ

の
も

の
自
体

の
ゆ
え

に
願
望

し
、

そ

れ
以
外

の
も

の
を
そ

の
も

の

の
ゆ

え
に
願
望

す

る
、

行
為

さ

れ
る

こ
と

ど
も

の
或

る

一
つ

の
目

的

が
あ

る

(
P
)

と
す

れ
ば
、

そ

し
て
、

わ

れ
わ

れ
は

す

べ
て

の
も

の
を

い

つ
も

そ
れ

と
は
異

な

る
他

の
も

の
の
ゆ

え

に
選

ぶ
の
で

は
な

い

(Q

)

と
す

れ
ぼ

(な

ぜ
な

ら
、

も
し

も
、

そ
う

で
あ

る

と
す
れ
ば

、

こ
の
過
程

は
無

限

に
進

み
、

欲
求

は
空

し

い
無
駄

な

も

の
と
な

ろ
う

か

ら
)
、

こ

の
目

的

こ
そ
明

ら

か

に

「善

」
で
あ

り
、

「最

高
善

」

(
　

)
で
あ

ろ



う
。

こ

こ
で
は
、

見

ら
れ
る

通

り
、

「
目

的
」

か
ら
始

め

て

「
最

高
善

」

へ
と
、

二

つ
の
前

件

(
P
と
Q

)
を
も

つ
条
件

文

の
か

た
ち

を
採

っ
て
進

め

ら

れ
る
。

こ
の

一
文

に
お

い
て
、

Q

が

P
の
理
由

と
な

っ
て

い
る

と
見

る
と

き
、

つ
ま

り
、
欲

求

の
停
止

の
必

然

は
Q

の
真

を
、

そ
し

て
Q

は
P

の
真

を
確

立

し
て

い
る

と
解

釈

す

る
と

き
、

よ
く
指

摘

さ
れ

る
誤
謬

が
犯

さ

れ
る

こ
と

に
な

る
。

す
な

わ
ち
、

わ

れ
わ

れ

の
為

す

ど
ん

な
行
為

も

そ

れ
自
体

と

し
て
欲

求

さ
れ

る
あ

る
目
的

を
目

指

し
て

い
る

と

い
う
主
張

か

ら
、

ど
ん

な
行
為

に
よ

っ
て
も
目

指

さ
れ

て

い
る
な

ん
ら

か

の
目
的

ロむ

が
存

在

す
る

と

い
う
主
張

を
推
論

す

る

こ
と

の
誤
謬

で

あ

る

。

し

か
し
な

が
ら
、

こ
の

一
文

は

一
章

で

の
問

題
点

を
踏

ま

え

て
の
条
件

文

で
あ

る

と

い
う

こ

と
を
忘

れ

て
は
な

ら

な

い
。

P

や
Q

は
、

一
が
他

の
理
由

で
あ

る
と

か
帰
結

で
あ

る

と

い

っ
た

こ
と

で
は

な

い
。

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
は

こ
こ

で
究

極

目
的

と

し
て

の

「
最
高

善

」

の
存
在

を
証

明

し

よ
う

と
し

て

い
る

わ
け

で
は

な

い
。

全
体

と

し

て
こ

の
条

件
文

が
語

る

の
は
、

も
し
も

わ

れ
わ

れ
人
間

の
行
為

が
な

に
か

そ
れ
自
体

と
し

て
望

ま

れ
る
あ

る

テ

ロ
ス
を
も

っ
て

い
る

と
す

れ
ば
、

そ

の

こ
と
を
、

ま

さ

に
人
間

の
行
為

と
し

て
成
立

さ

せ
て

い
る
、

根
拠

付

け
て

い
る
超

越
的

な
事

態

と

し
て
、

「
最
高

善
」

の
存

在

が
問

わ
れ

ね
ば

な
ら

な

い
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

そ
う
す

る

と
、

P

も
Q

も
共

に
、

「
:

・
の
故

に
」

や

「
.
.
.

の
た

め

に
」

と

い
っ
た
こ

と
ば

で
表

さ

れ

る
目
的

手
段

連
関

の
明

確
化

を
、

単

に
用
語

法

の
分
析

と
し

て
で
は

な
く
、

わ

れ
わ

れ

の

「
欲
求

」

と

い
う
行

為

の
内

的

な
成

立
根

拠

の

レ
ベ

ル
で
問
う

て

い
る

の

で
あ

る
。

そ

し

て
、

こ
の
条
件

の
も

と
で
、
究

極
目

的

を
、

そ

の

「
何

で
あ

る

か
」

が
問

わ
れ

る

べ
き

「
最
高

善

」

と
し

て
要
請

す

る
と

き
、

一
章

で

の
も
う

一
つ
の
問
題

点

で
あ

る
、
目

的
概

念

と
行
為

の
善

さ

の
問
題

、

行
為

に

お

い
て
そ

の

ひ
と
が

あ
ら

わ

に
な
る

と

い
う

点

で
、

す
ぐ

れ
た
意

味

で

の
行

為

の
形
相

規
定

の
問
題

が
、

同

じ
く
行
為

の
内

的

な
成

立
根
拠

の

レ

ベ
ル
で
問

わ
れ

る

の
で
あ

る
。
右

の
引

用

に
続

く
節

で
、

「
最
高

善
」
が

現
実

に
し
か

る

べ
き

も

の
を
射
当

て
る

た
め

の

「的

(
　

)
」
と
譬

え

ら

れ
る

の
も
、

ま
た
、

他

の

一
切

の
目

的

を
包

括

す

る
政

治
術

の
目
的

と
し

て

「
人
間

の
善

(
　

)
」

と
呼

ば

れ

る

の

も
、

人
間

の
行
為

を
成

立

さ

せ
る
、

こ

の

い
わ
ば

超
越

的

な
根
拠

の
意

味

に
お

い
て
で
あ

る

と
思

わ
れ

る
。
人

間

は

ロ
ゴ

ス
を
も

つ
限

り
で
、

ア



ク

ラ
テ
ー

ス
と

い
え
ど

も
、

と
も

か
く

「
的
」

を
立

て
て
行
為

す

る
存
在

で
あ
り
、

政
治

術
、

す

な
わ

ち
、
倫

理
学

と

は
、
何

を

「
的

」

と
し

て

立

て
、
実

践
的

推
論

の
知

に
し
た

が

っ
て

い
か

に
よ
く
行

為

す

る
か
、

に

つ

い
て
の
学

で
あ

ろ
う

か

ら
で
あ

る
。

(
三

)

実

質
的

な

デ

ィ
ア

レ
ク

テ
ィ
ー

ク
は

W
A

2

か
ら
始

め

ら
れ

る
。

デ

ィ

ア

レ
ク
テ

ィ
ー

ク

の
常

と

し
て
、

先
ず

は
関

連

す
る
諸

説

の
検
討

が
為

さ
れ

る
。

し

か
し
、

関
連

す

る
と
言

っ
て
も
、

例

え
ば
、

「
快

楽

と
は
何

で
あ

る
か
」
と

い

っ
た
問

い
の
場
合

と
、

そ

も
そ

も

の
W
A

の
問

い
の
場

合

と

は
、
何

か
本
質

的

に
大

き
な
差

異

が
あ

る
よ

う

で
あ

る
。

そ
れ

か
あ

ら

ぬ
か
、

W
A

2
は
表

面
的

に
は
W

A

1
の
繰

り
返

し

の
よ
う

に
見

え

る
が
、
実

は
、

「
何

で
あ

る

か
」

は
三

つ
の
形

で
問

わ

れ

て

い
る

。

四
章

一
、

二
節

"

さ
て
、

こ

こ
で
元

に
戻

っ
て
、
す

べ
て

の
認

識

と
選
択

は
或

る
善

い
も

の
を
欲
求

し

て

い
る

の
だ

か
ら
、
政

治
術

が
目

指

し

て

い
る
と
わ

れ

わ
れ
が

言
う

も

の
は
何

で

あ
る

か

(
a
)
、

す
な

わ
ち
、

行
為

さ
れ
う

る
す

べ
て

の
善

き

も

の
ど
も

の
う

ち
で
最

高

の
も

の

(
　

)

は
何

で
あ
る

か

(
b
)

を
論

じ
よ

う
。
名

前

の
点

で

は
大

て

い
の
ひ

と
の
意

見

は

一

致

し

て

い
る
。
大

衆

も
教

養

あ

る

ひ
と
も

「
エ
ウ
ダ

イ

モ

ニ
ア
」

を
挙

げ

る

の
で
あ

り
、

「
よ
く
生

き

る

(
　

)
」

と
か

「
う

ま

く
や

る

(
　
）
」

と

い

っ
た
言

い
方

を

「
エ
ウ
ダ

イ

モ
ネ
イ

ン
」

と
同

じ
意

味

だ
と
理
解

し
て

い
る

か
ら

で
あ

る
。

し
か

し
、

エ
ウ

ダ

イ
モ

ニ
ア
と

は
何

で
あ

る
か

(
c
)

と

い
う

こ

と

に
な

る

と
、

か
れ

ら

の
意

見

は
齟
齬

し
、

大
衆

と
智

恵
者

と

で
は
答

え

が
違

っ
て

く
る
。

以

下
、
続

く

三
節

で
、

「快

楽

」
、

「
富
」
、
「
名

誉
」
、
「
健

康
」

と

い

っ
た
、

「
手

で
掴

め
目

に
見

え
る

」
具
体

的

な
候
補

者

(?
)

が

示
さ

れ
、

そ
れ

ら

が
、

時

と
場
合

に
よ

っ
て
、

ま
た

ひ

と
に
よ

っ
て

い
か
に
齟
齬

す

る

か
が
紹

介

さ
れ

る
。



で
は
、

三

つ
の
問

い
は

ど
う
理

解

す

べ
き

で
あ
ろ

う

か
、

先
ず

、

(
a
)
が

一
章

の
問

題
点

を
受

け

た
W

A

1
の
繰

り
返

し

で
あ
る

こ

と
は
疑

い

え
な

い
。

こ

こ
か

ら
、

読

み
方

と
し

て
は

二

つ
が
可
能

で
あ

る

と
思

わ
れ

る
。

一
つ
は
、

「最

高

の

(
　
）
」

と

い
う

こ
と
ば

は

二
章

で
も

政
治
術

に

つ
い
て
用

い
ら

れ

て

い
る

と

い
う

こ
と
を
根

拠

に
し

て
、

(
a
)
と

(b
)
を
完
全

に
ア
リ

ス

ト
テ

レ
ス
自
身

の
同

じ
W
A

の
問

い
で
あ

る

と
み

な
し
、

(
c
)
は
、

一
般

の

ひ
と
び

と
が

W
A

と
取

り
違

え

て

い
る

、
別

の
問

い
、

す
な

わ

ち
、
W

E
な

の
で
あ

り
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
は

こ
こ
で

そ

の
W
E

に
関

す

る
諸
説

を
紹

介

し
、
ま

た
批

判
を
加

え
て

い
る

の
だ
、
と

す
る
読

み
方

で
あ
る
。
し
か

し
、
こ

の
読

み
方

は
、
W
A
デ

ィ

ア

レ
ク

テ

ィ
ー

ク

か
ら
四
章

と
五
章

を
ま

る
ご

と
外

す

こ
と

に
な

り
、

そ

の
結
果

、

デ

ィ
ア

レ
ク

テ

ィ
ー
ク

の
最

終

段
階

(七
章

)
で

「
最

高
善

」

を
規

定

し
た
直

後

に
語

ら
れ

る
、

「
エ
ウ
ダ

イ

モ

ユ
ア
と

は
ま

さ

に
こ
う

い
う

も

の
だ
」

と

い
う
、

「
エ
ウ
ダ

イ

モ
二

ア
」

に
よ
る

「
最
高
善
」

の

同

一
指
定

を
理

解
不

能

に
し

て
し
ま

う
。

こ

こ
で

は
や

は
り
、

何

ら
か

の
仕
方

で
、

ア

リ

ス
ト
テ

レ
ス
自
身

に
よ

る

「
エ
ウ
ダ

イ

モ
二

ア
」
概
念

へ
の
コ

ミ

ッ
ト
を
認

め

る

べ
き
で
あ

る

と
思

わ
れ

る
。

も
う

一
つ

の
、

よ
り
単

純

で
自
然

な
、、
と
思

わ

れ
る
読

み
方

は
、

(
a
)

(
b
)

(
c
)

す

べ
て
を

同

じ
問

い
で
あ

る

と

み
な
す

こ
と

で
あ

ろ
う
。

つ
ま

り
、
「
最

高
善

」
＝

「善

き

も

の
ど
も

の
う

ち

で
最

高

の
も

の
」
＝

「
エ
ウ
ダ

イ

モ

ニ
ア
」

と
見

て
、

こ
れ

に
関

す

る
諸
説

の
紹

介
、

す

な
わ

ち
、
こ
れ
ら

三

つ
の
名

前

が
正
確

に
指

示

す
る

具
体
的

な

対
象

に
関

す

る
意

見

の
齟
齬

の
紹

介

で
あ

る

と
す

る

の
で
あ

る
。

こ
の
読

み
方

は
、
「
快

楽

」

そ

の
他

を
挙
げ

る
諸

説

の
批
判

検
討

が

な
さ

れ
る
次

の
五
章
冒

頭

の
、
　

を
、

「
最

高
善

、
す

な

わ
ち
、

エ
ウ
ダ

イ

モ
二

ア
」

と
読

む

こ

と
が
許

さ
れ

れ
ば
、

そ

れ

に
よ

っ
て
も
、

裏
付

け

ら
れ

る
よ

う

で
あ
る
。

し

か
し

な
が

ら
、
こ

の
読

み
方

を
支

え

る
右

の
等
式

は
、

そ
う
簡

単

に
は
成
立

し
そ
う

も
な

い
と
思
わ

れ

る
。
等
式

は
実
質

、
(
1
)
「
最
高

善
」

＝「善

き

も

の
ど
も

の
う

ち
で
最
高

の
も

の
」
、

(
2
)

「
善

き
も

の
ど

も

の
う
ち

で
最
高

の
も

の
」

田

「
エ
ウ
ダ

イ

モ

ニ
ア
」
、

(
3
)

「最

高

善
」

＝「
エ
ウ
ダ

イ

モ

ニ
ア
」
の
三

つ
か
ら
な

る
。
先

ず
、

(
1
)
に
関

し

て
直

ち

に
疑

問
が

生

じ
る
。

W

A
1

の
考

察

か

ら
す

れ
ば
、

こ
の
疑
問

に
対

し

て
肯

定
的

な
答

え

を
期
待

す

る
こ

と
は
無

理

で
あ

る
。

わ
れ
わ

れ

の
す

べ
て

の
行
為

を
内

的

に
根

拠

付
け

る

べ
き

「最

高
善

」
が
、

「
手

で
掴

め

目
に
見

え

る
」
、

「
行
為

さ

れ
る
善

き

こ
と

ど
も

の
う

ち
で
最
高

の
も

の
」

の

こ
と
で
あ

る

と
は
、

到
底

考

え
ら
れ

そ
う

に
も
な

い
か

ら
で
あ

る
。



次

に
、

等
式

(
2
)
「
善

き

も

の
ど
も

の
う

ち

で
最

高

の
も

の
」
＝

「
エ
ウ
ダ

イ

モ

ニ
ア
」

に
関

し

て
も
、

「
名
前

の
点

で

の

み
意

見

が

一
致

し

て

い
る
」

ひ
と
び

と
が
、

「
快
楽

」

や

「富

」

や

「名

誉

」
と

い

っ
た
名
前

に
よ

っ
て
指

示

さ
れ

る
対
象

が
、

「
エ
ウ
ダ

イ

モ

ニ
ア
」

と

い
う
名

前

の
正
確

な
指

示
対
象

で
あ

る

と
考

え
て

い
る

の

か
、

と

い
う
疑

問

が
生

じ
る
。

こ
の
疑
問

に
対

し

て
も
答

え
は
否
定

的

で
あ

る
。

な
ぜ

な
ら
、

ひ

と
び

と
が

み
な
、
互

い
に
等
価

で
あ

る

と
考

え
て

い
る
、

「
エ
ウ
ダ

イ

モ
ネ

イ

ン
」

と

「
エ
ウ

・
プ

ラ

ッ
テ
イ

ン
」

や

「
エ
ウ

・
ゼ

ー

ン
」

と
は
、

と
も

か
く
も
、

ひ

と

の
あ

る
生

き
方

全
体

を
指

す
言

葉

で
あ

る
と

す
れ
ば

、

そ

の

「
エ
ウ
ダ

イ

モ

ニ
ア

」

の
具

体
的

候
補

者

と
し

て

「
快

楽

」
そ

(
17
)

の
他

が
挙

げ

ら
れ

て

い
る
と

は
、
極

め

て
考

え
難

い
こ
と

で
あ

る

。

「快

楽

」
や

「
富

」
や

「名

誉

」
が
、

そ
れ
自

体

と
し

て
、

一
つ
の
全
体

と

し
て

の
ひ

と
の
生

き
方

で
あ

る
と
す

る

の
は

や
は

り
奇
妙

だ

か
ら

で
あ

る
。

と
す

る
と
、

等
式

(
2
)

の
成
立

も
非

常

に
怪

し
く

な

っ
て
く

る
。

で

は
、
等
式

(
3
)

「最

高
善

」
＝

「
エ
ウ
ダ

イ

モ

ニ
ア
」
は

ど
う

で
あ

ろ
う

か
。

も

し

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
が
一

巻

の
最

初

か
ら
、

こ
の
等
式

を

こ

こ
で
提

示

さ
れ

て

い
る

の
と
同

じ
意
味

で
考

え
て

い
た

と
す
れ
ば

、
当

然

、

二
章

の
W

A
1

の
段
階

で
、
既

に

「
エ
ウ
ダ

イ

モ

ニ
ア
」
が

登
場

し
て

い
た

は
ず

で
あ

ろ
う
。
等

式

(3
)

も

そ
れ

ほ
ど

明

ら
か

に
成

立

し

て

い
る
と
は

思

え
な

い
。

そ

も

そ
も
、

ア
リ

ス

ト
テ

レ
ス

は
W

A
デ

ィ

ア

レ
ク
テ

ィ
ー

ク
に

お

い
て
は
、
少

な

く

と
も
表
面

上

は
、
自

ら

の
問

い
と
し

て
W

E
を
問

う

こ
と

は
し

て

い
な

い
の
で
あ

る
。

た
だ

、

し
か

し
、

こ
れ

が
等

式

(
1
）

や

(2

)

と
同

じ
程

度

に
成
立

し
て

い
な

い
か

と

い
う

と
、

そ

こ
は
微

妙

で
あ

る
。
す

ぐ
前

で

も
触

れ
た

よ
う

に
、
何

ら

か

の
仕
方

で

「最

高
善

」
＝

「
エ
ウ
ダ

イ

モ

ニ
ア
」

が
言

え

な

い
と
、
七
章

の
理
解

が
著

し
く

困
難

に
な

る

か
ら

で
あ

る
。

'

(
a
)

(
b
)

(
c
)
三

つ
の
問

い
相

互

の
連

関
、

ま

た
そ

れ
ぞ

れ

の
問

い
の
射
程

を

で
き

る
だ

け
正
確

に
見

究

め
る

た
め

に
は
、

五
章

で

の
ア

リ

ス
ト

テ

レ
ス

に
よ
る
諸
説

の
批
判
検

討

の
実

態

を
見

る
必
要

が
あ

る
。

こ
こ
で

は
、
伝

統
的

な

三
種

の

「
生

(
　

)
」

の
考

え
方

を
援

用

し

て
、

「
快
楽

」
、

「名

誉
」
、

「
ア

レ
テ
ー
」
、

「
富
」

が
取

り
上

げ

ら
れ

る
。
批

判
検

討

の
方
法

は

お
よ

そ
次

の
よ

う
だ

と
言

え
る
。

ア

リ

ス
ト
テ

レ
ス
は
、

意

図
的

に
と
思

わ
れ

る
が
、

こ

こ
で
は

「
エ
ウ

・
ゼ

ー

ン
」

に
も

「
エ
ウ

・
プ

ラ

ッ
テ
イ

ン
」

に
も

一
度

も
言
及

し

な

い
。

し

か
し
、

明

ら
か

に

検

討

の
根
底

に

一
貫

し
て

い
る

の
は

「
ビ
オ

ス
」
の
概

念

で
あ

る
。
注

意

し

て
お
く

べ
き

は
、

「
ビ

オ

ス
」
と
は
、

そ

こ

に
お

い
て
そ

の
ひ

と
が

明

(
18
)

ら

か
に
な

る
よ
う

な
、

あ

る

一
つ
の
生

き
方

と

し

て
の
全
体

的

な
生

で
あ

る
、

と

い
う

こ
と

で
あ

る

。

こ

の

「
ビ

オ

ス
」

が
、

七
章

「
エ
ル
ゴ

ン



議
論

」
の
第

二
段
階

に
お
け

る

「
活
動

の
生

」
の
概

念

と
通
底

し
て

い
る

こ
と

は
、

ま
ず
間

違

い
な

い
と

こ
ろ

だ
と
思

わ

れ
る
。

「
快

楽
」

や

「
名

誉
」
等

は
、
先
ず

、

そ

れ
ぞ
れ

の

タ
イ
プ

の

「
ビ
オ

ス

の
目
的

」
で
あ

る
と

さ
れ

る
。

「
ビ
オ

ス

の
目

的
」

と
は
、

こ

の
場

舎
、

各
自

が
自

ら

の

ひ

と
を
あ

ら
わ

に
す

べ
く
、

す

べ
て

の
行
為

を

そ
れ

に
向

け

て
調

整

し

て

い
る
、
自

ら

の
善

き
生

の
具

体
的

指
標

の
こ

と
で
あ

る

と
理
解

さ
れ

る
。

そ
し

て
、

そ

れ
ぞ

れ

の

「
ビ
オ

ス

の
目

的
」
に
対

し

て
、

あ

え

て
整

理

す

る
と
す

れ
ば

、

四

つ
の
ポ

イ

ン
ト
か

ら
批
判

が
加

え

ら
れ

る
。

〔
1
〕
そ

れ
ぞ
れ

の
ビ

オ

ス
の
あ

り
よ
う

、
あ

る

い
は
、

あ

り
う

る
可
能

性
、

〔
2
〕

「
い
ま
求

め
ら

れ
て

い
る

(
最
高

)
善

」
、

〔
3
)

「
エ
ウ
ダ

イ

モ
二

ア
」
、

〔
4
〕

目
的
手

段
連

関
、

の
四

つ
で
あ

る
。

こ

の
う
ち
、

〔
1
〕

と

〔
3
〕

の
、

ま
た
、

〔
2
〕

と

〔
4
〕

の
繋

が

り

が
密

で
あ

る
よ
う

に
見

え

る
。

〔
1

〕
「
享
楽

的

な
生

」

お
よ
び

「金

儲

け

の
生

」

に
対

し

て
、

そ
れ

ぞ

れ
、

「家

畜

的
」
、
「
強

制

的
」
。
「
ア

レ
テ

ー

の
生
」

に
対

し

て

「
不
活

動

、
不

運

の
可
能
性
」
。

〔2

〕
「
名

誉
」
に
対

し

て
、

「
(名

誉

は

そ
れ

を
受

け
る

ひ
と

よ
り

は
与

え
る

ひ
と

に
依
存

す

る

の
で
)
求

め

ら
れ

て

い
る

善

と

し
て

は
あ

ま
り

に
表

面
的

で
あ
る
、

と

い
う

の
も

、
善

は

ひ
と

に
固

有

な
も

の
、

ひ

と
か

ら
取

り
去

り
難

い
も

の
だ

か
ら
」
。

「
富

」

に
対

し

て

「
明

ら

か

に
求

め

ら
れ

て

い
る
善

で
は
な

い
」
。

〔
3
〕
「
(名

誉

を
求

め

て

い
る

ひ
と
び

と
は
、

賢
慮

あ

る

ひ
と
び

と

に
よ

っ
て
、
知

人
達

の
間

で
、
自

分

の
ア

レ
テ

ー

の
ゆ
え

に
、

名
誉

を
う

け

る

こ
と

で
あ

る
か

ら
し

て
、
政

治
的

生

の
目

的

は

む
し

ろ
ア

レ
テ

ー
で
あ

る
。

し

か
し

そ

の
)

ア

レ
テ
ー

」
に
対

し
て
、

「
(不

活
動

、
不

運

の
生

と
も

な
れ
ば

)
誰

も

エ
ウ
ダ

イ

モ

ニ
ア
と
は

み
な

さ
な

い
」
。

〔
4
〕
「
富

」
に
対

し

て
、

「
(
こ
れ

が
求

め
ら

れ
て

い
る
善

で

は
な

い
わ
け

は
、
富

は
)
有

用

な
も

の
、
す

な

わ
ち
、
他

の
も

の

の
た
め

に
選
ば

れ

る
か

ら
」
。

「
ア

レ
テ
ー
」

に
対

し

て

「
目
的

と
し

て
は

ま
だ
終
極

的

で

は
な

い
」
。

「富

」
に
対

し

て
、
「
こ
れ

よ
り

は
快

楽

や
名

誉

の
ほ

う
が
行

為

の
目
的

で
あ
る
、

な

ぜ
な

ら
そ

れ

ら

は
そ
れ
自

体

の
ゆ

え

に
愛

好

さ
れ

る
か

ら
」
。

表

面
的

に

は
、

こ
れ

ら
四

つ
の
ポ

イ

ン
ト

か
ら

の
批

判

は
、

ど
れ

も

み
な
、

そ
れ

ぞ
れ

の
タ

イ
プ

の
生
、

あ
る

い
は
そ

の

「
ビ
オ

ス

の
目

的

」

に
対

し

て
、

す

な
わ

ち
、

そ
れ

ぞ
れ

の
よ

き
生

の
具

体

的
指

標

そ

の
も

の
に
対

し

て
向

け

ら
れ

て

い
る
よ

う

に
見

え

る
。

し

か
し
、

「名

誉
」
を
自

ら

の

「
ビ

オ
ス

の
目
的

」
と

し
て

い
る

ひ
と
び

と
は

、

か
れ

ら
の
考

え
方

か

ら
す

れ
ば

、
実

は
む

し
ろ
、

「
ア

レ
テ

i
」
を

こ
そ
目

的

と
す

べ
き

で

は

な

い
か
、

と

い

っ
た
検
討

か

ら
明

ら
か

な
よ

う

に
、

ア

リ

ス
ト
テ

レ
ス
の
批
判

の
目

は

、
実

際

に
は
、

そ
れ

ぞ
れ

の

タ
イ
プ

の
生

を
送

る

ひ
と



び

と
が

い
か
な

る
考

え

に
基

づ

い
て
そ

の
指
標

を
立

て

て

い
る

の
か
、
そ

の
指

標

を
立

て

て

い
る
か
れ

ら

の
規

準
、

つ
ま

り
、
か

れ
ら

の
「
エ
ウ
.

プ

ラ

ッ
テ
イ

ン
」

や

「
エ
ウ

・
ゼ

ー

ン
」

の
概
念

把

握

の
方

に
向

け
ら

れ
て

い
る

こ
と

が
分

か
る
。

つ
ま
り
、

か

れ
ら

の
概
念

把
握

の
実

態

が

い

か
に

い

い
か
げ

ん

な
も

の
で
あ

る

か
、

の
批
判
検

討

で
あ

る
。

と

い
う

こ
と

は
、
上

の
四

つ
の
ポ

イ

ン
ト
は
、

「
エ
ウ

・ゼ

!

ン
」
概

念

の
し

か

る

べ
き
分
析

あ

る

い
は
構

成

の
た
め

の
キ

ー
で

あ
る

こ
と

に
な

ろ
う
。

こ
の
う

ち
、

〔
1
〕
と

〔3

〕
は
、

そ

こ

に
お

い
て
そ

の
ひ

と
が
明

ら

か
に
な

る
全

体

と
し

て

の
生

(ビ

オ
ス
)

の

レ
ベ

ル
で
、

〔
2
〕
と

〔
4
〕
は
、

そ

の
よ
う

な
ビ

オ

ス

の
い
わ
ば
部

分

と
な

る
諸
行

為

の
目
的

論
的

レ

ベ
ル

で
、

と
大

ま

か

に
は
区
分

で

き
そ

う
で

あ
る
。

し

か
し
、

五
章

の
段

階

で
は

、

こ
れ
以

上
確
定

的

な
言

い
方

は
危
険

で
あ

る
。
諸
説

の
批
判
検

討

に
際

し
て
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

に
お

い
て
重
要

で
あ

っ
た

の
は
、

批
判

の
目

を

ど

こ
に
向

け

る

か
で
あ

っ
た
と
思

わ

れ
る
。

五
章

を

こ

の
よ

う

に
読

む

こ

と
が
許

さ
れ

る

と
す

る
と
、

そ

の
冒
頭

の
　
　

も
、

四
章

の

「
善

き
も

の
ど

も

の
う

ち
で
最
高

の
も

の
」
の
理

解

も
あ

る
程
度

可
能

に
な

る
。
す

な
わ

ち
、
ひ
と
び

と
は
、
そ
れ

ぞ
れ

の
ビ

オ

ス
の
具
体

的
指

標

と
し

て
、
「快

楽

」

そ

の
他

を
挙
げ

る
が
、

そ
れ

ら

は
、

「
最

高
善

」

や

「
エ
ウ
ダ

イ

モ

ニ
ア
」

の
、

「
エ
ウ

・
ゼ

ー

ン
」

や

「
エ
ウ

・
プ

ラ

ッ
テ
イ

ン
」

の
、

し

か
る

べ
き
概

念
分
析

に
基
づ

い
て
立

て
ら

れ
る

べ
き
性

格

の
も

の

で
あ

る

は
ず

だ
、

と

い
う
ア

リ

ス
ト

テ

レ
ス
の
重
要

な

コ
メ

ン
ト
を
担

わ
さ

れ

て

い

る

と
考

え

る

べ
き
で
あ

ろ
う

。
換

言
す

れ
ば

、

「快

楽

」
そ

の
他
、

「手

で
掴

め
目

に
見

え
る
」
も

の
ど
も

と
、

「最

高
善

」
や

「
エ
ウ
ダ

イ

モ

ニ
ア
」

や

「
エ
ウ

・
ゼ

ー

ン
」

と

は
、
論

理
的

に
全

く

レ
ベ

ル
を

こ

と
に
す

る
も

の
だ
、

と

い
う
重

要

注
意

で
あ

る
。

こ
の

こ
と
は
、

ア

リ

ス
ト
テ

レ
ス

自

身

の
W

A
デ

ィ
ア

レ
ク

テ

ィ
ー
ク
展

開

に

と

っ
て
不
可
欠

の
部

分

な

の
で
あ

る
。

と

い
う

の
も
、

W

A
1

の
、
行

為

の
内

的

、
超
越

的
根

拠

と

し

て

の

「最

高
善

」

と

の
関

連

に

お

い
て
、

四
、

五
章

の
デ

ィ
ア

レ
ク

テ

ィ
ー
ク

は
、

そ

の

「
最
高
善

」

と

い
う
概
念

の
把
握

の
仕
方

あ

る

い
は

方
向

を
示
唆

す

る

か
ら

で
あ
る
。

す

な
わ

ち
、

そ

こ

に
お

い
て
ひ

と
が
明

ら

か

に
な
る
全

体

と
し

て

の
生

(
ビ
オ

ス
)

と
、

そ

の
生

を
構

成

す
る

行
為

の
目
的

論
的

構
造

と

い
う
方

向

に

お

い
て
で
あ

る
。

し
か

し
な

が
ら
、

わ

れ
わ
れ

は
ま

だ
依

然

と
し

て
、

「最

高
善

」

川

「
エ
ウ
ダ

イ

モ

ニ
ア
」

と

い
う
等
式

を
解

い
て

は

い
な

い
。

「
最
高

善

」
が

、

そ

の
行
為

の

「
善

さ
」
が
そ

こ
で
問

題

に
な

る
人
間

存
在

の
観

点

か
ら

の
、

そ
し

て
、

「
エ
ウ
ダ

イ

モ

ニ
ア
」
が
、

ひ

と
が
明

ら

か
に
な

る
全
体

と



し

て
の
生

と

い
う
観
点

か

ら

の
、

二

つ
の
微

妙

に
異

な

る

べ
き
、

あ

る

い
は

し
か
し

、

ま
た
微

妙

に
重

な
る

べ
き
観
点

か
ら

ア
プ

ロ
ー

チ
さ

れ
る

概

念

で
あ

る
、

と

い
う

こ
と
だ

け
は
確

認

で

き
た

と
は
言

え

て

も
で

あ

る
。
「
エ

ル
ゴ

ン
議

論

」

へ
と
収

敏

す

る
、

さ

ら
な

る

W
A

デ

ィ
ア

レ
ク

テ

ィ
ー

ク
の
検
討

が
待

た

れ
る
。

註

(1
)

以
下
、
『
二
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』

の
節
番

号

は

0
.C
.T
.
に
従

う
。
翻

訳

は
基
本

的

に
加
藤

訳

(岩
波

版

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
全
集

13
）

に
従

う
。

(
2
)
　

の
訳
語

と
し

て

「幸
福
」
と

い
う
日
本
語
は
用

い
な

い
。
加
藤
氏

の
訳
者
註

3
6
4
頁
、
　

　一
参
照
Q

な
お
、
英
語

の
　

と
訳

す
こ
と
に
ま
つ
わ
る
そ
れ
な
り
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
　

　

　
　

等

を
参

照

。

(3

)

「
帰
結

〈
　

、

「前

提

(
　
）
」

と

い
う

こ
と
ば

は
、

一
巻

八
章
　

で

用

い
ら
れ

て

い
る
。

(4

)

プ

ラ

ト

ン

『国

家
』

第

一
巻
　

(5

)
　

　(6

)
　

論

文
等

参

照

。

(7

)

四
章

で

W

ε

は

一
度

問

わ
れ

る

が
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
自
身

の
問

い

で
は

な

い
。

ま

た
、

七

章

で

は

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
自

身

の

「最

高

善
」

の
規

定

の
後

で
、

「
エ
ウ
ダ

イ

モ

ニ
ア

と
は

こ
う

い
う

も

の

だ

と
思

わ

れ

る
」

(五

、

七
節

)

と
し

て
導

入

さ

れ

る
。

さ

ら

に
、

七
章

「
エ

ル
ゴ

ン
議
論

」

の
冒

頭

で

も
、

W

A

と
W

E

と

が
同

じ

か

の

よ
う

に
扱

わ

れ

て

い
る

が
、

ア
リ

ス

ト

テ

レ
ス
の

問

い
は
W

A

で
あ

る
。

そ

し

て
、

八

章

以
降

で
は

、

し
ば

し



ば
、
「
エ
ル
ゴ

ン
議
論
」
の
最
終
規
定

の
こ
と
を
、
「
わ
れ
わ
れ
の

(W
E
の
)
定
義
」

と
呼
ん
で
い
る
。
「
エ
ウ
ダ
イ

モ
エ
ァ
」
の
扱

い
は
と
に
か
く
微

妙
で
あ
る
。

(8
)

前
者
の
理
解
は
前
掲
　

(
　

)
の
論
点
、
後
者
は
　

　
の
論
点
。

(9
)

小
論
で
は
四
、
五
章
迄
し
か
扱
う
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
W
A
3
(
七
章

一
節
)
で
は
複
数
の
究
極
目
的
の
可
能
性
が
語

ら
れ
て
、
既
述

の
　

　
か
、
　

か
、

の
問
題

が
あ
か
ら
さ
ま
に
生
じ
る
。
W
A
4

(
二
～
八
節

)
で
は
、
目
的
手
段
連
関

の
三

つ
の
位
階
秩
序
が

「
終
極

性

(
　

)
の
概
念

に
よ

っ
て
区
別
さ
れ
、
次

い
で
、
「自
足
性

(
　
）
」

と

い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
W
A
5
は
、
小
論

の
始
め

に

見

た

「
エ
ル
ゴ
ン
議
論
」

を
導
く
も
の
で
あ
る
。
W
A
4
の
目
的
手
段

の
位
階
秩
序

に
つ
い
て
は
、
拙
稿

『行
為
と
目
的
｜

ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
行

為
論

に
関
す
る

一
考
察
｜

』

(
『テ
オ
リ
ア
』
第

二
十

二
号
)
の
前
半
部
を
参
照
。
な
お
、
小
論
は

こ
の

『
テ
オ
リ
ア
』
論
文

に
お
け
る

『
ニ
コ
マ
コ

ス
』

.
巻
一
章

理
解

の
再
考

で
も
あ
る
。

(
10
)

加
藤
信
朗
　

(そ
の

一
)
ー

ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
に
お
け
る
超
越
価
値

の
諸
相
｜
』

(都
立
大
学

『人
文
学
報
』
N
0
・

　
)、
　

。
同

じ

く

、
加

藤

信

朗
『

ニ

コ

マ

コ
ス

倫

理

学

』

の
冒

頭

箇

所

(
　

)

の
解

釈

を

め

ぐ

っ
て
』

(西

洋

古

典

学
研

究

　.頁
。

(11
）

同
上

、

『人

文

学
報

』

論

文

。
　

頁

、

註

15
、

お
よ

び

、

『西

洋

古

典
学

研

究

』

論
文
2
0
-
1
頁

。

(12

)

も

し
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
真
意

が

こ

の
点

に

あ

っ
た

と

す

れ
ば

、

つ
ま

り
、

広

い
意

味

で

「
行
為

に

よ

っ
て

も

た

ら
さ

れ

る

も

の
」

と

し

て

の
、

テ

ロ
ス
導

入

が
二

節

の
意

図

で
あ

っ
た

と
す

れ
ば

、

こ

こ
で

こ
そ
、
　

と

な

る

べ
き

で

あ

っ
た

ろ

う

と
思

わ

れ

る
。

(13

)
『

形

而
上

学

』

第

九
巻

六
章
　

八

章
　

、

『
ニ

コ

マ
コ
ス

倫
理

学
』

第

二
巻

四

章
三

節

、

参

照

。

な

お
、

エ
ネ

ル
ゲ

イ

ア

と

キ
ネ
ー

シ

ス

の
区

別

に

つ

い
て

は
、

前

掲

拙

稿

『
テ
オ

リ

ア
』

二
十

二

号

の

48
頁

以

下
、

お
よ

び
、

同

じ
く
拙

稿

『
ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス

に
お

け
る

快

楽

と
活

動

の
関

わ

り

に

つ
い

て

(上
）
』

(
『
テ
オ

リ

ア
』

第

二
十

四
号

)

を
参

照
。

(
14
)

エ
ネ

ル
ゲ

イ

ア
、

キ
ネ
ー

シ

ス

の
区
別

と
、

行

為

の
形

相

規

定
、

行

為

の
同
定

の
問

題

に

つ

い
て
は

、
前

掲

拙

稿

『
テ

オ
リ

ア

』

二
十
四

号

、

68
頁

以

下
、

お
よ

び
、

拙

稿

『
行
為

推

論

の
必
然

』

(
『行

為

の
構

造

』
勁

草

書

房

、

所
収

)
、
　

頁

を
参

照

。

(
15
)
　

18
頁

以

下

参

照
。



(
16
)
　

前
掲
　

戸

　
等
参
照
。

(
17
)
　

頁
以

下
、
お
よ
び
、
前
掲
　

以
下
参
照
。

(
18
)

前
掲
　

頁
参
照
。

(昭

和

四
十

二
年
本

学
大

学

院
博

士
課

程
中

退

・
本
学
教

養

部
教

授
)


