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ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
の
徳
概
念

に

つ
い
て

ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の

『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
A
巻
第
十
三
章
を
中

心
に
し
て

こ

の
小
論

の
意

図

は
、

西
欧

の
倫

理
学

の
始

ま

り
を
形

づ
く

る
、

ソ
ク
ラ

テ

ス
、

プ

ラ
ト

ン
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
三
者

の
哲
学

の
な

か
で
、

こ
れ

ら

三
者

が
倫

理
的

と

い
わ

れ
る
事

柄

の
ど

こ
に
目

を
向

け

て
、

そ

し
て

そ

の
事

柄

の

「
ど

の
よ
う

に
あ

る

か
」
、

「何

で
あ

る
か
」

に

つ

い
て

ど

の
よ
う

な
学
問

的

な
探
究

を
行

っ
た

の
か
、
を

明

ら
か

に
す

る
着

手

の
考

察

と
し

て
、

ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
の

『
ニ
コ

マ
コ
ス
倫
理

学
』

(以

下
　

Z
.と
略

記

す

る
)
の
徳

(
ア

レ
テ
ー

)
論

の
な

か

の
実

質
的

な
端

初

に
位

置
す

る

と
見
倣

さ

れ
る
第

一
巻

第
十

三
章
　
の

徳

概

　こ

念

の
意

味

を
論
定

す

る

こ
と

で
あ

る
。

時
間

的

順
序

か

ら
す

れ
ば
、
或

い
は

(倫
理

学

と

い
う

事
柄

の
本

性

に
か

か
わ

る
)
成

り
立

ち

か
ら

し

て

も
、

ソ

ク
ラ
テ

ス

か
ら
始

め
る

べ
き

か
も

し
れ

な

い
が
、

わ
れ

わ
れ

に
と

っ
て

の
分

か

り
や
す

さ

と

い
う
点

か
ら

す
れ
ば

、

ひ
と
び

と

の
、
或

い

は
賢
者

の
是

と

す
る
常

識

(
エ
ン
ド

ク
サ

)

に
絶

え
ず

接

し

て
倫

理
学

の
場
所

を
拓

き
、

そ

の
よ
う

に
し
て

「
ひ

と
が
善

い
ひ
と

に
な

る
」

の

に

有

益

で
あ

ろ
う

と
す

る
ア

リ

ス
ト
テ

レ
ス
の
倫

理
学

か
ら
始

め

る

ほ
う
が

よ

い
と
思

わ
れ

る

か
ら

で
あ

る
。

(

こ
れ

に
対

し

て
、
ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
倫

理
学

が

ソ

ク
ラ

テ
ス

の
主
知
主

義

や
プ

ラ

ト

ン
の
イ
デ

ア
論

の
批
判

の
う

え

に
成

り
立

っ
て

い

る
以
上

、

こ

こ
に
定

位

し

て
三
者

の
倫

理
学

の
展

開

を
見

る

べ
き
だ
、

と

い
う

ひ
と

が

い
る

か
も
し

れ
な

い
。

一
応

そ
れ

は
正
論

か
も

し
れ
な

い
。

し
か

し
、

ソ
ク

ラ
テ

ス
ー
プ

ラ
ト

ン
の
学
問

的
探

究

の
実
態

が
真

実

の
と

こ
ろ

ど

の
よ
う

に
あ

る

の
か
、

と

い
う

こ
と

の
正
確

な
理
解

が

な
け

れ

甲

斐

博

見



ば
、

そ

う
し

た
試

み
は
あ

ま

り
実

り
が
あ

る

と
は
言

え
な

い
で
あ

ろ
う
。

そ

し

て
、
そ

の
試
金

石

は
、

『
弁
明
』

篇

と

『
ク
リ

ト

ン
』
篇

を

ど
う
読

む
か
、

と

り
わ
け
徳

論

が
問
題

に
な

る
今

の
場
合
、

こ
れ

ら

の
対
話

篇

で

の
言
葉

(
ロ
ゴ

ス
)

の
問
題

を

ど
う
考

え

た
ら

い
い
か
、

と

い
う

こ
と

に
あ

る
よ
う

に
思

わ
れ
る
。
一
例

を
挙
げ

よ

う
。

『
弁
明
』

の
な

か
で
、

ソ

ク
ラ
テ
ス

は
、

魂

あ

る

い
は
徳

の
配
慮
と

い
う

こ
と

で
、
「徳

そ

の

他

の
こ
と

に

つ
い
て
日
毎

に
議

論

す

る

(問

答
す

る
)

こ
と
が
人

間

に
と

っ
て
最

大

の
善

で
あ

る
。
吟

味

さ
れ

な

い
生

は
生

き

る

に
値

し
な

い
の

だ
」

(
　

)

と
言

う

が
、

こ
の

言
葉

が

わ
れ

わ
れ

に
よ

く
理
解

で
き
る

で
あ

ろ
う

か
。

因

に
、

ソ
ク

ラ
テ

ス
自

身

は
こ

の
言

葉

に
続
け

て
、

「
し

か
し
、

わ

た
し

が

こ
う

言

う

の
を
聞

い
て
も
、
諸

君

は
な

お
さ

ら
信

じ
ら

れ
な

い
で
あ

ろ
う
、

だ
が

し

か
し
、

そ

の

こ
と
は

ま
さ

に
わ

た
し

の
言

う
と

お
り

に
あ

る

の
だ
、
諸

君
。

た

だ
、
諸

君

を
信

じ

さ
せ
る

の
が
容

易

で
な

い
の
だ
〕

(
　

)

と
言

っ
て

い
る

の
で
あ

る
。

ひ
と

は
、

こ
の
ソ

ク
ラ

テ
ス

の
言

葉

に
抗

し

て
な

お
、

「
い
や
自

分

は
そ

の

こ
と
を

よ
く

理
解

で

き
る
」

と
言

い
う

る

で
あ

ろ
う

か
。

「言

葉

で

は
な
く

事
実

(
　

)

〔実

際

に
行

っ
た

こ
と
）
」
(
　

)

を
尊

重
す

る
普

通

の
生
活

者

に
は

理
解

で
き

な

い
の

で
は
な

い
か
。

さ

て
、
事

情

が

こ

の
よ
う

で
あ

れ
ば
、

ソ

ク
ラ

テ

ス
ー

プ

ラ
ト

ン
の
哲

学

(倫

理
学
)

か
ら
考
察

を
始

め
る

の
は
必
ず

し
も
得
策

と
は
言

え

な

い
で
あ

ろ
う
。

こ
れ

に
対

し

て
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
倫

理
学

の
方

は
、

さ

き

に

「
ひ
と
が
善

い
ひ

と
に
な

る
」

の
に
有

益

で
あ

る

と
言

っ
た

が
、

じ

つ
は
正
確

に
書

え
ば

「美

し

い
習
慣

に
よ

っ
て
躾

け

ら
れ
、

経
験

を
積

み
、

教
養

を

そ
な

え
た

ひ
と

が
善

い
ひ
と

に
な
る
」

の
に
有
益

な

の

で
あ

る
。

つ
ま
り
、

ま

っ
と
う

に
成

熟

し
た

ひ

と
で
あ

れ
ば

、
有
意

義

に
理
解

で
き

る
筋

の
も

の
な

の
で
あ

る

(
　

)
。

と

い
う

の
は
、

そ
こ

で

は
、

ソ

ク
ラ
テ

ス

の
言

う

よ
う

な
言
葉

(
ロ
ゴ

ス
)

の
問
題

で
は
な

く

て
、

誰

も
が
普

通

そ
う

す
る

こ
と

に
よ

っ
て
よ

い
習
慣

・
よ

い
人

柄

を
形

づ
く

っ
て
き
た
行

為

(プ

ラ
ー

ク

シ
ス
)

の
問
題

が
重

視

さ
れ

る

か
ら

で
あ

る
。

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
倫

理
学

は

そ
う

し
た
行
為

の
な

か
で
培

わ

れ

て
き

た
人
柄

に
備

わ

る
理
解
力

に
よ

っ
て
理
解

可

能

な
よ
う

に
順
次

展

開

さ
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。
)

以

下

の
考

察

は
、

ア
リ

ス

ト
テ

レ
ス

が

「
人

間

の
徳
」
、

さ

ら

に
は

「魂

の
徳

」

と
呼

ぶ
　
E
・
Nの
第

一
巻

第
十

三
章

の
徳

概

念

に
照

準

を
合

わ

せ
、

そ

れ
が

「
ど

の
よ
う

に
あ

る

か
」
、

「
何

で
あ

る

か
」
を
論

じ

る

こ
と

に
な
る

が
、

そ

の
前

に

こ
の
箇

所

の
徳
概

念

が
第

一
巻

で
提
出

さ
れ

る

に
至

っ
た
経
緯

か

ら
問
題

に
し
て

い
き

た

い
。
考

察

の
順
序

は
、

一
、
E
・
N
の
思
考

の
枠

組

み
を
定

め
る
第

一
巻

の
論

の
布

石
、

二
、
同

巻
第

四



章

の
倫
理
学

の
端

初

の
問
題

、

三
、
同

巻
第

七
章

の
徳

概
念

の
導
入

、

四
、
同

巻
第

十

三
章

の

「
人
柄

と
し

て

の
徳

(
　
）
」

に

つ

い
て

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

一
、

第
一

巻

の

論

の

布

石

E
・
N

第

一
巻

は
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
倫

理
学

の
固

有

な
思
考

の
枠

組

み
を
形

づ

く
る

た
め

の
も

の

で
あ
る

と
言

え
よ

う
。

そ
し

て
、

そ

の

特
徴

は
E
N

の
冒

頭

の

一
文

の
立

言
、

お

よ
び
、

そ

れ

に
続

く
第

一
巻

の
諸

章

(第

一
、
第

二
、

第

四
、
第

七

の
各
章

)

か
ら
窺

わ

れ
る

よ
う

に
、

目
的

論
的

で
あ

る

と

い
う

と

こ
ろ

に
あ

る
と
言

え

よ
う
。

す

な
わ

ち
、
(
1
)
善

の
問
題

を

「
人
間

の
善

」

の
問

題

と
し

て
限
局

す
る

と
同

時

に
、

そ

の

「
人
間

の
善
」

を

「
(人
間

の
)
行
為

に
よ

っ
て
実

現

さ
れ
う

る
善

(
 

 )

で
あ

る

と
捉

え
、

そ
し

て
そ

の
上

で
、
②

「
人
間

の
善

」

(目

的
)

の
た
め

に
行
為

が
行

わ

れ
る

と

い
う

目
的
論

的

場
面

が
設

定

さ
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

な
お
付

言

す
れ
ば

、

こ

の

こ
と
は
、

人
間

の
行
為

な

し

に
は

「
人
間

の
善

」

は
実

現

し
な

い
と

い
う
点

で
、

こ

の
目

的
論

的
場

面

を
拓
く

端
初

と

な
る
行

為

が
重
要

な

問
題

に
な

っ
て
く

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

し
か

し

こ
れ

に
加

え

て
、

さ
ら

に
重
要

な

こ

と
は
、
③

こ
の

「
目
的

(
テ

ロ
ス
）
」
と

い
う
概

念

が
た

ん

に
意

図

的

に
設
定

さ

れ
た
行
為

の
目
的

で

は
な

く
て
、

存
在

論
的

な
意

味
を

も

つ
と

い

う

こ
と

で
あ

る
。

す
な

わ
ち
、

「
目

的
」

と

は

「
行

為

さ
れ

る
事
柄

(
　
）
」

と

(
＝
行
為

す

る
人
間

の
行

為

に
よ

っ
て
実

現

さ

れ
う

る
事

柄

)

の

(行
為

に
よ
る

)
生
成

・
変

化

が
そ

こ

で
終

わ
り

に
達

す
る

「
終

極

(
テ

ロ
ス
）
」
で
あ

り
、
そ

の
行

為

さ
れ

る
事
柄

の
存

在

が
現
実

と

な
る

と

こ
ろ
な

の

で
あ
る
。

逆

に
言

え
ば
、

こ
の

こ
と

は

(行

為

す
る
人

間

の

か
か
わ

る
)
存

在

が
目
的

論
的

に
捉

え
ら
れ

て

い
る
と

も
言

え
よ

う
。

こ

の
（
１
）
｜③

の
場
面

設
定

の
も

と

で
、

ま

ず
第

四
章

で

は
、

ひ
と
び

と

の

一
致

し

た
意
見

を
容

認

す
る

と

い
う
仕
方

で
、

「
人

間

の
善
」

(行
為

さ

れ

う
る
最
高

の
善

)

が
幸
福

(
エ
ウ
ダ

イ

モ

ニ
ア

ー
)

で
あ

る
と
規

定

さ
れ

る
。

し

か
し
、

こ

の
規

定

は

「
名

称
上

」

の
規
定

で

し

か
な

い
の

で
、

こ

こ
で
は

じ
め

て

「
幸
福

と
は
何

か
」

の
問

い
が
提
出

さ

れ
る

こ
と

に
な

る
わ

け
で
あ

る
。

つ
ぎ

に
、

第

七
章

で
は
、

ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
自

身

の



厳
密

な
目

的
論

的
な

思
考

の
展

開

に
よ

っ
て
、

あ

ら
た

め
て

「
人
間

の
善

」

(最

高
善

)
が
幸
福

以

外

に
な

い

こ
と
が
確

証

さ
れ
、

さ

ら

に
そ
れ

は

「自

足

(
　

)
」
と

い
う
観
点

か

ら

の
議

論

に
よ

っ
て
補

強

さ
れ

て
、

か
く

し

て
、

「幸

福

と
は
何

か
」
の
問

い
が
倫
理

学

の
実
践

的

な
中

心

課
題

で
あ
る

こ

と
が
確
定

さ

れ
る

こ
と

に
な

る

(第

一
節

1
第

八
節

)
。

そ

れ
と

と
も

に

つ
ぎ

に
、

そ

の
幸
福

論

の
探
究

の
方

途

と
し

て
、
行

為

す

る
人
間

の
存
在

様
態

を

「
人
間

の
善

」

(
行
為

す

る
人
間

と

し
て
存
在

す

る

か
ぎ

り

の
善

さ
)
に
関

し

て
論

究

す

る
、

つ
ま

り
、
徳
論

と
し

て

の
〈
人

間

存
在
論

〉

が
展
開

さ

れ

る

こ
と
に
な

る

の
で
あ

る

(第

九

節
ー

第
十

六
節

)
。

(註
、

「
人

間

の
善

(
　

)
」

と

い
う
概
念

が
、

一
方

で

「
人
間

に
と

っ
て

の
善

」

ー
幸
福

、
他

方

で

「
人
間

と

し
て

の
善

さ
」
＝

徳

の

二
義

性

を
も

た
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

し

て
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
が
幸
福

論

(探
究

の
目
的

)

と
徳

論

(探
究

の
方

法

)

の
不

可

分

な
結
び

付

き
を
意

識

し
て

い
る

こ
と

は
明

ら

か
で
あ

ろ
う
。

惟

う

に
、

こ
の

こ
と
が

「
わ
れ
わ

れ

が
善

い
ひ

と

に
な

る

た
め

に
考

察

し

て

い

る

の
だ
」

と

い
う
E
・
N

の
論

考

の
実

践
的

ー
理
論

的

場

を
根

本

的

に
画
定

し

て

い
る

の
で
あ

る
。
)

以
上

、
E
・
N
.
第

一
巻
第

七
章

ま

で

の

「
ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
倫
理

学
」

の
布

石

の
箇
所

の

一
つ
の
展
開

の
筋

を
概

観

し

て
み
た

の
は
、

当

然

の

こ
と
な
が

ら
、

そ

の
倫

理
学

の
対

象

と
方
法

が
ア

リ

ス
ト
テ

レ

ス
自

身

に
よ

る

「
倫

理
的

な
事

象

(
　

)
」
の
学

問
論
的

把
握

の
視

点

か
ら
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

を
、

ひ
と

ま
ず
明

ら

か

に
し
た

か

っ
た

か
ら
で

あ
る
。

だ

が
、
実

を
言

え
ば

、

ア
リ

ス

ト
テ

レ
ス

の
E
・
N
・
は

こ
う

し

た
形
式

的
-

一
般

的

な
論
考

に
終

始

し
て

い
る

わ
け

で
は

け

っ
し

て
な

い
。

む
し
ろ
大

事

な

こ
と
は

、

こ
う
し

た
形
式

的

な
論
考

を
表

筋

と
す

れ
ば

、

こ

の
表

筋

と
そ

の

い
わ
ば
裏

筋

こ

こ
で
言

う
裏
筋

と
は
、

ア
リ

ス

ト
テ

レ
ス

が

「
横

道

に
逸

れ
た

が
」
な

ど
と
断

っ
て

い
る
箇

所

(第

一
巻

第

三
章
、
第

四
章
　

、
第

七
章
　

)
の

こ
と
で
あ

る

が

と

が
縒

り
合

わ
せ

ら
れ

る
と

こ
ろ

に

こ
そ
存

し
て

い
る

の

で
あ

る
。

こ

の
点

に
関

し

て
言

え
ば

、
表

筋

の
論
考

は
裏
筋

の
話

の
内
実

の
言
論

(
ロ
ゴ

ス
)

に
よ

る
方
法

的

な
探
究

で
あ

る

と
言

え
よ
う

。



二、

倫

理

学

の

端

初

の

問

題

そ
れ

で
は
、
裏

筋

の
話

と

は
何

か
。

そ
れ

は
ア

リ

ス
ト
テ

レ
ス
が

「
ニ
コ

マ
コ
ス
倫

理
学
」

の
聴

講
者

に
対

し

て

「倫

理
学

」

の
実
践

的

な
意

義

を
説
明

す

る
と

い
う
話

で
あ

る
。

裏
筋

の
話

の
話

題

は

い
く

つ
か

に
別

れ

る
が
、

そ

の
根

は

一
つ
で
あ
る

よ
う

に
思

わ
れ

る
。

す
な

わ
ち
、

そ

れ

は

「倫

理
的

事
象

」

の
端
初

(
ア

ル
ケ
ー
)

の
把

握

な

い
し
了
解

の
問
題

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

こ

の
点

に

つ

い
て
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
は
第

一
巻
第

四
章
　

の
な

か
で

お
よ

そ

つ
ぎ

の
よ
う

な
趣
旨

の
説

明

を
す

る
。

「
幸
福

と

は
何

か
」
の
論

究

を
始

め
た
ば

か
り

で
あ

る
が
、

ひ

と
び

と

の
意

見

(
ド
ク

サ
)
は
齟
齬

を
来

し
て

い
る
。

こ
う
し

た
意
見

の
錯

綜

し

た
状
態

に
お

い
て
、
大
事

な

こ
と
は

こ
れ

ら

の
意

見

を
検

討

す

る
前

に
、

む
し

ろ
論
究

の
端

初

を
ど

う
捉

え
る

か
、

ど

こ
に
置
く

か
、

と

い
う
方

法

の
問

題

に
あ

る
。
当

然

の

こ
と
、

「知

ら
れ
う

る
も

の
」

か

ら
論
述

を
始

め

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
が
、

こ

の
点

で
、

「
端
初

か
ら

の
論

」

と

「端

初

へ
の
論
」
と

の
区

別

を
重
視

し

た
プ

ラ
ト

ン
に
従

う

べ
き

で
あ

ろ
う
。

と

い
う

の
は

「
知

ら
れ
う

る

も

の
」
と
言

っ
て
も
、

「
わ
れ

わ

れ

に
と

っ

て
知

ら

れ
う
る

も

の
」

と

「
(
わ
れ

わ
れ

に
と

っ
て

と

い
う
)
限

定

ぬ
き

の
意
味

に
お

い
て
知

ら
れ

う
る

も

の
」

と
が
区
別

さ

れ

る
か
ら

で
あ

る
。

わ

れ
わ

れ
と
し

て

は
、

論
究

を

「
わ

れ
わ

れ

に
と

っ
て
知

ら
れ

う

る
も

の
」

か
ら
始

め

る

の
が
よ

い
で
あ

ろ
う

。
倫

理
学

の
、

一
般

に
政

治
術

の

端
初

と

な
る

「
わ
れ

わ
れ

に
と

っ
て
知

ら

れ
う

る
も

の
」
と

は
、
何

ら

か

の
意

見

や
知
識

で
は
な

く
、

「
美

し

い
行

為

や
正

し

い
行

為
」
に

か
か
わ

る

「
美

し

い
習
慣

に
よ

っ
て
躾

け

ら
れ

て

い
る
」
こ
と
、

つ
ま

り
、

そ
う

い
う

事
実

で
あ

る
。

「
事
実

(
　
）

が
端
初

で
あ
り
、

事
実

が
充

分

に
判

明

で
あ

り
さ

え
す

れ
ば
、

そ

れ
を
説

明

す
る

た
め

の
根
拠

(
　

)
を
あ

わ

せ
知

る

必
要

は
す

こ
し

も
な

い
し
、

こ
の

よ
う
な
点

で
よ
く

躾

け

ら
れ

て

い
る

も

の
は

(美

し

い
行
為

や

正
し

い
行
為

の
)
端
初

を

す

で
に
自
分

自
身

の
う

ち

に
所
有

し
て

い
る

か
、

ま

だ
所
有

し

て

い
な

い

に
し

て
も
、

こ
れ

を
容
易

に
獲

得

し
う

る
だ

ろ
う

か

ら
で
あ

る
」

(
　

)
。

所
述

と
引

用
を
長

く

し
た

の
は
、

こ
の
箇

所

が
、
先

に
言

及

し
た
学

問
論

的
論
考

の
箇
所

に
劣

ら
ず

、

「
ア
リ

ス

ト
テ

レ

ス
倫

理
学

」
の
特

徴

を



理
解

す

る
上

で
重

要

で
あ

る
と
見

倣

さ
れ

る

か
ら

で
あ
る
。

問
題

と
な

る
事

柄

を
挙

げ
れ

ば

、
①

倫

理
学

を
形
成

す

る

「事

実

(
　

)
」
と

「
そ

れ

を
説
明

す

る
た

め
の
根
拠

(
　

)
」

の
関
係

、
②

ア

リ

ス
ト
テ

レ
ス
の
論
考

の
地

平

と
聴
講

者

の
理
解

の
水

準

の
関
係

、
③

倫
理

的

な
事

実

に
即

し
た
幸

福
論

と
徳
論

の
関
係

の
三

つ
と

い
う

こ
と

に
な
ろ

う
。

①

「
事
実

(
　
）

」

と

「根

拠

(
　

)
」

の
関

係

に

つ

い
て

『
分
析

論
後

書
』
B
巻

は
、

わ
れ

わ
れ

は

ど
の
よ

う

に
し

て
学
問
的

知

識
を

獲
得

し
う

る

の
か
、

と

い
う
探
究

論

の
問

題

の
観

点

か

ら

の
学

問
論

的

論
考

で
あ

る

が
、
そ

こ
で
は
、

単
純

に
言

っ
て
、

「事

実

(
　

)
」

か
ら
出

発

し
て

「
根
拠

(
　
　

)
」

を
探

究

す
る

と

い
う

こ
と
が
探

究

の
基
本
構

造

で
あ
る

、

と
考

え
ら

れ
て

い
る
。

倫

理
学

の
論
究

も
学

問

と
し

て

こ
の
探
究

の
基

本
構

造

を
有

し

て

い
る

以
上
、

「
根

拠
」
に

つ

い

て
説

明
す

る

こ
と

(
　

)
が

そ

の
本

領

で
あ

る

こ
と

に
変

わ

り

は
な

い
。

し
か

し
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

に
と

っ
て
は
、
倫

理

学

は
他

の
諸

学

(理
論

学
)

と
は

一
線

を

画

さ
れ

る

の
で
あ

る
。

と

い
う

の
は
、
倫

理
学

の
目

的

は

「
認
識

(
　

)

で
は
な

く

て
、
実

践

(
　

)
」

(
　

)
だ

か

ら
で
あ

る
。

す
な

わ
ち

、
実
践

(例

え
ば

美

し

い
行

為

や
正

し

い
行

為

を
実
際

に
行
う

こ
と
)
が
目

的

で
あ

る
以
上

、

そ

の

行
為

の
端

初

を
す

で

に
所

有

し
て

い
る

な
ら
ば

、

そ
れ

だ
け

で
充
分

だ

か
ら

で
あ

る
。

ア
リ

ス

ト
テ

レ
ス
は
第

七
章

の
末

尾

で

「端

初

は
全
体

の

半

分
以

上

で
あ
り
、

尋

ね
ら

れ

て

い
る
問

題

の
多

く
は
端

初

に
よ

っ
て

一
目

瞭
然

に
な

る

と
考

え
ら

れ

る
」

(
　

)

と
言

う

が
、

し

か

し
、

こ

の
こ
と

は
理
論
学

に
お

い
て
も
成

り

立

つ
こ

と
で
あ

る
。

な
ぜ

な

ら
、

「根

拠

」
の
探

究

は

「
事

実
」
が
把
握

さ

れ

て
は

じ
め

て
、

そ

の

「事

実
」

の
根
拠

の
探

究

と
し

て
、

ま
た

そ

の

「
事
実

」
を
端
初

と
し

て
、

そ

の

「
事
実

」

に
即

し

て
行

わ

れ

る
か
ら

で
あ

る
。

し

か
し
逆

に
、

「事

実

」
の

方

は
ど
う

な

の
か
。

理
論
学

の
場
合

、

「
事
実

」
が

「
事
実

」
で
あ

る

と
厳
密

な
意
味

で
言

え
る

の
は

そ

の

「
根
拠

」
に
よ

っ
て
は
じ

め

て
根

拠

づ

け

ら
れ

た
と

き
で
あ

る
。
こ
れ

に
対

し

て
、
倫

理
学

の
場
合

は
、
「
事
実

が
充

分

判
明

で
あ

り

さ
え
す

れ
ば

、
そ
れ
を

説
明

す

る
た

め
の
根
拠

を

あ

わ

せ
知

る
必
要

は
す

こ

し
も
な

い
」

(
　

)
と

い
わ
れ

る

の
で
あ

る
。

こ

の
こ

と
は
何

を
意
味

す

る

の
か
。
考

え

ら
れ

る

こ
と
は
、

(行
為

の
当

事
者

に
)

「
事
実

」

が
判
明

で
あ
る
、

或

い
は
、

行
為

の
端

初

が
獲
得

さ
れ

て

い
る
な

ら
ば

、

も
う

そ

こ
に
は

「
根

拠
」

の
実
践

知

「
選

　ら
　

択

(プ

ロ
ア
イ

レ
シ

ス
)
」
の
成

立

と

い
う
形

を
取

ろ
う

も
含

ま
れ

て

い
る

は
ず

で
、

あ

ら
た

め

て
、

そ

の

「事

実

」
を
説

明

し
、
根

拠

づ
け



る
必
要

は
な

い
と

い
う

こ
と
で
あ

る
。

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
が

「
み
ず

か
ら
す

べ
て
を
悟

る

ひ
と
、

か
れ

こ
そ
は
最
善

の
ひ

と
」

(
　

)

と

い
う

ヘ
シ
オ
ド

ス

の
言

葉

を
引

用
し

て

い
る

の
は
、

こ
う
し

た
行
為

の
端

初

に

お

い
て
実

践
知

を
持

っ
た

ひ
と

こ
そ
倫

理
学

で
は

も

っ
と
も
高

く
評

価

さ
れ

る

べ
き

で
あ

る

と
考

え

て

い

る

か
ら

で
あ

ろ
う
。
倫
理

学

の
場
合

、
「事

実

」
な

い
し
行

為

の
端
初

の
形

成

の
方

に
関
心

の
全

比
重

が
懸

け

ら
れ

て

お
り
、
「
根
拠

」
の
説

明

(
　

　)

の
方

は
、

そ

れ
自
体

が
目

的

で
あ

る
と

い
う

よ
り

も
、

む
し

ろ
、

「事

実

」

の
形
成

に
か
か

わ
る

さ
ま
ざ

ま
な

営

み
、

例

え
ば

美

し

い

習
慣

や
実

際
生

活

の
様

々
な
経
験

や

万
事

に
渉

る
教

養

の
形
成

と
並

ん

で
、

そ

の
形
成

の
、
実

践
知

に
か
か

わ
る

一
角

を
形
成

す

る
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

す

な
わ

ち
、
倫

理
学

に
お

い
て
は
、

「
事
実

」

か

ら

「
根

拠
」

へ
の
探
究

と

い
う
構
造

は
理
論
学

と
同
種

で

は
な
く

、
敢

え

て
言

え
ば

、

実

践

に
直

か

に
か
か
わ

る

「事

実

」
の
探
究

と

い
う

一
事

だ
け

が
存

す
る

の
で

あ
り
、

「
根

拠
」

の
探

究

と

み
ら
れ

る
も

の
も

こ

の

「
事
実

」
の
探

究

に
貢

献
す

る

か
ぎ

り

で
、

そ

の
探

究

の

一
部

と
し

て
存

立

す
る

に
す
ぎ

な

い
の
で
あ

る
。

な

お

こ
の
箇

所

で
、

「
美

し

い
習

慣

に
よ

る
躾
」
の
必

要

性

が
と
く

に
強

調

さ
れ

て

い
る

の
は
、

「
事

実
」
の
形
成

に
は
そ

れ

だ
け

で
充

分

で
あ

る

か
ら

と

い
う

こ

と
で

は
な
く

て
、

む

し
ろ
そ

れ
な

し

に

は

「
根

拠
」
の
説
明

は
無

益

で
あ

る
、

つ
ま

り
倫
理

学

の
話

を
聴
講

す

る
資
格

は

な

い

こ
と
を
言

う
た

め

で
あ
ろ

う
。
逆

に
言

え
ば

、

「
ア

リ

ス
ト

テ

レ
ス
倫

理
学
」
は

こ
の
よ

う
な

す

で
に
美

し

い
習

慣

に
よ

く
躾

け

ら
れ

て

い
る
ひ

と
の
た

め

に
、

す

な
わ

ち
、

「
良

く
語

る

ひ
と

の
言

葉

に
聴

き

従
う

ひ
と
、

か
れ
も

ま
た
立

派

な
ひ

と

(
ヘ
シ
オ
ド

ス

の
言

葉
)
」

(
　

)

と
言

わ
れ

る
次

善

の

ひ
と

の
た
め

に
話

さ

れ

て

い
る

の

で
あ

る
。

②

ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
の
論
考

の
地

平

と
聴
講

者

の
理
解

の
水

準

の
関
係

に

つ
い
て

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
は
学
問

と

し

て
の
倫

理
学

の
高
度

な
話

を
聴

講
者

の
理
解

の
水
準

に
合

わ

せ

て
、

よ

り
平
易

な

か

た
ち

で
話

し

て

い
る

の
か
。

け

っ
し

て
そ
う

で
は

な

い
。

す

で

に
①

の
考

察

か

ら
明
ら

か
な

よ
う

に
、

ア
リ

ス

ト
テ

レ
ス

は

「
事
実

」

の
探
究

と

い
う
倫

理
学

の
問

題

の
本
性

に
も
と
づ

い
て
話

し

て

い
る
。

す
な

わ
ち
、

倫

理
学

の
対
象

と
な

る

「
事
実

」

(
念

の
た

め

に
言

え
ば

、

こ

の
箇

所

で

「
美

し

い
行
為

や
正

し

い
行

為

や

お
よ
そ

一
般

に
政

治
術

の
か

か
わ
る
事

柄

」

(
　

)
と
言

わ
れ

て

い
る
も

の
)
は
、
聴
講

者

に
と

っ
て
も

「
ひ

と
と
し

て
生

き
る
」
場

合

の
、

さ
ら

に
は
す

す

ん
で
善

い
ひ
と

と
し

て
生

き
よ
う

と

す
る
場

合

の
重
大

な
関

心
事

で
あ

り
、

そ

の
か
ぎ

り

で
ア

リ

ス
ト
テ

レ
ス
と
聴

講
者



と

は
問
題

を
完
全

に
共

有

し

て

い
る

の

で
あ

る
。

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
が

「
わ

れ
わ

れ
と

し

て
は

(
　

)
・
:

論
述

を
始

め

る

の
が
よ

い
で

あ

ろ
う
」

(
　

)
と
言

い
、

倫
理

学

の
論
考

を
共

同

の
探
究

の
か
た

ち

に
し

て

い
る

の
は

、

こ
の
事
情

を

示
し

て

い
る
。

し
た

が

っ
て
、

ア

リ

ス
ト

テ

レ
ス

に
と

っ
て
は
、
倫

理
学

の
論
考

が

こ
れ

ら

の
聴

講
者

の
行

為

と
理
解

に
適

い
、

そ

し

て
聴

講
者

を
益

さ

な

い
と
し

た
ら
、

い
く
ら

学
問

論
的

に
見
事

な
構

造

を
持

っ
て

い
て
も
、

そ

れ
は
失

敗

な

の
で
あ

る
。

こ

の
点

か
ら
言

え
ば
、

わ

れ
わ

れ
が

さ

き

に
E
・
N
.
の
論
考

の
裏

筋

の
話

と
呼

ん

だ
も

の
は
、

む

し
ろ

こ
の
論
考

が
根

ざ

す
事

実
的

な
基

盤

を
し

っ
か
り
と
把

握

す
る

た
め

の
も

の

で
あ
り
、
ま

た
、

こ

の
論

考

が
そ

の
た
め

に
な

さ
れ

る
実

践

的

な
意

図

を
明

確

に
す

る
た

め

の
も

の
で
あ

る
と
言

え
よ
う
。

つ
ま

り

こ
の
裏

筋

の
話

は
、
学

問
論

的

な
表
筋

の
論
考

に
対

し

て
、

そ
れ

が
わ

れ
わ

れ
人
間

の
事

実
的

な
存

在

な

い
し
行
為

的
現

実

の
現
場

の
豊

饒

さ

か
ら
そ

の
内
実

を

汲

み
だ
し
、

そ

れ
ら

の
事
柄

の

ロ
ゴ

ス
化

を
行

い
う
る

よ
う

に
さ

せ
る
場

所

を
拓

い
て

い
る
の

で
あ

る
。

③

倫

理
的

な
事

実

に
即

し
た
幸

福
論

と
徳

論

の
関
係

「
幸
福

と

は
何

か
」

の
論

究

は
、

幸
福

の
概
念

が
ひ

と
そ

れ
ぞ

れ

に
異

な

る
以
上

、
方

法
論

的

に
は

「
端
初

か
ら

の
論

」

で
は

な
く

て
、

「
端
初

へ
の
論
」

に
属

す

と
言

う

べ
き
で
あ

ろ
う

。
問

題

は

こ
の

「
端

初

へ
の
論

」

の
着
手

点

を

ど
こ

に
置

く

か

と

い
う

と

こ
ろ

に
あ

る
。

ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス
は
、
「
わ
れ

わ
れ

と
し

て
は
、
お
そ

ら
く
、
わ

れ
わ

れ

に
と

っ
て
知

ら
れ

う
る

も

の
か
ら
論

述

を
始

め
る

の
が

よ

い
で
あ

ろ
う

」
(
　

)

と
言

い
、
そ

し

て
、

こ
の

「
わ
れ

わ
れ

に
と

っ
て
知

ら

れ
う

る
も

の
」

を

「
美
し

い
行
為

や
正

し

い
行
為

や
、

お
よ

そ

一
般

に
政

治
術

の

か
か

わ

る
事

柄

」
と
捉

え
、

さ
ら

に
こ

れ
を
倫

理
学

の
対

象

と
な

る

「
事

実
」
と
定

め

た
上

で

(
　

)
、

こ

の

「
事
実

が
端

初

で
あ

る
」

(
　

　
)
と
考

え

て

い
る
。

さ
て
、

こ
の

一
連

の
議

論

に

つ
い
て
ま
ず
気

が

つ
く

こ

と
は
、
端

初

(
ア

ル
ケ
ー
)
と

い
う
言

葉

が

二

つ
の

意
味

で
使

わ
れ

て

い
る
こ
と

で
あ

る
。

一
つ
は
、

「
端
初

か
ら

の
論

」

や

「端

初

へ
の
論

」

に

お
け
る
端

初

1

で
あ

り
、

も
う

一
つ
は
、

「
事

実

が

端

初

で
あ

る
」

と

い
う
場

合

の
端
初

2

で
あ

る
。

そ
れ

で

は
、
な

ぜ

い
ず

れ

の
場
合

に
も
同

じ

「
端
初
」

と

い
う
言

葉

が
使

わ

れ
た

の
か
。

考

え

ら
れ

る

こ
と
は
、
端

初

1

と
端

初

2
が
実

質
的

に
も
同

じ
も

の
で
あ

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
①

で
考

察

し
た

よ
う

に
、
倫

理
学

の
場
合

、
「
事
実

(
＝
端
初

2
)
が
充

分

に
判

明

で
あ

り

さ
え
す

れ
ば
」
、

も
は

や
そ

れ
以

上

に
そ

の

「事

実

」
の
根

拠

を
説
明

す

る
必
要

は

な

い
と
さ

れ
る
。

こ
の



こ
と
は
、

「
幸
福

と

は
何

か
」

の
探
究

の
目

指

す
も

の

(
ー
端
初

1
)

は
論
究

の
着

手
点

と
な

る

「事

実

」

(ー

端
初

2

)
を

「
た

だ
し

く
示

せ
さ

え

す
れ
ば

」

(
　

)
お

の
ず

か
ら
明

ら

か

に
な
る

と

い
う

こ
と
を
含

意

し

て

い
る

よ
う

に
思

わ
れ

る
。

つ
ま

り
、
幸
福

論

の
目
指

す
端

初

1

と
は
徳
論

で
探

究

さ
れ

る

べ
き

「事

実
」

ー
端

初

2
以
外

に
は
考

え

ら
れ
な

い
と

い
う

こ
と
で
あ

る
。

さ
て
、

こ

の
第

一
巻
第

四
章

の
箇

所

の
端

初

1

と
端

初

2
と

の
実

質
的
同

一
と

い
う
把
握

は

、
幸
福

論

を
徳
論

と
し

て
展
開

す

る
、

と

い
う
第

一
巻
第

七
章

の
学

問
論
的

ー
方

法
的

な

限
定

に
先

立

っ
て
、

す

で

に
倫

理
学

の
事

実
的

基
盤

に
か

か
わ
る

こ

の
裏

筋

の
話

が
、
幸

福
論

を

「
美

し

い
習
慣

に

よ

っ
て
躾
け

ら
れ

た
」

ひ
と
び

と
の
理
解

し
う

る

「
事

実
」

の
探

究

と
し

て
展
開

す

る
と

い
う
仕

方

で
事
実

的

に
限
定

し

て

い
る
と

い

う

こ
と
を
意
味

す

る
。

こ

の
裏

付

け
が

あ
る

か

ら

こ
そ

、
徳
論

と
し

て

の
幸

福
論

は
実

践
的

な
意
義

を
持

ち
う

る
。
す

な
わ

ち
、

人
間

の
行

為

が

事
実

に
お

い
て
、

さ
ら

に
は
、

そ

れ
自

体

と

し

て
倫

理
的

で
あ
り

、
そ

し

て
そ

の
よ
う

に
行
為

す

る
人

間

の
存

在

が
倫

理
的

存
在

で
あ

る

が
ゆ

え

に
、

し

た
が

っ
て

ま
た
行
為

す

る
人

間

に
と

っ
て
は
そ

う
し

た
自

己

の
行

為

と
存
在

に
か

か
わ

る

「
倫

理
的

な
事
象

」

が
重
大

な
関

心
事

で
あ

る

が

ゆ
え

に
、
そ

の

よ
う
な

「人

間

の
善
」

「
人

間

に
と

っ
て
の
善

」

(ー

幸
福

)
と

「
人
間

と

し
て

の
善

さ
」

(
＝
徳
)
と

い
う
両

義
性

を

も

つ

を
探
究

す

る

こ
と
は
、

つ
ま
り
、

徳
論

と
し

て
の
幸
福

論

は
倫

理
学

の
実

質

の
あ

る
有
意

義

な
方
法

に
な
り

う
る

の
で

あ
る
。

ー

第

一
巻
第

四
章

に

つ
い
て
①

か
ら
③

の
考

察

に
よ

っ
て
、
「
ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
倫

理
学
」
の
基

本
的

な
特

徴

の

一
つ
が

ほ
ぼ
明

ら

か

に
な

っ

た
と
言

う

こ
と

が
で

き
る
。

さ
き

に
、

そ

の
要
所

は

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
思
考

の
表
筋

と
裏

筋

の
縒

り
合

わ

せ
ら
れ

る

と
こ

ろ
に
あ

る
、

と

い
う

趣

旨

の
指

摘

を
し

た
が

、

い
ま
や

そ
れ

は

(裏

筋

の
話

か

ら
)
倫

理
的

存
在

と

し

て
行

為

す
る

人
間

の
存
在

の

「
事
実

」

に
事
実

的

な
基
盤

を

も

ち
ー

③

、

ま
た

「
善

い
ひ
と

に
な
る

」

と

い
う
実

践
的

な

関
心
事

と
し

て
共
有

さ

れ
ー

⊥
②
、

さ

ら

に
こ

の

「
事
実

」

を
端
初

と

し

て
ま
さ

に

こ
の

「
事
実

」
を
探

究

す

る
ー

⊥
①

と

い
う
特

徴

を

も

つ
と
と

も

に
、

(表
筋

の
論
考

か
ら

)
学
問

論
的

ー
方

法
的

に
限

定

さ
れ

た
、
行

為

す
る
人

間

の
存
在

の
目

的
論

的
存
在

論

と

い
う
特

徴

を
も

つ
徳
論

と

し

て
の
幸
福

論

で
あ

る
、

と
言

う

こ
と

が
で

き
る

で
あ

ろ
う
。



三

、

徳

概

念

の

導

入

に

つ

い

て

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
の
E
・
N
・
の
論
考

の
実

質

を
な

す
徳

(
ア

レ
テ
ー
)
論

と
は
ど

の

よ
う

な
も

の
か
。
E
・
N

第

一
巻

第

七
章

は
、

す
で

に
指

摘

し
た

よ
う

に
、
「
人
間

の
善
」

の
問

題

を
徳
論

と

し

て
展

開

す

る
よ
う

に
論
定

し

た
最
初

の
箇

所

で
あ

る
が

、

こ

こ
で
問
題

に
す

べ
き

こ
と
は
、

徳

(
ア

レ
テ

ー
)

と

い
う
概

念

が

ど

の
よ
う

な
意
味

で
導

入

さ
れ

て

い
る
か

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

「最

高

善

を
幸
福

と
呼

ぶ

こ
と
は
、
お

そ
ら

く
、
万

人

の
意

見

の

一
致
す

る

と

こ
ろ
で
あ

ろ
う

が
、
さ

ら

に
、
そ
れ

が
何

で
あ

る

か
を
も

っ
と
は

っ

き
り
述

べ
る

こ
と

が
望

ま
れ

る
。

そ
し

て
、

こ
れ

は
人
間

の
働

き

の
何

で
あ

る

か
が
把
握

さ
れ
れ
ば

、

お
そ

ら
く
、

で
き

る
で
あ

ろ
う

」

(
　

　
)
。

そ

れ
で

は
、
「
人
間

の
働

き

(
　

)
」

と
は
何

か
。

そ

れ
は
、

「
分

別

に
か

な

っ
た
、

あ
る

い
は
、

分
別

の
働

き

な
し

に

は
あ

り

え
な

い
、
魂

の
活
動

(
　

)
」

(
　

)

で
あ

る
。

そ

れ
で

は
、

い
ま
問

題

の

「
人

間

の
善

」

と
は
何

か
。

そ

れ
は
、

「
魂

の
活
動

と

し

て
ア

レ
テ

ー
に
よ

っ
て
生
ま

れ

て
く

る
も

の
で
あ

ろ
う

」

(
　

)
。

じ

つ
を
言

え
ば

、
第

七
章
　

の
ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
議

論

は
複
雑

に
入
り
組

ん

で

お
り

(と

く

に
、

「
人

間

の
善

」
を
定

義

す

る
、
　

以

下

の
条

件
節

を
重

ね
て
語

る
後

半

の
箇

所

が

そ
う

で
あ

る
)
、
類
比

的
手

法

に
よ

る
結
論

の
導

出

の
過
程

と
結

論

の
あ

い
だ

に

は
或

る
飛

躍

が
あ

る
よ
う

に
見

え

る
し
、

ま
た
導

出

さ
れ

る
結
論

そ

の
も

の
も

形
式
的

…

一
般
的

で
あ

る
よ
う

に
見

え

る
。

さ
ら

に
ま
た

、

こ
の
箇
所

の
論

の
運

び

は

一
応
プ

ラ
ト

ン
の

『
国
家

』
篇
第

一
巻
　

の
箇

所

の
議

論

に
依

拠

し
な

が
ら
、

そ
う

し

た
議

論

の
仕
方

に
は
半

ば
懐

疑

ハお
レ

的

で
あ

る
よ
う

に
見

え

る
し
、
結

論

も
プ

ラ

ト

ン
と
異
な

り
倫

理
学
的

意
味

合

い
を
含

ん
で

い
な

い
よ
う

に
見

え

る

の
だ
が
、

こ
れ
ら

の
疑
問
点

パフ
　

に
ど
う
答

え
た
ら

い
い
か
は
本
論

考

の
射

程
外

と

し
た

い
。

た
だ

し
か

し
、

「
人
間

の
働

き
」
と

「
人
間

の
善

」
を
定

義

し
た

こ
と

に
よ

っ
て
、

こ

れ
か

ら
徳

論

を
展
開

し

て

い
く

の
に
必
要

な
端

初

は
確

保

さ

れ
た

と
考

え
る

べ
き

で
あ

る
。

と

い
う

の
は
、
徳

論

の
展
開

に
必

要

な
も

っ
と

も
基



本

的

な
事
項

、

つ
ま

り
、

そ
れ

に
関

し

て

「
人
間

の
善

」

が
問
題

と

な
る
、

行
為

す

る
人
間

の
存

在

を
可
能

に
す
る
根

本
条

件

が
、
（
a
）
分
別

(
ロ

ゴ

ス
)

へ
の
関

与
、
（
b
）
魂

(
プ

シ

ュ
ケ

ー
)

の
活

動

(
エ
ネ

ル
ゲ

イ
ア

ー
)
、
（
c
）
徳

(
ア

レ
テ
ー
)

の
存
在

と

い
う

三
条

件

で
あ

る

と
し

て
、

そ

の

端
初

に
ふ
さ

わ
し
く
、

も

っ
と

も
形
式

的
｜

一
般
的

に
把

握

さ
れ

て

い
る
か

ら
で
あ

る
。

こ

の
点

か

ら
考

え
て

み
れ
ば

、
第

一
巻

第
七

章

の

こ
の
箇
所

は
、
E
・
N

の
冒
頭

の

一
文

に
次

ぐ
重
要

性

を
持

つ
と
言

う

べ
き

か
も

し
れ

な

い
。

と

い
う

の
は
、
E
・
N

の
冒
頭

の

一
文

が

「
ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
倫

理
学

」

の
地

平

を
根
本

的

に
披

い
て

い
る

よ
う

に
、

こ

の
箇

所

は
そ

れ
を
受

け

つ
つ
、
さ
ら

に
一
歩

路

み
込
ん

で
、

そ

の
前
半

の
論

の
実

質

を
な

す

「
ア
リ

ス
ト
テ

レ

ス
の
徳

論

」

の
地
平

を
披

い
て

い
る
と
思

わ

れ
る

か
ら

で

あ

る
。

と

い
う

の
は
、

冒
頭

の

一
文

は
、
行
為

す

る
人

間

の
存
在

を

(或

る

一
つ
の
善

い
も

の
を
目
的

と

し
て
目

指

し
て
行

為
す

る
存

在

で
あ

る

と

い
う
意
味

で
)

倫
理

的
-

目
的

的

な
構

造

を

も

つ
も

の
と
し

て
把
握

す

る

と
と
も

に
、
知

に
も
と

つ

い
て
行
為

す

る
存
在

と
し

て
も
把
握

し

て

い
る
と
考

え
ら

れ
る
、

す

な
わ

ち
、
文

中

に

「
術

(
　

)
」
と

「
論
究

(
　

)
」
そ

し

て

「
行
為

(
　

)
」
と

「
選
択

(
　

)
」

の
四
語

が
使

わ

れ
る

が
、

そ
し

て
、
前

二
者

は
知

を

、
後

二
者

は
行
為

に
か

か
わ

る
と
思

わ

れ
る

が
、

こ

の
冒

頭

の
人
間

存
在

の
把

握
を

受

け
継

い
で
、
第

一
巻
第

七
章

の
こ

の
箇

所

で
は

、
知

に
対

応
す

る
（
a
）
分
別

(
ロ
ゴ

ス
)

へ
の
関

与

と
、

そ

し
て
行
為

に
対

応

す

る
（
b
)
(プ

シ

ュ
ケ
i
)

の
活

動

(
エ
ネ

ル
ゲ

イ

ア
ー

)

と

と
も

に
、
新

た

に
、
（
c
）
徳

(ア

レ
テ
ー
)

の
存
在

が
付

加

さ
れ

て
語

ら
れ

て

い
る

か
ら

で
あ
る
。

そ

れ

で
は
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
が
、

こ

こ
に
至

っ
て
、

な

に

か
三
番
目

の
も

の
と
し

て

「
(人
間

の
)

ア

レ
テ

ー
」

(
こ

の
言

葉

自
体

は
第

一
巻
第

十

三
章

で

は

じ
め

て
登
場

す

る
)
と

い
う
概

念

を
導

入
し

た

の
は
な

ぜ

か
。

そ

れ

は
、

お
そ
ら

く
、

「
知

に
も

と
づ

い
て
行

為

す
る

こ

と
」
に
か

か
わ
る
、

知

と

　　
　

徳

を
同

一
視

す

る
ソ

ク
ラ

テ
ス
的
｜

主
知

主

義
的

な
知

徳
合

一
の
立
場

を
避

け

て
、

そ

の
立

場

と
は
異

な

る
倫

理
学

の
場
所

を
確

保

す
る

と
と

も

に
、
第

一
巻

第
十

三
章

以
降

主
題

化

さ
れ

る

こ
と

に
な
る
、

行
為

と

習
慣

づ
け

に
重
点

を
置

い
た

「
人
柄

と

し
て

の
徳

」

と

い
う
問
題

か
ら
徳
論

を
着
手

す

る
場
所

を
確

保

す
る

た
め

で
あ

ろ
う
。

と
は

い
え
・

こ

こ
で

は
じ

め
て
、

ア
リ

ス

ト
テ

レ
ス
独

自

の
徳

の
概
念

が
持

ち
出

さ

れ
た

わ
け

で

は
な

い
。

む
し

ろ
そ

れ
は
、
前

節

で
明

ら

か

に
し
た

よ
う

な
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
事

実
的

-
目

的
論

的
倫

理
学

の
構

想

に
沿
う

も

の
で
あ

る

と
言

え

よ
う
。

す
な

わ

ち
、
前
節

の

「
裏
筋

の
話
」

で
見

定

め
ら

れ
た
、

探
究

の
端

初

と
な

る

「事

実
」

を

「
美

し

い
行

為

や
正

し

い
行

為
」

に



置

き
、

さ

ら

に
は
、

そ

う

し
た
行
為

の

「
美

し

い
習
慣

に
よ

っ
て
躾

け

ら

れ
て

い
る
」

こ
と

よ

い
人
柄

と
言

い
う

る

だ
ろ
う

に
定

め

て
、

そ

の
上

で
、

こ
の

「
事
実

」

の
探
究

を

課
題

に
す

る
、

と

い
う

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
根

本

の
立
場

に
合

致
す

る

も

の
で
あ

り
、

い
わ
ば

そ

の
探
究

の
学

問
論
的

-
方

法
的

な
展

開

の
た

め

の
端

初

と

い
う
役
割

を
担

わ

せ
ら

れ

て

い
る
、

と
考

え

ら
れ

る

の
で
あ

る
。

四

人

柄

と

し

て

の

徳

E
・
N

第

一
巻
第

十

三
章

は
、

「
人
間

の
徳

(
　

)
」

(
　

)

の
主
題

的

な
論
考

の
着

手

の
箇
所

で
あ

る
。

最
初

の

一
文

は

、

ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
の
徳
論

と

し
て

の
幸
福

論

の
問
題

場
面

を
簡

潔

に
提

示
し

て

い
る

の
で
、

こ

こ
で
ま
ず

引

用
し

て

お
く
。

「
幸
福

は
終

極
的

な
徳

に
よ

っ
て
生

ま
れ

る
魂

の
或

る
活
動

な

の
だ

か
ら
、
わ

れ
わ

れ
は
、

い
ま

や
、
徳

に

つ
い
て
考

察
す

べ
き

で
あ

ろ
う

。
な

ぜ
な

ら
、

そ
う
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

お
そ

ら
く
、

わ

れ

わ
れ

は
幸
福

に

つ
い
て

も

一
層

よ
く

見
究

め

う

る

で
あ

ろ
う

か

ら

で
あ

る
」

(
　

　
)
。こ

の

一
文

の
す
ぐ

あ
と
、

同

じ
趣
旨

の
、

た

だ

「
人

間

の
徳
」

の
考

察

に
的

を
絞

る
と

い
う
意

図

を
よ

り
は

っ
き

り

と
表

明

し
た
文

が

も
う

一

度
繰

り
返

さ
れ

て

(
　

)
、

い
よ

い
よ
徳

論

が

は
じ
ま

る
。

こ

こ
で
は

こ

の
箇

所
全

体

の
詳

細
な
考

察

は
必
要

な

い
で
あ
ろ

う
。
大

事

な

こ
と
は
、

こ
の
箇

所

の
論
究

の
な

か
で
、

ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
が
魂

(プ

シ

ュ
ケ
ー
)

と
捉

え

る
人
間

存
在

と
そ

の
徳

を

ど
の

よ
う

に
限
定

し

て

い
る

か
を
正
確

に
見

る

こ
と
で
あ

る
。

な
ぜ

な

ら
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
徳

論

の
、

ひ

い
て
は
倫

理
学

の
実

質
的

な
端

初

と
位
相

が

ま
さ

に

こ

こ
で
決
定

さ

れ
る

か
ら

で
あ

る
。

さ

て
、

第

一
巻
第

七
章

で
形

式
的

-

一
般
的

に
規

定

さ
れ

た
だ

け

の
、

し

た
が

っ
て

い
ま

だ
非
倫

理
的

な

「
(人
間

)
の
ア

レ
テ
i
」
と

い
う
概

念

に
魂

の
様

態

の
分

析

を

通

し

て

し

だ

い

に
倫

理

的

実

質

を
与

え

て

い
く
同

巻

第

十

三
章

の
論

究

の
な

か

で
、

注

目

す

べ
き

は

第

十

五

節

(
　

)

以
下

の
話

で
あ

る
。

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
は
魂

の
様

態

の
分
析

に
魂

が
分

別

を
も

つ
か
否

か

(
　

か
)



と

い
う
観
点

を
採

用

し
て

(
　

)
、
魂

の

〈
倫

理
的
部

分
〉

に

つ
い
て
、

「
分
別

を

も
た

な

い

(
　

)
」
部
分

の
な

か
に

「
或

る
意
味

で

は
分
別

に
与

る

(
　

)
」
部
分

が

あ

る
よ
う

に
思

わ
れ

る

が
、

こ
う
し

た
部
分

が
魂

の
本

性

(
ピ

ュ
シ
ス
)
に
存

し

て

い
る

の
で
は
な

い
か
と
言

う

(
　
　

)
。

と

い
う

の
は
、

「抑

制

の
あ

る

ひ
と

と
抑

制

の
な

い
ひ
と
」
が
世

の
中

に
は
現

に

い
る
わ

け

だ
が
、

か
れ

ら

の
う
ち

に
は
、

明

ら
か

に
、
或

る
種

の
葛

藤

そ

の
葛

藤

は
分

別

に
従
う

か
反

対
す

る

か
と

い
う

こ
と

に
か

か
わ

る
魂

の
葛
藤

以
外

で
は
な

い
で
あ
ろ
う

が
存

在

し
、

か
れ

ら

の

「
ど
う
あ

る

か
」
は
、

そ

う
し

た
分

別

に
与

る
葛

藤

の
帰

趨

に
よ

っ
て
決

ま

る
と
見

倣

さ

れ
る

か
ら

で
あ

る
。

し

か
し

そ

の
場

合
、

注
目

す

べ
き

こ

と
は

「
ち

ょ
う

ど
、

肉
体

の
麻

痺

し
た
部

分

が
、

ひ

と
は

こ
れ
を
右

へ
動

か
そ
う

と
望

ん
で

い
る

の
に
、
反
対

の
左

の
方

へ
逸

れ
て

ゆ
く

よ
う

に
、
ま

っ
た

く
そ

れ

と
同

じ

こ
と
が
魂

に

つ
い
て
も
あ

る

*
」

(
　

)
と
言

わ
れ

て

い
る

こ
と

で
あ

る
。
す

な

わ
ち
、

分
別

の
か
か

わ
る
葛

藤

の
生
起

よ

り
も
手
前

に
、

す

で
に
分
別

に
対

し

て

一
定

の
在

り
方

を

し

て
し
ま

う
、

例

え
ば
分

別

と
争

い
、
分
別

に
逆

ら

っ
て
し
ま

う
魂

の
或

る
状

態

が
存

在

す

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
は

こ

の
魂

の
存
在

を

(倫

理
的

な
)

「
性
向

(
ヘ
ク

シ

ス
)
」

と
か

「
人
柄

(
エ
ー

ト

ス
）
」
と
名

づ

け
、

そ

こ
に
徳
論

の
定

位

す

る
端

初

と
位
相

を
定

め
る
わ

け

で
あ

る
。

さ
て
、

そ
れ

は
そ

れ
と

し

て
、

い
ま

こ
の
段
階

で
と
く

に
問

題

に
す

べ
き

こ
と

は
、

こ

の
魂

の
倫

理
的

存
在

に

つ
い
て
ア

リ

ス
ト
テ

レ

ス
が
或

る
微
妙

な
語

り
方

を

し
て

い
る
点

で
あ
る
。
す

な

わ
ち
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
が
、

い
ま
引
用

し

た

一
文

*
に
註

を
付

し
て
、
「
た
だ
、
肉
体

の
場
合

に
は
逸

れ

て
ゆ
く

部
分

が
目

に
見

え

る
が
、

魂

の
場
合

に
は
見

え

な

い
の

で
あ

る
」

(
　

)

と
言

い

つ
つ
、

「
そ

れ

に
も

か

か
わ

ら
ず

、

分

別

に
反
す

る
或

る
部

分

が
魂

の
う

ち

に
も

お
そ
ら

く
あ

り
、
こ
れ

が
分

別

に
反

し
、
逆

ら

っ
て

い
る

と
み
な

す

べ
き

で
あ

ろ
う
」
(
　

)

と
主
張

し

て

い
る
点

で
あ

る
。

通
常

、

目

に
見

え
な

い
以
上

、

そ
う

し
た
魂

の
存

在

は
何

ら

か
の
能
力

(デ

ュ
ナ

ミ
ス
)

で
あ

る
と
考

え

ら
れ

る

か
も

し
れ
な

い
。

し

か
し
、

そ

の
場

合

、

「目

に
見

え
な

い
も

の
が

〈
存

在
〉
す

る
と

す
れ
ば

、
或

る

現
象

(目

に
見

え
る

も

の
)
を
把

握

す

る
説

明
方

式

(
ロ
ゴ

ス
)

の
な

か
だ
け

で
あ

る
」

と

い

っ
た
、

デ

ュ
ナ
ミ

ス
論

の
も

つ
難

点

は
免

れ

え
な

い
で
あ

ろ
う

。
翻

っ
て

み
れ
ば
、

ア

リ

ス
ト

テ

レ
ス
の
言

わ
ん

と
す

る
と

こ
ろ

は
、
い
ま
問

題

の
魂

の
倫

理
的
存

在

は
そ

の
種

の
デ

ュ
ナ

ミ

ス
で
は

な

い
、
そ

れ

に

つ
い
て
は

ど
う

し

て
も
「
存

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

在

す
る
」

と

し
か
言

え
ず

、

し
た

が

っ
て
、

一
種

の
事
実

(
パ
イ

ノ
メ

ノ

ン
)

と
言

う

べ
き

も

の
で
あ

り
、

し

か
も
通
常

事
実

と
思
わ

れ

て

い
る



も

の

よ
り
劣

っ
た
、

或

い
は
そ
れ

か

ら
派
生

し

た
も

の
で

は
な
く

、

そ
れ
固

有

の
積
極

的

な
存
在

身
分

を
持

つ
も

の
で
あ

る

と

い
う

こ

と
で

は
な

い
か
。

ア
リ

ス

ト
テ

レ
ス

の
徳

論

の
対

象

は

「
人

間

の
徳
」

で
あ

り
、

こ
れ
は

ヘ
ク

シ

ス
と

し
て
あ

る

と
さ
れ

る
わ

け

で
あ

る
が
、

そ
う

し

た

ヘ

ク

シ
ス
と

し
て

の
徳

が
確

か

に
事

実

と
し

て
存
在

す

る

の
で
な

け
れ
ば

、

「
事
実

」
の
探

究

は
始

め

ら
れ

な

い
の
で

は
な

い
か
。
｜

ア

リ
ス

ト
テ

へ

ね

へ

も

レ
ス
は
、

こ

こ
で
、

こ
の

「
目

に
見

え
な

い
」
魂

の
存

在

の
事
実

に
し

っ
か

り
と
触

れ

て

い
る
、

そ

の
か
れ

の
確

か
な

ま
な
ざ

し

が

こ
の
箇
所

に

は
感

じ
ら

れ
る

よ
う

に
思

わ
れ

る
。

話

を

一
歩

先

に
進

め
る
。

ア

リ

ス
ト
テ

レ
ス
は
、
①

魂

の

「分

別

を
も

た
な

い
部

分
」

の
な
か

で
、
「
分

別

に
与

る

(
　
）
」

か

ど
う

か

と

い
う
区

別

の
観
点

か
ら
、

㈲
ま

っ
た
く
分

別

に
あ
ず

か

ら
な

い

「植

物

的

な
部
分

(
　

)
と
（
b
）「分

別

に
聞

き
従

い
、
服

従

す
る

か
ぎ

り

に
お

い
て
分
別

に
何

ら
か
与

る
」

「
欲
望

的

な
部
分

(
　

)
、

一
般

的

に

い
え

ば
、
欲

求

的

な
部

分

(
　

)
」
が
分

け

ら

れ

る
と
す

る

(
　

)
。

こ
の
区
別

は

こ
れ

ま
で

の
考
察

の
た
ん

な
る
再

整

理

で
は
な

く
、

つ
ぎ

の

二
点

に
お

い
て
積
極

的

な
意
義

を

も

つ
。

そ

の

一
つ
は
、

魂

の

「分

別

を
も

た

な

い
部

分
」

の

一
方

が

「欲

望
的

な
部

分
、

一
般

的

に

い
え
ば
、

欲
求

的

な
部

分
」

と
規
定

さ

れ
、

こ
の
部
分

が

「
分
別

に
何

ら

か
与

る
」

と
言

わ
れ

て

い
る

こ
と
で
あ

る
。

そ

の
際
、

ア

リ

ス
ト

テ

レ
ス
が

こ
の

「欲

求
的

な
部

分

」

の
分

別

へ
の

か
か
わ

り
方

に

つ
い
て
き

わ

め
て
重
要

な

意
義

を

も

つ
と
思

わ
れ

る
説
明

を
付

け
加

え

て

い
る

の
を
見
落

と
し

て
は
な

ら
な

い
。

そ

の
説

明

と

は
、

「
欲

求
的

な
部

分
」

が
分

別

へ
か

か
わ

る

と

い
う

の

は
、

「
父
親

や
友

人

の

こ
と

が

わ

か

っ
て

い

る

(
＝
そ

の
言

う

こ

と
が

わ

か
る
)

(
　

　
)
と
言
わ

れ

る
よ
う

な
意
味

に
お

い
て

で
あ

る
、
と

い
う
説
明

で
あ

る
。

さ
て
、
も
う

一
つ
は
、

こ
の
区
別

が

も
う

一
つ
別

の
観

点

か
ら

の

区
別

と
重

ね
合

わ

せ
ら

れ
る

こ
と

に
よ

っ
て
、

魂

の
倫

理
的
部

分

の
成
立

す

る
位
相

が
決

め
ら

れ
る

こ
と

に
な

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
別

の
観

点

か
ら

の
区
別

と

は
、
②

魂

の
な

か
で

「
分
別

を

も

つ
部

分

」

に
お
け

る

二

つ
の
部

分

の
区

別
、

す
な

わ

ち
、

一
方

は
、
（
c
)「
本
来

の
意

味

で
、

す

な
わ

ち
、

そ

の
も

の
自

体

の
う

ち

に
分

別

を
も

つ
部
分

」
、

例

え
ば

「
数

学

の

こ
と
が

わ

か

っ
て

い
る

(ー

説

明

で
き
る

)

(
　

)
」

と
言

わ

れ

る
よ
う

な
意
味

で

の
部
分

、
他

方

は
、
（
d
）
「
父

親

の
言
葉

を
聞

く

も

の
が
分
別

を

も

つ
と
言

わ
れ

る
よ

う
な
意

味

で
分
別

を

も

つ
部

分
」



の
区
別

で

あ
る
。

こ
こ
で
、
①
｜
(
b
)と
②
｜
(
d
)が
実
質

的

に
同

じ
も

の
を
意

味

し

て
お

り
、

魂

の
倫

理
的
部

分

を
形

づ
く

っ
て

い
る
こ

と
は
明

ら

か

で
あ

る
。

さ
て
、
後

者

の
問
題

に

つ
い
て

一
言

だ

け
言

え
ば
、

こ
の
箇
所

で
示

さ
れ
た

ア
リ

ス

ト
テ

レ
ス

の
魂

の
二
部

分

(②
｜
(
c
)と
②

ー
(
d
)
)

説

と
プ

ラ

ト

ン
の
魂

の
三
部
分

説

と

の
関

係

に

つ

い
て
は
措

く

と
し

て
、

い
ま
問
題

の

「
人

間

の
魂
」

も

ま
た

こ

の
魂

の
二
部
分

に
し
た

が

っ
て
区
分

さ

れ
、

一
方

は

「思

考

の
働

き
と

し

て
の
徳

(
　

)
」
、
他

方

は

「
人
柄

と
し

て

の
徳

(
　

)
」

と
言

わ
れ

る

こ
と

に
な
る

が
、
E
・
N

の
徳

論

は
、
以

後

こ

の
区

分

に
し

た
が

っ
て
展
開

さ
れ

る

こ
と

に
な

る
。

し
か

し

こ
の
小
論

の
文

脈

で
は
、

こ
の

「
人

間

の
徳
」

の

二
区
分

が

も
た

ら
す

人
間
存

在

の
把
握

の
仕

方

の
根
幹

に
か

か
わ

る
E
・
N

解

釈

上

の
大

き
な
問

題

に

つ

い
て
論

ず

る

こ
と
は

で
き

な

い
。

む
し

ろ
、

こ
こ

で
考

察

す

べ
き
は
前

者

の
問

題

で
あ

ろ
う
。

そ

の
場
合

、

二

つ
の

こ
と
が
問

題

に
な

る
よ

う

に
思

わ

れ
る
。

一
つ
は

、
魂

の
倫

理
的
部

分

と

し
て

「欲

望
的

な
部

分

、

一
般
的

に
い
え
ば

、
欲

求
的

な
部

分
」

が
焦

点

に
な

っ
て

い
る

こ
と

で
あ

る
。

「
欲
求

的

な
部
分

」

と
は
、

魂

の
な

か
で
直

に
行
為

に
結

び

つ
く
部

分

で
あ

り
、

そ

れ
ゆ

え
、
普

通

の
意
味

で
は

〈
行

為

の
端
初

〉

に
な

る

と
考

え

ら
れ

う
る

も

の
で
あ

る
が

、

ア

リ

ス
ト
テ

レ
ス
は

ま

さ

に
そ

こ
を
徳
論

に
着

手

す
る
事

実
的

な
基

盤

に
し

て

い
る
わ

け

で
あ
る
。

も

う

一
つ
は
、

こ
の

「欲

求
的

な
部

分

」
が

ロ
ゴ

ス
に
与

る
、

し
か

も
そ
れ

は

「
父
親

の
こ
と

(
ロ
ゴ

ス
)
が
分

か

る
」

と

い
う
意
味

に
お

い
て

で
あ
る

と
言

わ
れ

て

い
る

こ
と

で
あ

る
。

こ

れ

に
よ

っ
て
、

ア
リ

ス

ト
テ

レ
ス

は

「
分

別

に
し

た
が
う

欲
求

の
統

制
」

(
　

)
と

い
う

こ

と
に

「
人

柄

と
し

て

の
徳
」

の
成

立

を
見

る

わ
け

で
あ

る
。

し
か

し
、

こ

こ
に
は
、

或

る
問
題

点

が
含

ま

れ
て

い
る

よ
う

に
思
わ

れ

る
。

と

い
う

の

は
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
が
、
欲

求

(ー

「欲

す

る
と

い
う

こ
と
」
)
を

そ

の
ま
ま

行
為

の
端
初

と
は
見
倣

し
て

い
な

い
こ

と
に
な

る

か
ら

で
あ

る
。
重

要

と
思

わ
れ

る

の
で
、

す

こ
し
詳

し

く
考

察

す
る

こ
と

に
し

た

い
。

は

じ
め

に
、
欲

求

の
問
題

を
E
・
N

の
二

つ
の
箇

所
、
（
１
）
第

六
巻

第

二
章

と
（
２
）
第

三
巻

第

二
章

を
手
掛

か
り

に
描

き
出
し

て

み
る

こ
と

に
す
る
。

（
１
）

、
第

六
巻

第

二
章

で
は
、

「
魂

の
う

ち

に
は
、

行
為

と
真

実

を
司

る
も

の

と
し

て
感

覚

と
理
性

と
欲

求

の
三

つ
が

あ

る
」

(
　

〉
と

い
う

こ
と
が
言

わ

れ
る

が
、
行

為

に

か
か
わ

る
も

の

と
し

て
は
理
性

と
欲
求

の
二

つ
だ
け

が
問
題

に
さ
れ

る
。

た
だ

し
、

こ

の
箇

所

で
は

す

で
に
、



欲

求

は
理
性

と

と
も

に
す
ぐ

れ

て
人
間

的

な
行
為

の
端

初

と
な

る

「選

択
」

と

「
人
柄

と
し

て
の
徳

」
を
構

成

す

る
も

の
と

い
う
観
点

か
ら
論
究

さ
れ

て

い
る
の

で
、

欲

求
だ

け
を

そ

の
ま

ま

の
姿

で
捉

え

る

こ
と
は

で
き

な

い
が
、

そ
れ

で

も
な

お
窺

い
知

れ
る

こ
と

は
、
欲

求

に
は
何

も

の

か

を
追
求

し
た

り
、
逆

に
忌
避

し

た
り
す

る
働

き

が
あ

る

こ
と

(
　

)
、

ま

た
何

ら
か

の
目
的

を
目

ざ

し

て
働

く

こ
と
、

そ

し

て

「
人

柄

と

し
て

の
性
向

(
　

)
」

が
そ

の
よ
う

な
欲

求

と
し

て
、

つ
ま

り
、

「何

か
を
欲

し

て

い
る
」
と

い
う

か
た

ち

で
形

づ

く
ら

れ
る

よ
う

に
な

る

こ
と

(
　

)
な

ど

で
あ

る
。

こ
れ

ら

の
点

か
ら

ひ
と
ま

ず
、
〈
欲
求

と

は
、
好

み
を
も

ち
、
望

み
を
抱

き

つ

つ
、
欲

し

て

い

る
、

と

い
う

ひ
と
と

し

て
の
在

り
方

が
形

づ
く

ら
れ

る

と

こ
ろ
で
あ

る
〉

と
描

き
出

せ

る

か
も
し

れ
な

い
。

他
方

、
②

、
第

三
巻

第

二
章

で
は
、

「
選
択

」
と
は
何

か

の
論
究

に
際

し
て
、

「
欲
望

(
　

)
」
と

「激

情

(
　

)
」
と
「
願
望

(
　

)
」

が
、

「
判
断

(
　

)
」

と
と
も

に
、

選
択

の
候
補

と
し

て
吟
味

さ

れ

て

い
る

が
、

こ
れ

ら
三
者

は

い
ず

れ
も
欲

求

の

一
種

、

す
な

わ

ち
、

ひ
と

が

「
何

か

を
欲

し
て

い
る
」

場
合

の
そ

の
三
種

の
実
質

的

な
様
態

で
あ
る

と
見
倣

さ

れ
る

も

の
で
あ

る
。

そ

れ
で

は
、

な
ぜ

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
は

こ

れ

ら
三
種

の
名

を
選
択

の
候
補

と

し
て
挙

げ

た

の
か
。

そ
れ

は

こ
れ
ら

三
種

の
欲
求

が
普

通

の
意
味

で
は
行
為

の
端
初

で
あ

る

と
思

い
込

ま
れ

て

い
る

か
ら

で
あ

り
、

そ

れ

に
応

じ

て
、
行

為

の
端
初

に
対

し

て
選
択

が

こ
れ

ら

の
欲

求

と

は
別
個

に
独

自

の
意
義

を
有

す

る
と

は
通
常

思

い
及
ぼ

な

い
か
ら

で
あ
ろ

う
。

こ

の
事

情

は
、
（
１
）で
指

摘

し
た

、

「欲

し

て

い
る
」

と

い
う

と
こ

ろ
で

「
人
柄

と

し
て

の
性

向

」

が
形
づ

く

ら
れ

る
際

に
、

普

通

ひ
と

は

「
何

か
を
欲

し

て

い
る
」

そ

の
自

分

の
在

り
方

が
自

己
自
身

の
在

り
方

で
あ

る
と
思

い
込
む

よ
う

に
な

る
、

と

い
う

こ
と

に
よ

っ
て

一
層
強

く
な

る

と
言

え
よ
う
。

な

ぜ
な

ら
、

そ

の
場
合

選
択

は

せ

い
ぜ

い

「
何

か
を
欲

し

て

い
る
」
自

己
自

身
、

例

え
ば
欲

望

に
満

た
さ

れ
た
自

己
自
身

が
欲

望
実

現

の
手

段

を
選

ぶ

と
き

の
召
使

い
と
な

っ
て
働

く

に
す
ぎ

な

く
な

る
か

ら

で
あ

る
。

な

お
、

こ

こ
で

の
論

究

の
範
囲

を

こ

え
る

が
、
ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
は
、

こ
う

し
た
事

態

に
直
面

し

て
、
選
択

に
独

自

の
意
義

を
認

め
、
選
択

こ
そ
行
為

の
端
初

で
あ

り
、

そ
し

て
、
「
も

っ
と

も
固
有

な

も

の
と
し

て
人
柄

と

し
て

の
徳

に
そ

な
わ

る
働

き
」

で
あ

る

と
洞

察

し
た

の

で
あ

る

(
　

)
。

さ

て
、
（
１
）と
②

の
点

か
ら
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
徳

論

の
事
実

的

な
基
盤

と
な

る
欲

求

の
問

題

が
ど

の
よ
う

な
意
味

合

い
を
含

む
も

の
で
あ

る

か

が
、

あ

る
程
度

明

ら

か
に
さ

れ
た

と
思

わ
れ

る
。
E
・
N

の
な

か
で

は
欲

求

そ

の
も

の
が
主

題
化

さ

れ
る

こ
と

は
な

い
が
、

或

る
意

味

で

は
、



と

り
わ
け

実
践
的

な

見
地

か

ら
す
れ

ば
、
欲

求

の
問

題

の
解
明

の
た
め

に

こ
そ
、
選

択

や

「
人

柄

と
し

て

の
徳

」

を
主
題

に
し
た
徳

論

が
論
考

さ

バリ

れ

て

い
る
と
言

う

べ
き

な

の
で
あ

る
。

な
ぜ

な
ら
、

繰

り
返

し
強
調

す

れ
ば
、

普

通

ひ
と
び

と
は

、
例

え
ば

「
欲
望

す

る

か
ら
行
為

す

る

の
だ
」

と
か

「
欲

望

す
る
自

分

が
自
己

自
身

な

の
だ
」

と

思

い
込
ん

で

い
る

か
ら

で
あ
り
、

そ

の
診
断

と
治
療

が
必
要

に
な

る
か

ら
で
あ

る
。

つ
ぎ

に
、

「
欲
求
的

な

部
分

」
が
分

別

(
ロ
ゴ

ス
)
に
与

る
と
言

わ

れ
た
問

題

の
考
察

に
移

る

こ
と

に
し

よ
う
。

こ
の
問
題

の
要
点

は
、
人

間

に

ヘ

ヘ

ヘ

ヨ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

お

い
て
は

「欲

し

て

い
る
」

ま
さ

に
そ

の
場
所

で

ロ
ゴ

ス
に
与

る
と

い
う
点

で
あ

る
。

こ
の
観
点

か

ら
す

れ
ば
、

人
間

の
欲

求

は
な

に
か

そ
れ
自

体

(
　

)
で
あ
る

の

で
は
な

く
、

つ
ね

に
す

で

に

ロ
ゴ

ス
と

の

一
定

の

か
か
わ

り
を

も

つ
仕

方

で
あ

る
、

つ
ま

り
、
何

ら

か

ロ
ゴ

ス
的

に
あ

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

そ
し

て
、

さ
ら

に
言

え
ば
、

ロ
ゴ

ス
的

に
あ

る
以

上
、

人
間

の
欲

求

は
言

語

(
ロ
ゴ

ス
)

で

の
表

現

と
理
解

が

可
能

で

あ
る

と

い
う

こ
と
で
あ

る
。

さ

し
あ

た
り
、

こ
の
点

が
E
・
N

の

こ
の
箇
所

の
第

一
の
意
義

で
あ

る
と
言

え
よ

う
。
第

二
の
意
義

は

か

の

「
父
親

の
話
」

で

あ
る
。

む

し
ろ
、

「
父

親

の
話

」

こ
そ

こ

の
箇

所

の

「
人
柄

と

し
て

の
徳

」
の
論

考

の
実

質

的

な
特

徴

が
あ

る

と

い
う

べ
き
か

も
し

れ
な

い
。

一
概

に
言

え
な

い
の
で

こ
と
を
分

け

て
考
察

し

よ
う
。

「
父
親

の
話
」
、

「
父

親

や
友
人

の
こ
と

が
わ

か
る
」

と

い
う
話

の
基

本
的

な
意

義

は
、

一
方

で
は
、

父
親

は

い
わ
ば

ロ
ゴ

ス
の
体
現

者

で
あ

り
、

ロ
ゴ

ス
は
父
親

の
在

り
方

に
同
化

さ

れ

て

い
る
と

い
う

こ
と

で
あ

り
、
他

方

で
は
、

子
供

は

ロ
ゴ

ス
を
体

現

し
た

父
親

の

こ
と
が
分

か

る
ゆ

え

に

父
親

に
聞

き
従

う

と

い
う

こ

と
で
あ

る
。

言
う

な

ら
ば
、

子
供

が
分

か
る

の
は
直
接

に
は

ロ
ゴ

ス
で
は

な

い
し
、

子
供

に
と

っ
て

ロ
ゴ

ス
は

そ

の

も

の
と

し
て

は
顕
在

化

し
て

い
な

い
の
で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、

こ
の

「
父
親

の
話

」
は

ひ

と
と

の
係

わ

り

に
お

い
て
わ

れ
わ

れ

の
最

大

の
関

心

の

所
在

が

ど

こ
に
あ

る

か
を
明
瞭

に
し
て

く
れ

る
。

ひ

と
は
信
頼

す

る
父
親

や
友

人

だ

か
ら

こ
そ
｜

と

い
う

の
は

、
父

親

や
友
人

の
こ
と
が

分

か

る
の
は
親

愛

の
状
態

が
培

わ

れ

て

い
る
場

合

だ

と
考

え
ら
れ

る

か
ら

で
あ

る
ー

、

そ

の
ひ
と

に
聞

き
従
う

の
で
あ

る
。

こ

の
親
愛

(ピ

リ
ア
)

の
披

く
事

態

が
魂

の
欲
求

的

な
部
分

(非

ロ
ゴ

ス
的

部

分
)
が

ロ
ゴ

ス
に

し
た
が

う

(
ホ

モ

ロ
ギ

ア
ー

)
と

い
う
事

態

の
事
実

的

な
拠

り
所

と
な

っ

て

い
る
意
味

は
大

き

い
。

と

い
う

の
は

、

そ
う

い
う
ピ

リ

ア

に
も

と

つ
く

ホ

モ

ロ
ギ

ア
ー

が
人
間

に
お

い
て
生

じ
て

い
る

の
は
根
本

の
事
実

と
考

え
ざ

る
を

え
な

い
か

ら
で
あ

る
。

わ

れ
わ

れ
は

こ

の
堅

い
事

実

を
素
直

に
容

認

す
る

と

こ
ろ
か

ら
倫

理
学

を
考

え

て

い
か
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。



そ

の
よ
う

に
理
解

す

る
と

き
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
E
・
N

の
思

考

の
落

ち
着

い
た
姿

が
目

に
見

え
て
く

る
よ

う

に
思
わ

れ
る
。

さ
ら

に
言

え
ば

、

E
・
N

第

一
巻

に

つ

い
て

の

こ
れ
ま

で

の
考

察

も
、

こ

の
場

面

に
至

っ
て
よ
う

や
く

な

に
か
定

ま

り
を
得

た

と

い
う
感

じ
が
す

る

の
だ

が
、

そ
う

感

じ

ら
れ

る

の
は
、
第

一
巻

第

四
章

の
考
察

に
際
し

て
、

そ

こ
で

「表

筋

と
裏
筋

の
縒

り
合

わ
せ
」

と
言

わ

れ
た

こ
と

の
裏
筋

の
核

に
あ

る

「
倫

理
的
存

在

と
し

て
行
為

す

る
人
間

存
在

の
事

実

」

の
実

態

が

こ

の

「
父
親

の
話

」

で
し

っ
か
り
と
固

め
ら
れ

る

こ
と

に
な

る
と
思

わ
れ

る

か
ら

で

あ

る
。

さ
ら

に
ま

た
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
が

こ

の
事

態

を
徳
論

の
事

実
的

な
基

礎

に
し

た

と

い
う

こ

と
は
、

か
れ

が
ギ

リ

シ

ャ
に
お
け

る
伝
統

的

ハ
ほ
　

な
教

育

・
教
養

(
パ
イ
デ

イ

ア
ー
)

を
尊

重

し
て

い
る

こ

と
を
表

わ
し

て

い
る

と
も
言

え

よ
う
。

そ

し
て
、

こ
の

こ
と

に
よ

っ
て

「
ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
倫
理

学
」

は

「
美

し

い
習

慣

と
教
養

を

そ
な

え
た

ひ

と
び

と
」

の
共

有
財

と
し

て
抵

抗

な
く

受

け
入
れ

ら

れ
る
こ

と

に
も
な

ろ

う
。

と

は

い
え
し

か
し
、
以

上

の
考
察

は

、
「
ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
倫

理
学
」
な

い
し
徳
論

の
着

手

の
箇
所

の

一
端

に

か
か
わ

る
も

の

で
し

か
な

い
。
E
・

N"
の
思

考

が

こ
こ
を
起

点

と
し

て
ど

の
よ

う

に
展

開

し

て

い
く

か
、
さ
し

あ
た

り
徳
論

に
お

い
て
実
践

知

の
問
題

が

ど

の
よ
う

に
解

明
さ

れ

て

い

　ま

く

か
、

と

い
う
問

題

に
か

か
わ

る
、
或

る
意

味

で

〈
現

象
学

的
〉

と

も
言

え

る
そ

の
思
考

の
筋
道

を

辿

る

こ
と
は
残

さ

れ
た
課
題

で
あ

る
。

註

(1
)

こ
の
点

に
つ
い
て
若
干

の
補
足
を
し
た

い
。

こ
う
し
た
小
論

の
意
図

の
背
景

に
は
行
為
論

の
優
勢
な
現
代

の
倫

理
学

の
問
題
状
況

に
対
し
て
根
本
的

に
批
判
し
た

い
気
持
ち
が
あ
る
。
筆
者

に
は
行
為
論
的
手
法
に
よ

っ
て
は
わ
れ
わ
れ

の
「
ひ
と
と
し
て
の
存
在
〕
の
真
実
は
捉
え
難

い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

と
は

い
え
、

こ
の
点

に
か
か
わ
る
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
三
者

の
徳
論

で
主
題
と
さ
れ
て

い
た
と
考
え

ら
れ
る
徳
概

念
を
正
確

に
理
解
す
る
こ
と
も
容
易
な
こ
と
で
は
な

い
。
こ
の
小
論

で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
E
・
N

の
徳
概
念
を
手
掛

か
り
に
、
そ
れ
を
理

解
す
る
い
わ
ば

一
つ
の
橋
頭
堡

を
確
保
す
る
の
に
終
始

せ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
。

こ
の
た
め
、
図
E
・
Nの
解
釈
論
と
し
て
見
れ
ば
、
こ
の
小
論
は
不
完

全
で
あ
る
と
言

わ
ざ
る
を
え
ず
、
E
・
N

全
体
を
見
透

か
せ
る
徳
論

の
視
点
を
確
保
す
る
課
題

を
果
し
た
と
は
言

い
難

い
。

こ
の
小
論

の
考
察
の
範
囲

に
限

っ
て
言
え
ば
、
E
・
N

第

一
巻
第
七
章

の
徳
概
念

の
導
入

の
箇
所
、

お
よ
び
同
巻
第
十
三
章

の
徳
概
念

の
規
定

の
箇
所

に
つ
い
て

「
人
柄
と
し
て



の
徳
」
ば
か
り
で
は
な
く
、

「思
考

の
働
き
と
し

て
の
徳
」
を
も
射
程

に
納

め
て
解
釈
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
E
・
N
に
お
け
る
魂
な

い
し
徳

の
二
区
分

の
問
題

の
根
を
見
定

め
る
こ
と
が
肝
要

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
の
根
は
深
く
、

「
ひ
と
と
し
て
の
存
在
」
の
真
実

へ
の
明
確
な
洞
察
を
必
要
と

す
る
。
将
来

の
課
題

と
し
た

い
。
行
為
論
に

つ
い
て
身
近
な
も
の
と
し
て
、
　
　

一
九
五
七
年
、

こ
の
書

に
は
菅
豊
彦
氏
の
訳
が
あ
る
。
『
イ
ン
テ

ン
シ

ョ
ン
』
産
業
図
書

一
九

八
四
年
。
黒
田
亘

『行
為

と
規
範
』
日
本
放
送
出
版
協
会

一
九
八
五
年
、
菅
豊
彦

『
実
践
的
知
識
の
構
造
』
勁

草
書
房

一
九
八
六
年
を
参
照
。
な

お
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
倫
理
学
の
成
立
位
相
の
問
題

に
つ
い
て
、
加
藤
信
朗

「
倫
理
学

と
は
何

か
」
、
日
本
倫
理
学
会
編

『倫
理
学
と
は
何
か
』
所
収
論
文

慶
応
通
信

一
九

八
八
年
を
参
照
。

(
2
)

拙
論
「

言
葉
の
力
或

い
は
言
葉

の
真
実

に

つ
い
て
ー
プ

ラ
ト

ン

『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』
篇

の
冒
頭
部

の
言
葉

(
　

)
ー
」
『都
立
大
学
人

文
学
報
』
第
二
〇

四
号

一
九
八
九
年
を
参

照
。

(
3
)

こ
の
箇
所

の
考
察

に
関
し
て
、

バ
ー

ニ
ェ
ト
か
ら
多
く
学

ん
だ
。
　
　

　
　
　

こ
の
論
文

に
は
神
崎
繁
氏

の
訳

が
あ
る
。

「
ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
と
善
き
人

へ
の
学
び
」
『ギ
リ

シ
ア
哲
学

の
最
前
線
Ⅱ

』
東
大
出
版
会

一
九
八
六
年
所
収
、
。
　

。

(
4
)
　

ω
㎝
・

(
5
)

バ
ー

ニ
ェ
ト
は

「実
践
知

(
　

)」
を
.
　

(
　

)
と
　
　

)

の
両
方

を
も
つ
こ
と
に
お
け
る
理
解

力
、
　

と
捉

え
て
、
た
ん
な
る
　

を
身

に
つ
け
て

い
る
場
合

の
知
な

い
し
信
念
、
　

　
か
ら
区
別
す
る

(上
掲
論
文

P
7
1)
が
、
そ
の
際
、
バ
ー

ニ
ェ
ト
が
重
視
す
る

「自
分

の
行
為

の
な

か
か
ら
導
出
さ
れ
る
」

「自
分
自
身
の
判
断
を
行
な
え
る
よ
う
に
な

っ
た
、

つ
ま
り
自
分
の
第

二
の
本
性

に
な

っ
た
」
状
態
ー

選
択

の
成
立
の
場
面
と
見
倣

さ
れ
る
ー

は

ま
だ
実
践
知
と
は
さ
れ
な

い
の
で
あ
る

(
　

)
。
し
か
し
と
す
れ
ば

、
「行
為
か
ら
知

に
到
る
」
道

(
　

)
は
実
践
知

に
ま
で
通
じ

て
い
な

い
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
的
な
考

え
方
と
同
じ
で
は
な

い
の
か

(
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
吟
味

に
立
ち
往
生

し
た

か
の

『
ラ
ケ
ス
』
篇

の

ラ
ケ
ス
が
思
い
出
さ
れ
る
)。

こ
の
点
に

つ
い
て
、
論
文

の
冒
頭

の
箇
所

で

『
メ
ノ
ン
』
篇

に
言
及

し
て
、
そ
の
問
題
設
定

と
の
対
照
と

い
う
仕
方

で
行

為

と
習
慣
を
重
視
す
る
E
・
N

独
自
の
思
考
が
開
か
れ
て
い
る
、
と
バ
ー
ニ
ェ
ト
は
考
え
て

い
る

(
　

)
よ
う
だ
が
、
そ
う
し
た
対
照
の
可
能

性

の
意
味

に
つ
い
て
は
再
検
討
を
要
し
よ
う
。
筆
者
自
身

は
、
E
・
N

の
思
考
に
お
い
て
問
題
は
、
選
択

を
焦
点

に
し
て
、

こ
の
選
択

の
成
立
に
行
為

と
同
様

に
何

ら
か
の
仕
方

で
実
践
知
も
介
在
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
道
を
探
り
た
い
が
、
こ
の
問
題
に
は
欲
求
と
理
性

の
問
題
、
そ
れ

に
と
も
な
う



か
の
徳

の
二
区
分

と
い
う
問
題
が
絡
ん
で
お
り
、
容
易

に
解
決
し
難

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
お
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
と
プ
ラ
ト

ン
を
対
照
す
る
と
い

う
点

で
、

こ
の
バ
ー

ニ
ェ
ト
論
文

の
冒
頭

の
箇
所
の

『
メ
ノ
ン
』
篇
言
及

の
意
味

の
重
要
性

に

つ
い
て
は
松
永
雄

二
氏

か
ら
教
え
て
い
た
だ

い
た
。

(6
)
　
　
　

'
一
九
八

一
年
　
　

(
7
)

問
題
は

こ
の
箇
所
を
ど
の
よ
う
な
射
程

と
文
脈

に
置

い
て
読
む
か
で
あ
る
。
例

え
ば
、
　

　

(
　
)
　
　

凸
　

N

(
8
)

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
」
、
日
本
西
洋
古
典
学
会
篇

『西
洋
古
典
学
研
究
X
X
Ⅳ

』

一
九

七
六
年
所
収
、
一
3-
2
1

日

頁

を
参
照
。

こ
の
論
文
に
は
加
藤
氏
自
身

の
独
訳
が
あ
る
。
　
　

　『都
立
大
学
人
文
学
報
』
第

二
〇

四
号

一
九

八
九
年
所
収
、
　

頁
を
参
照
。

(
9
)

こ
の
場
合
、
知

は
二
区
分
さ
れ
た
徳

の

一
方
、
「
思
考

の
働
き
と
し
て
の
徳
」
の
位
置

に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
「
人
柄

と
し
て
の
徳
」

の
問
題

か
ら
徳
論

に
着
手

し
た
場
合
、

そ
の
延
長
線
上

で
知
の
問
題

に
出
会

う
こ
と
が
な

い

(⑤
を
参
照
)
と
す
れ
ば
、

こ
う
し
た
考
察

の
仕
方

は
知
の
問
題

化
す
る
場
所
が
見

え
に
く
く
な
る
と
い
う
犠
牲
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
は
な

い
か
。
と
も
あ
れ
、
徳

の
二
区
分

の
問
題

が
か
か
わ
る
第
七
章

か
ら

第
十

三
章

へ
の
論

の
筋
を
ど
う
考

え
る
か
は
問
題

の
ま
ま
残

ろ
う
。

(
10
)
　

(
11
）

プ
ラ
ト
ン
の

『
ソ
フ
ィ
ス
ト
』
篇

の
な
か
に

「
訓
戒

(
　
）

と

い
う
教
育
法
が
言
及

さ
れ
て

い
る
。
　

(
12
)

さ
し
あ
た
り
、
E
・
N
Ⅱ
4誌

ま
で
の
有
徳
者

の
存
在
を
描

き
出
す
に
至

る
論

の
筋

が
念
頭

に
あ
る
が
、
有
徳
者

の
存
在

の
現
象

の
現
象
学
的
記
述
と

い
う
意
味

で
は
第
五
巻
ま
で
は
同
様

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

こ
う
し
た
考
察
方
法
の
特
徴
は
、
「
人
柄

と
し
て
の
徳
」
の
知
な

い
し
ロ
ゴ
ス

へ
の
非
顕
在

的
な
か
か
わ
り
と

い
う
E
・
N
1
3

の

「倫
理
的
な
事
象
」

の
設
定

の
仕
方
か
ら
窺
わ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
総
じ
て
E
・
N

全
体
の
「
倫
理
的
な

事
象
」
の
設
定

の
仕
方

か
ら
、
し
た
が
っ
て
、
「思
考

の
働
き
と
し
て

の
徳

」
論

に
お

い
て
も
、
さ
ら
に
、
徳
論
よ
り
論
究
の
位
相

が
深
ま
る
快
楽
論
と

友
愛

(ピ
リ
ア
)
論
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

付
記
、
E
・
N

の
訳
文
は
岩
波
版
ア

レ
ス
ト
テ

レ
ス
全
集

の

『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』

の
加
藤
信

朗
氏

の
訳
業

に
負

う
て
い
る
。

(
昭
和

五
十

年
本

学
博

士
課
程

修

了

・
東
京

都
立

大
学

人
文

学
部

助
教

授

)


