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ア
ク
ラ

シ
ア
(無

抑
制
)
と
知
識

『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
第
七
巻

か
ら

田

中

磨

智

は

じ

め

に

現
代

に
於

け

る
ア

リ

ス
ト
テ

レ
ス

『
無
抑

制
論

』

の
本
格

的

研
究

は
、

ク

ッ
ク

・
ウ

ィ

ル
ソ

ン

(
　

)

に
よ

っ
て
そ

の
端
緒

が
開

か
れ

た
。
我

々
に
と

っ
て
重

要

な
彼

の
論
点

を
要

約

す

る
と
、

『
ニ
コ

マ
コ
ス
倫

理

学
』
の
第
七

巻

に
於

て
、
例

え
ば

2
章

で
は

「
無
抑

制

」
は
存

在

し

な

い
と
す

る
所
謂

「
ソ
ク

ラ

テ
ス

の
説

」

が
否
定

さ
れ

て

い
る

に
も
拘

わ
ら
ず

、

3
章

で
は
結

局

「
ソ
ク

ラ
テ

ス

の
説

」

を
認

め
る

こ
と

と
な

っ

て

い
る
、

ま
た

3
章

の

「無

抑
制

」

の
説

明

は
第

七

巻

の
他

の
箇
所

、

ま
た
第

一
巻

や
第

九
巻

の
説

明

、

さ
ら

に
他

の
著
作

(主

に

『
エ
ウ
デ

モ

ス
倫

理
学
』
と

『心

魂
論

』
)
と
整

合

し
な

い
も

の
で
あ

り
、
第

七
巻

3
章

は

ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス
の
手

に
よ

る
も

の
で

は
な

い
、
少

な
く

と

も

ア
リ

(↓

(2
)

ス
ト
テ

レ
ス
本
来

の
考

え

を
示

す
も

の

で
は

な

い
、

と

い
う

も

の
で
あ

る
。

こ
う

し
た

彼

の
主
張

は
現

代

で
は
概

ね
否

定

さ
れ

て

お
り
、

ま

た
小

論
筆
者

に
も
受

入
れ

ら
れ

な

い
が
、

そ

の
見
解

が
認

め

ら
れ

な

い
と
し

た
場
合

で
も
、
第

七

巻

3
章

を
解
釈

す

る

に
際

し
、

問
題

の
中

心
点

を

示



す

も

の
と
し

て
重
要

で
あ
る

と
考

え
ら

れ
る
。

小
論

で

は
そ

の
大

半

が

『
ニ

コ
マ

コ
ス
倫

理
学

』
第

七
巻

3
章

の
解

釈

に

つ
い
て

の
議
論

に
費

や
さ

れ
る

こ
と

に
な

る
が
、

そ

れ
を

『
ニ
コ

マ

3
ス
倫

理
学
』

と

い
う

一
貫

し

た
脈
絡

の
も
と

で
行
う

と
同

時

に
、
所

謂

「
ソ
ク

ラ
テ

ス

の
説

篇

に
対
す

る

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
立

場

を
明

ら

か

に
す

る

こ
と
が
目

指

さ
れ

る
。

そ
し

て
そ

の

こ
と
を
内

容

に
即

し

て
言
う

な

ら
ば
、

「
為

す

べ
き

で
な

い
と
知

り

な
が

ら
も

そ
れ

を
為

す
」
と
さ

れ

る
無
抑

制

に
於
け

る
行
為

者

の
知

の
分

析

に
終
始

す

る

と

い
う

こ
と
で
あ

る
。

騨
、

無

抑

制

の

位

置

づ

け

無
抑

制

〈
ア
ク
ラ

シ

ア
〉
は

、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

の

『
エ
ー
ト

ス

(
人
柄

)
論

』

に
於

て
は
、

「
三
種

の
避

け

る

べ
き

も

の
ど
も
」
、
即

ち

「
悪

徳
」
、

「
無

抑
制

」
、

「
獣
性

」

の
中

の

一
つ
と

し

て
位

置

づ
け

ら

れ
て

い
る
。
他

方

こ
れ
ら
各

々
に
反
対

の
も

の
は

「徳

」
、

「
抑
制

」
、

「
我

々
を
超

え

た
、
何

か
英

雄
的

で
神
的

な

徳
し

で

あ
る

が
、

そ
れ

ら

の
内

で

「
徳

し
、

「
悪
徳

鳳
、

「
抑
制

」
、

「
無
抑

制

」

の
四
種

が
、

我

々

に
と

っ
て
当
面

重

要

な

「
人

柄
」

で
あ

る
。

(以

上
　

よ

り
)

第

二
～

五
巻

で
は

「
(人
柄

の
)
徳

」

お
よ
び

「
悪
徳

し
の
考
察

が
、
第

六
巻

で

は

「
知
的

徳
し

の
考

察

が
為

さ

れ
て

い
る
。

そ

し
て
第

七
巻

1

～

10
章

に
於

て
そ

れ
ら

を
引

き
継

ぐ
形

で

「無

抑

調
」

と

「
抑
制

」

に

つ

い
て
の
考
察

が
為

さ
れ

る

こ
と

に
な
る
。

「
徳

」

と

「
抑

制
」
、

「
悪

徳
」

と

「
無
抑

制

し

と
が
対

比

さ
れ

る
時

、
諸

々

の
個

別
徳

の
内

で
取

分

け

「
節
制

し

が

「徳

」

を
、

「
放
埒
し

が

「
悪
徳

」

を
代

表

す

る

こ
と

に

な

る
。

な
ぜ
な

ら
端
的

な

仕
方

で

(
　

)

「無

抑

制
」

と

さ
れ

る
も

の
は
、

「
節
制

」

と

「
放
埒
」
と

が
関

わ
る

の

と
正

に
同

じ

こ
と
、
即

ち
快

楽

を
生

み
出

す

も

の
の
内

、

人
間

の
生

の
営

み
に

「
必
要

不
可

欠

な
も

の
　

」
、

即
ち
食

や
性

な

ど
味
覚

と
触

覚

に
よ

っ
て
齎

さ
れ

る

肉

体
的

快
楽

に
関

わ

っ
て

い
る

の
で
あ

り

(
　

)
、

「
抑
制

」

に

つ

い
て
も
同
様

の
こ
と

が
言

え
る

か

ら
で
あ

る
。

節
制

の
人

が

「
言
葉

・
理

に
反

し

た
仕
方

で
快

を
覚

え
る

こ
と
が

な

い
扁
人

で
あ

る

の

に
対

し

て
、
抑

制

の
人

は

「
言
葉

・
理

に
反

し

た
仕
方



で
快

を
覚

え

る
が
、

そ
れ

に
よ

っ
て
動

か
さ

れ
る

こ
と

の
な

い
」
人

と

さ
れ

て

い
る

(
　

)
。

即
ち

「
抑
制

」

と
は
、

肉
体

的
快
楽

に
関

し

て
未

だ
内

に
葛

藤

を
残

し

て

い
る

の
で
あ

る
が
、

そ

れ

に
打

ち
負

か
さ
れ

る

こ
と

は
な
く

、

「
正
し

い
言

葉

・
理

(オ

ル
ト

ス

ロ
ゴ

ス
)
」

「
正

し

い
意

志
選

択
」

に
踏

み
止
ま

る

こ
と
を

言
う

。

で
は

「
放
埒
」

と

「無

抑
舗

」

と

は
ど

の
よ
う

な
仕

方

で
異

な

っ
て

い
る

の
で
あ

ろ
う

か
。

放
埒

の
人
は
意

志
選

択

し

て
、

即

ち

「常

に
現
前

の
快

を
追

求
す

べ
し
」

と
確
信

し

て
為

す

の
に
対

し

て
、
無

抑
制

の
人
は

そ
う

は
思

っ
て

・

い
な

い
に
も
拘

わ

ら
ず
、

目

の
前

に
在

る
快

を
追

い
求

め

て
し

ま
う
。
　

〉

放
埒

の
人

も
無
抑

制

の
人

も
、

「
正

し

い
言

葉

・
理
」

に
反

し

た
仕
方

で
肉

体
的

快
楽

を

「
過
剰

に
」
追

求
す

る
、

と

い
う
点

で

一
致

す
る
。

し
か

し
、
放
埒

の
人

が

「
そ

の
よ
う

な
快

楽

を
無
制

限

に
追
求

す

べ
し
と
信
念

を
持

っ
て

い
る
」
(
　

)
人

で
あ

り
、
確

信

を
も

っ
て
そ
れ

を

為

す

の

に
対

し

て
、
無
抑

制

の
人

に
そ
う

し
た

信
念

は
な

く
、

む

し
ろ

「
為
す

べ
き
で

な

い
こ
と

」
「
劣

悪

な

こ
と
」
と
思

っ
て

い
る

に
も
拘

わ

ら

ず

、

そ
れ
を
為

し

て

し
ま
う

。
無

抑
制

の
人

と

は

「
情
念

の
故

に
、
我

を
見

失

っ
て
正

し

い
言

葉

・
理

か
ら
逸

脱
す

る
人

」
(
　

)
、

「
(
正

し

い
)

意
志

選
択

か

ら
外
れ

て
」

為

す
人
、

「
か
く

か
く

し

か
じ

か
の

こ
と
を
為

す

べ
し
」

と

い
う

思

い
に
反

し

て
為

す
人

な

の
で
あ

る
。

二

、

「
軽

率

さ

」

の

無

抑

制

と

「
弱

さ

」

の

無

抑

制

単

に

「
為

す

べ
き

で
な

い
こ

と
と
知

り
な

が

ら
、

そ
れ

を
為

す
」

人
が
無

抑
制

の
人

な

の
で
は

な
く
、

彼

(彼
女

)

は

「
劣
悪

な

こ
と

と
知

っ

て

い
な

が
ら
、

情
念

の
故

に
そ
れ

を
為

す
」

(
　

)

の
で
あ

る
。

つ
ま

り

「情

念

の
故

に
　

」
と

い
う

こ
と
が
無

抑
鰯

に
本

質

的

で
あ

り
、

「端

的

な
意
味

で
無

抑
制

の
人
　

」

に
あ

っ
て

そ

の
情

念

と
は

「
欲
情

(
エ
ピ

チ

ュ
ー

ミ
ア
ご

を
意

味

す

る
。
肉

体
的

快
楽

に
関

わ

る
情

念

は

「
欲
情

」

だ
か

ら

で
あ
る

。



無
抑

綱

の
込
、

あ

る

い
は
抑
綱

の
人

に
於

け

る

「欲

情

」
は
そ

の

「
意

志
選

択
」
に
反

す

る
も

の
で

あ
る

(
　

)
。

「意

志

選
択

(プ

(3
)

ロ
ァ
イ

レ
シ
ス
)
」

と
は

「
運

動
が

そ

こ
か

ら
始

ま
る
ど

こ
ろ

の
各

々
の
行
為

の
始

ま

り
」
で
あ
り

(
　

〉
、

「我

々
の
力

の
及

ぶ
範

囲

に

あ

る

こ
と
こ

ど
も

に
関
わ

る
思
案

的
欲

求

」

(
　

)

と
規
定

さ

れ

〈
　

)
、

そ
の
定
義

に
於

て

「
思

案
」

を
内

含

し

て

い
る
。

「
思

案
」
と

い
う

こ
と
が

「
意
志

選
択

」
の
成

立

に
不
可

欠

で
あ

る
。

「
思
案

に
基

づ

い
て
判

定

さ
れ

た

(
　

)
も

の
が
、
意

志
選

択

さ
れ

る

も

の
扁

(
　

)

だ

か
ら

で
あ
る
.

「
思
案

(ブ

ー

レ
ウ

シ

ス
)
」
と
は
、

「
自
分

自
身

に
よ

っ
て
為

さ

れ
得

る

こ
と
ど

も
」
に
関

わ

る

「
思
考

(デ

ィ
ア

ノ
イ
ア
ご

で
あ

り
、

「
目
的

へ
と
関
係

づ

け
ら
れ

た

こ
と
ど

も
　

」
を

「
探
究

す

る
　

あ

る

い
は

「
思
量

(
ロ
ギ

ス

モ
ス
こ

す

る
と

こ
ろ

の
も

の
、

と

さ

れ
る

(
　

よ

り
)
。

即

ち

「目

的

を
立

て
た
上

で
、
如
何

に
し

て
、

何

に
よ

っ
て
実
現

す

る

か
を

考
察

す

る
」

(
　

)

の
が

「
思
案

」
な

の

で
あ

る
。

こ

の

「
思
案

」
と

の
関

係

で
無

抑

制

は

二
種

類

に
区
別

さ

れ

る
。

一
つ
は

「
軽
率

さ
　

」
の
無
抑

制
、

も

う

一
つ
は

「
弱

さ
　

」

の
無

抑
制

で

あ
る
。

「
軽
率

さ

」

と
は
、

「
予

め
思
案

す

る

こ
と
が

な

か

っ
た

が
故

に
、
情

念

に
よ

っ
て
引

き
ず

ら
れ

る
」

こ
と

を
言

い
、

「弱

さ
」

と
は

「
思
案

し

て

い
た

に
も
拘

わ
ら
ず

、
情
念

の
故

に
思
案

し

て

い
た
と

こ

ろ
の

こ
と

に
留

ま
ら
な

い
」
こ
と
を
言

う

(
　

〉
。

そ

し
て

コ

時
的

に
我

を
忘

れ

て
し

ま
う
人

々
　

」

つ
ま
り

「軽

率

さ
」

の
無

抑
制

を
為

す
人

々
と
、

「
言
葉

・
理

(
ロ
ゴ

ス
)

を
持

ち

つ

つ

も

、
そ

れ

に
留

ま

ら
な

い
人

々
」

つ
ま

り

「
弱

さ
」

の
無
抑
制

を
為

す

人

々
と
を

比

べ
て
、
後

者

の
方

が

よ
り
小

さ

な
情
念

に
よ

っ
て
負

か

さ
れ

る

人

々
で
あ

る
が
故

に
、
前

者

の
人

々
の
方

が

「
比
較

的

ま
し
」
と

さ
れ

て

い
る

(
　

〉
。

そ

れ
故

「
弱

さ
」
の
無
抑

制

の
方

が
無
抑

制
本

来

の
意
味

に
よ
り
近

い
と
思

わ
れ

る
。

と

い
う

の
も

「
普

通

の
人

々

(
　

)
な

ら
制
御

で
き

る
程

度

の

(弱

い
)
肉
体

的
快

楽

(
へ
の
欲

(
4
)

情

)
に
対

し

て
も
、

そ

れ

に
打

ち
負

か

さ
れ

る
」
の
が
無

抑
制

の
人

で
あ

る

か
ら

で
あ

る
。
逆

に

「
普
通

の
人

々
な

ら
屈

伏

し

て
し
ま

う
程

の

(強

い
)
肉
体

的
快

楽

(
へ
の
欲
情

)

に
対

し

て
、

そ

れ

に
打

ち

勝

つ
」

の
が
抑
制

の
人

な

の
で
あ

る

(
　

)
。



三

、

「
ソ

ク

ラ

テ

ス

の

説

」

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

に
拠

れ
ば

、

ソ

ク
ラ

テ

ス
は
、
知

識

が
人

の
内

に
あ

り
な

が
ら
何

か
そ

れ
以
外

の
も

の
が
知
識

に
打

ち
勝

ち
、

あ

た

か
も
奴

隷

の
よ
う

に
知

識

を
引

き
ず

り
廻

す

(
　

)
、

と

い

っ
た
考

え
は

「
恐

ろ

し

い

こ
と
　

」

で
あ

り
、
無

抑

制

は
存

在

し

な

い
と

し

て
、

そ
う

し

た

こ
と
が

あ
る

と
す

る
議
論

に
対
し

て
全

面
的

に
戦

い
を
挑

ん
だ
。

何

人

と
言

え
ど
も

最
善

の
こ
と

と
判
断

し

な
が

ら
、

そ
れ

に
反

し

て
為
す

者

は
な
く

、
為

す

と
す

れ
ば
無

知

の
故

(
　

)
、

と
す

る

の
が

そ

の
理

由

で
あ

る

(
　

)
。

こ
の
所
謂

「
ソ
ク

ラ
テ

ス

の
説

」

に
対

す
る

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
見
解

と

は
ど

の
よ
う

な

も

の
で
あ

ろ
う

か
。

ま
ず

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
が

「無

抑
制

」
と
言

わ
れ
得

る
事

態

の
存
在

す

る

こ
と
を

認

め
て

い
る

の
は

は

っ
き
り

し

て

い
る
。

「
こ

の
議

論

(
ソ

ク

ラ

テ

ス
の
説
)

は
人

々

の
目

に
顕
わ

な

こ
と

ど
も

(
　

)
と
明

ら

か

に
抵

触

す
る
」

(
　

)
か

ら
で

あ
る
。

し

か
し

問
題

は

む
し

ろ
3
章

の
終

わ

り
近
く

で
次

の
よ
う

に
述

べ
ら
れ

て

い
る

こ
と

に
存

し

て

い
る
。

終
極

の
項

は
普

遍

的

な
も

の
で

は
な

く
、

ま
た

一
般
項

と
同
様

の
仕

方

で
知
識

を
齎

す

も

の
で
も

な

い
と
思

わ

れ
る

が
故

に
、

ソ
ク

ラ

テ
ス

の
求

め
て

い
た

こ
と

も
ま

た
帰
結

し

て
く

る
よ

う

で
あ

る
。
な

ぜ
な

ら
勝
義

に
於

て
知
識

で
あ
る

と
思

わ
れ

る

も

の
が
現
存

す

る

に
も
拘

わ

ら
ず

、

(無
抑

制

と

い
う
)
情

態

が
生

じ
る

の

で
は
な

く
、

ま

た
そ

の
よ
う

な
知

識

が
情
念

の
故

に
引

き
ず

り

廻

さ
れ

る

の
で
も

な

い
の

で
あ

り
、
そ

こ

に
在

る
の

は
感

覚

的

(知
識

)

だ

か
ら

で
あ
る
。
　

〉

立

ち
入

っ
た
解
釈

は
今

暫

く
横

に
置

く

と
し

て
も
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
の
無
抑

制

理
解

が
単

純

な
仕
方

で

「
ソ
ク

ラ
テ

ス
の
説

」

と
対
立

す

る
も

の

で
は
な

く
、

「
知
識

に
反

し

て
為

す

こ
と
」
が

あ
り

得

る

の
か
否

か
を
廻

っ
て

の
議

論

は
、

そ

こ
で
言

わ

れ
る

「
知

識

§
詠
§

噺
」
を

ど

の
よ
う



な
意
味

で
理
解

す
れ
ば

よ

い
の
か

の
問

題

に
収
敷

し

て
来

る
、

と

い
う

こ
と
が

こ

こ
に
引

用

し
た
文

面

か
ら
読

み
取

れ

る
で
あ

ろ
う

。

四

、

「
知

識

」

に

反

し

て

為

す

こ

と

無

抑
制

の
人

と

は

「
劣

悪
な

こ

と
と
知

り

な
が

ら
、
情
念

の
故

に
そ

れ
を
為

す
」

(
　

)

人

の

こ
と
で

あ
り
、

こ
れ
は

a
劣

悪

な

こ
と
と
知

り
な

が

ら
為
す

。

凧

情

念

の
故

に
為

す
。

と
分

析

さ
れ

る
が
、

或

る
行
為

が
無

抑
制

で
あ
る

に
は
、
a
.と
凧

の
両
者

を

満

た
し

て

い
な

け

れ
ば

な
ら

な

い
の
で

あ
る
。

ま
ず
a
.の
方

か
ら
考

察

す
る

こ

と
と
し

よ
う
。

砿
は

「為

す

べ
き

こ

と
」

あ

る

い
は

「為

す

べ
き

で
な

い
こ
と
」

に

つ
い
て

の

「
知
識

に
反

し

て
為

す
」

こ
と

と
し

て

把

え
ら

れ
る
。

「
知
識

」

と
は

「
普
遍
的

な

も

の
　

に
関

わ
る
把

握

・
判
断

(
　

)

で
あ

る
が

(
　

)
、

第

七

巻

3
章

で

は

「
我

々
は
知

識

し
て

い
る

と

い
う

こ
と

を
二
重

の
仕
方

で
語

っ
て

い
る
し
と

し
て
、

「
知

識
し

て

い
る
　

と

い
う
言

葉

の

二
義

性

が
指
摘

さ
れ

て

い
る
。
即

ち

「
知
識

を
所
有

し
て

い
る

が
、

そ
れ

を
使
用

し

て

い
な

い
人

」
も

「
(知

識

を
所
有

し
、
且

つ
)
そ

れ
を
使

用

し

て

い
る
人

」
も

同
様

に

「
知
識

し

て

い
る
」

と
語

ら
れ

る

の
で
あ

る
。

そ
れ

で

「為

す

べ
き

で
な

い
こ
と

ど
も
」

に
関

す

る

「
知

識
」

を
所

有

し

て

い
て

も
、
そ

の

「知

識

」

を

「
現
実

に
働

か
せ
、

事
態

を
注

視

し

つ

つ
」

も

「為

す

べ
き

で
な

い
こ
と
」

を
為

す

こ
と

と
、

そ
う

せ
ず

に
為

す

こ
と
で

は
大

い
に
異

な

っ
て

お
り
、
前

者

の
場

合

に

「
知

識

に
反

し

て
為

す

」

こ
と
が

あ
る

と
す

れ
ば

、

そ
れ

は

「
恐

る

べ
き

こ
と
し

で
あ

る

が
、
後

者

の
よ
う

な
場
合

で
あ

れ
ば

そ
う

で
は

な
く
現

に
あ
り
得

る
、

と
さ
れ

る
。

(
　

)



さ

て

「
知
識

を
所

有

し

て

い
る
が
、

そ

れ
を
使

用

し

て

い
な

い
」

と

は
、
具

体
的

に
は
ど

の
よ

う
な
行

為
者

の
知

の
在

り
方

と
し

て
解

明

さ

れ

る

の
で

あ
ろ
う

か
。

以
下

の
よ
う

な
説

明

が
引

き
続

い
て
為

さ

れ
る

。

(実

践
的

推
論

に
於
け

る
)
前

提
命

題

(
　

に
は

二

つ
の
種

類
、

普
遍

的

(
　

)
前

提
命

題

と
個

別
的

(
　

)
前
提

命

題

と
が
あ

る
。

行
為

者

が
両
方

の
前

提
命

題

を
持

っ
て
お

り
、

そ

の
内

の
普

遍
的
前

提

命
題

を
使

用

し

て

い
る

と

し
て

も
、
個

別
的

前
提

命
題

の
方

を
使

用

し

て

い
な

い
と
す

る
な

ら
、

「
知
識

に
反

し

て
為

す
」
と

い
う

こ
と
を
何

ら
妨

げ

る
も

の
で

は
な

い
。

そ

し
て
前
提

命

題

の

一
般

項

(
　

)
に
は
、
行

為
者

自
身

に
関

す

る
も

の

(
　

)

と
事

柄

に
関
す

る

も

の

(
　

)

と
が

あ

る

(
　

)

。

そ

し

て
そ

の

一
例

と
し

て

「乾

燥

し
た
食

物

は
、

全

て

の
人

間

に
と

っ
て
有

益

で
あ

る
」

と

い
う
普

遍
命

題

が
挙
げ

ら

れ
、

こ
れ

を
前
提

命

題

の

一
つ
と
す

る
推

論

に
即

し
た
説

明

が
為

さ
れ

る

の

で
あ

る

(
　

)
。

そ
れ
を

図
式

的

に
表

わ
し

て

み
よ
う
。

前
提

命
題

i

(普
遍

命

題
)

乾

燥

し
た
食

物

は
、
全

て

の
人

間

に
と

っ
て
有

益

で
あ

る
。

前
提

命
題

"11
-
a

わ
た

し
は

人
間

で
あ

る
。

前
提

命

題
・11
-
b

か
く

か
く

し

か
じ

か
の
食
物

は

乾
燥

し

て

い
る
。

前
提

命
題

…m

(個
別

命

題
)

こ

の
も

の
は

か
く

か
く
し

か
じ

か

の
食

物

で
あ

る
。

前

提
命

題

i
～

"11
を
使

用

し

て

い
て
も
、

前
提
命

題

…m
即
ち
個

別
命

題

を

「
有

し

て

い
な

い
　

と

あ

る

い
は

「
現
実

に
働

か
せ

て

い
な

い

　
な
ら
ば

「
知

識

に
反

し

て
為

す
」
と

い
う

こ
と

が
あ

り
得

る
と

さ
れ

る
。

「
行
為

の
対

象

(
　

)
は
個

別
的

な
事

柄

」
(目
に

討
ω

ム

)
だ

か
ら

で
あ

る
。

「
知
識

に
反
し

て
為

す
」

と

い
う

こ
と

が

こ
の
よ

う
な
仕

方

で
説

明

さ
れ

る
時
、

「
個

別
的

な
事
柄

」

に
関

す

る
知

を
持

っ
て

い
な

い
、

あ
る

い

は
現
実

に
働

か

せ
て

い
な

い
と

い
う

こ

と
が
、

そ
れ

に

つ
い
て

「
知

り

つ
つ

ミ
§

」
為

す
行
為

者

の
知

を
意
味

し
得

な

い
と
す

る
な

ら
、

そ

の
行



為
は
「本
意
的
　

」
に
為
さ
れ
た
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
場
合
そ
れ
は
「非
難
の
対
象
監

智
註

と
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
(
　

　
)
。

し

か
し
無

抑

制

の
行
為

は

「
非

難

の
対

象

」
と
な

る
も

の

で
あ
り

(
　

)
、

従

っ

て

「本

意
的

」

に
為

さ
れ

る

こ
と

で
な

け
れ
ば

な

ら

な

い
　

)
。

そ

こ

で

「
知

識

に
反

し

て
為

す
」

と

い
う

こ
と
が
、

個
別

命
題

を
①

有

し

て

い
な

い
場
合
、

②
有

し
て

い
て
も
現
実

に
働

か
せ

て

い
な

い
場

合
、

の
二

つ

の
場
合

に
起

こ
り
得

る

と

し
て
も

、
①

の
場

合

に
は

ど

(5
)

う
し
て
も

「本
意
的
」
に
為
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
無
抑
制
の
説
明
と
し
て
は
②
の
場
合
の
み
が
残
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

五
、
無

抑
制

の
人

の
実

践

的
推

論

無
抑
制
の
人
が
自
己
の
行
為
を

「知
り
つ
つ
」
つ
ま
り

「本
意
的
」
に
為
し
て
い
る
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
解
答
は
無
抑
制
が
起
こ
る
原
因
に
関
す
る

「事
柄
の
本
性
に
即
し
た
仕
方
で
の
暮
器
簿
身
」
説
明

(
　

)
に

{
6
)

よ

っ
て
与

え
ら

れ
る

こ
と

に
な

る
。

一
方

に
普

遍
的

判
断

が
あ

り
、

他

方

に
個
別

的

な
事
柄

に
関

わ

る
判

断

が
あ

っ
て
、

既

に
感
覚

知

が

そ
れ

ら

に
支

配
的

で
あ
る
。

そ

れ

ら
の

判
断

か

ら

一
つ
の
判

断

が
生

じ
る
時

、

そ

こ

に
於

て
心

・
魂

は
そ
れ

を
肯

定

し
、

そ

の
判

断

が
行

動

に
関

わ
る

も

の
で
あ

る
場
合

に
は
即

座

に
為

す

こ
と

が
必
然

で
あ
る
。

例

え
ば

も

し
、

「甘

い
も

の
は
全

て
味

わ

う

べ
し
」
と

い
う
普
遍

的

判
断

と
、

個
別

の
事

柄

に
属

す
る

あ

る

一

つ
の
も

の

に

つ
い
て

「
こ
れ

は
甘

い
」

と

い
う
判

断

と
が

あ

り
、

為

す

こ
と

が
可
能

で
あ

り
妨

げ

ら

れ
な

い
な

ら
ば
、

同
時

に
そ
れ

を
為

す

こ
と
が
必

然

で
あ

る
。
　

〉

?
)

「
甘

い
も

の
は
全

て
味

わ

う

べ
し
し

は
放
埒

の
人

の
有

す
る
普

遍
的

判
断

(
　

)

と
考

え

ら
れ
、

こ
の
普
遍

的
判

断

を
持

つ
行



為

者

に
於

て
、

「
こ

れ
は
甘

い
」
と

い
う

「
個
別

の
事

柄

」
に

つ
い
て

の
判
断

が
成

立

し
た
時

に
は
即
座

に
そ
れ

を
為

す
、

つ
ま

り
結
論

「
こ
れ

を

味

わ

う

べ
し
」

が
直
接

行
為

と
な

っ
て
出

て
来

る

の

で
あ

る
。

こ
の

よ
う
な

推
論

が
所

謂

「
実
践

的

三
段
論

法
」

で
あ

り
、

そ

れ

に
引

き
続

い
て

無

抑
制

が
如

何

な

る
仕
方

で
起

こ
る

の
か

の
説

明

へ
と
入

っ
て

ゆ
く
。

そ
れ

で
、

一
方

に

(甘

い
も

の
を
)

味

わ
う

こ

と
を
妨
げ

る
普

遍

的
判

断

が

(心

・
魂

に
)

内
在

し
、

他
方

に

「
全

て

の
甘

い
も

の
は
快

く
、

　　
　

こ
れ

は
甘

い
」

と

い
う
判

断
1

こ

の
判

断

が
現
実

に
働
く

の
で
あ

る
が
ー

と
が

あ

り
、

且

つ
丁
度

そ

こ

(心

.
魂
)

に
欲

情

が
内
在

し

て

い
る
場
合

に
は
、

一
方

の
判

断

は

「
こ
れ
を
避

け

よ
」

と
言
う

が
、

欲
情

の
方

が

(行
為

者

を
)

誘
導

す

る
。

そ
れ

と

い
う

の
も
欲
情

は

身
体

諸
部

分

の
各

々
を
動

か
す
力

を
持

っ
て

い
る

か
ら

で
あ

る
。

〈
一
一
幽
刈
鋤
ω
一
1
ω
㎝
〉

こ
こ

で
言

及

さ
れ

て

い
る
無
抑

制

が

「
弱

さ
」

で
あ

る

と
し
た
場

合
、

行
為

に
先

立

つ
何

ら

か

の

「
思
案

」

が
な

け
れ
ば

な

ら
な

い

(
「
二
、
」
参

照

)
。

そ
し

て
そ

の

「
思

案

」

に
よ

っ
て
得

ら

れ
た
結

論

が

「
(
甘

い
も

の
を
)

味

わ
う

こ
と

を
妨
げ

る
普

遍
的

判

断
」

で
あ

る

こ
と

に
な

る
で
あ

ろ
う
。

上

の
説
明

に
於

け

る

二

つ
の
推

論

を
図
式

的

に
示
し

て
み

よ
う
。

〈
1
>

イ

(甘

い
も

の
を
)
味

わ

う

こ
と
を
妨

げ

る
普

遍
的

判
断

ロ

(
「
こ
れ

は
甘

い
」

(個

別
的

判
断

)
)

ハ

「
こ
れ

を
避

け
よ

」

(結
論

)

非

行
為

〈
2
>

イ

「
全

て

の
甘

い
も

の
は
快

い
」

(普
遍

的
判

断

)



ロ

「
こ
れ

は
甘

い
」

(個

別

的
判

断
)

ハ

(
「
こ
れ

は
快

い
」

(結
論

)
)

11

(
こ
れ
を
味

わ
う
)

行
為

〈
1
>

の

ロ
.「
こ
れ

は
甘

い
」
は
、

本
来

〈
2
>

の

ロ
.と
し

て
述

べ
ら

れ

て

い
る

も

の
で
あ

る

が
、

「
こ
れ

を
避

け

よ
」

(
〈
1
>

の

ハ
)
が
結
論

と
し

て
出

て
来

る

に
は
そ

の
判

断
が

必
要

と

な

る
。

さ

て

「
(甘

い
も

の
を
)
味

わ

う

こ
と

を
妨
げ

る
普

遍
的

判

断
」

(〈
1
>
の
イ
)
は
放
埒

の
人

の
有

し
得

な

い
も

の
で

あ
る

が
、

「全

て

の
甘

い

も

の
は
快

い
」

(
〈
2
>

の
引
)

の
方

は

む
し

ろ
放
埒

の
人

に
必
要

な
判

断

で
あ

る
。

を
ぜ

な

ら
放
埒

の
人

の
根

本

原
則

が

「常

に
現
前

の
快

を

追

求
す

べ
し
」

で
あ

る

と
し
た

場
合

(
　

)
、
普

遍
的

判
断

「
甘

い
も

の
は
全

て
味

わ
う

べ
し
」
を
有

す

る

に
到

る

に
は
、

「
常

に
現

前

の
快

を
追

求

す

べ
し
」
を
大
前

提

と

し
、

「全

て

の
甘

い
も

の
は
快

い
」
を
小
前

提

と
す

る
推

論

が
な

け
れ
ば

な

ら

な

い
か
ら

で
あ

る
。
今

そ

の
推
論

を

図
式
的

に
示

し

て
み
た

い
。

〔
推
論

1
〕大

前
提

(根

本

原
則

)

「常

に
現
前

の
快

を
追

求

す

べ
し
」

小
前
提

「全

て

の
甘

い
も

の
は
快

い
」

結

論

「
(現
前

の
)
甘

い
も

の
は
全

て
味

わ
う

べ
し
」

く

普
遍

的
判

断

(大
前

提

)

「
(現

前

の
)

甘

い
も

の
は
全

て
味

わ

う

べ
し
」

個
別

的
判

断

(小
前

提

)

「
こ
れ

は
甘

い
」



結

論

(
「
こ
れ
を
味

わ

う

べ
し
」
)

ー

(
こ
れ
を
味

わ

う
)

行
為

〔推

論

H
〕
は
所

謂

「実

践

的

三
段
論

法
」
型

に
、

〔推

論

1
〕
は

「
思
案
」
型

に
属

す

る

と
考

え
ら

れ
る
。
放
埒

の
人

に
は

「
意
志

選
択

」

が

す
　

あ

り

(二

幽
O
げ
N
b。
レ
顧
O
げ
N
㌣
ω
p
一
嵩
冨

切
為
)
、

従

っ
て
そ
れ

が
基

づ
く

「
思
案

」

が
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
の
で
あ

る

(
「
二
、
」
参

照

)
。

こ
の

様

に

〔
推
論

1
〕

を

「
思
案

」
型

、

〔
推
論

H

〕
を
所

謂

「
実

践
的

三
段

論
法

」
型

の
推

論

と
し

て
捉

え

る
時
、

「
思
案

」

に
よ

っ
て
得

ら
れ

た

　む

結

論

が
、
所

謂

「
実
践

的

三
段
論

法

」

の
大

前

提

と
な

る
。

無

抑
制

の
人

(「
弱

さ
」

の
)

に
於

て
は
、

「
思
案

」

に
基

づ

く

「
(甘

い
も

の
を
)
味

わ

う

こ
と

を
妨
げ

る
普

遍
的

判

断
」
が
在

っ
て
も
、

そ
れ

を
大

前
提

と

す

る
所

謂

「
実

践
的

三
段

論
法

」

は
成
立

せ
ず

(
〈
1
>
)
、

「
全

て

の
甘

い
も

の
は
快

く
、

こ
れ
は
甘

い
」

(〈
2
>

の

イ

ロ
)

を
前

提

と
し

て
、

そ

こ

か
ら
導

か

れ
る
結

論

「
こ
れ

は
快

い
」

が
行
為

と

な

っ
て
出

て
来

る

(〈
2

>

の

ハ
)
。

し

か
し

そ

の
よ
う

な
事

態

へ
と
到

る

に
は
、

そ

の
時
、

〈
3
>

丁
度

そ

こ

(
心

・
魂

)

に
欲

情

が
内
在

し

て

い
る
。

の
で
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

「身

体
的

諸
部

分

の
各

々

を
動

か
す
力

を

持

つ
」

(
目
ミ
9
ω
a)

も

の
、

「
言

葉
あ

る

い
は
感

覚

が

『快

い
』

と
告
げ

さ

え
す

れ
ば

、
そ

れ

を
享

受

す

る

こ
と

へ
と
突

き
進

ん

で
行
く

」

(H
一
お

鋤
ω
蒔
-
ω
㎝
)
も

の
が

「
欲
情

」
な

の
で
あ

る
。

か
く

し

て
無

抑
制

の
行
為

が

「
本

意
的

」

と
さ

れ
得

る

の
は
、
推

論

〈
2
>

が

言

わ
ば

完

全

な
仕
方

で
成

立

し

て
お

り
、

そ

こ
に
於

て
個
別

的

判
断

「
こ
れ

は
甘

い
」

が

「現

実

に

　　
　

働

い
て

い
る
」

か
ら

で
あ
る
。

無

抑
制

の
行

為

は
推
論

〈
2
>

に
於

て
個

別
的

判
断

「
こ

れ
は
甘

い
」

が

「
現
実

に
働

い
て

い
る
」

が
故

に
、

そ

の
推
論

か
ら
出

て
く

る
行
為



は

「本

意

的
」

で
あ

り
、

従

っ
て

「
非
難

の
対

象

」

と
な

る
。

し
か

し
無
抑

制

の
人

は
単

に

そ

の
行

為

を

「
本

意
的

」

に
為

す

の
で
は

な
く

、

そ

の
行

為

が

「
為

す

べ
き

で
な

い
こ
と
」

と
何

ら

か

の
仕

方

で

「
知

り

つ

つ
」
為

す

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

そ

し

て
そ

の
こ

と
を
告
げ

る

の
が

推
論

〈
王
〉

の

「
(甘

い
も

の
を
)
味

わ
う

こ
と

を
妨
げ

る
普

遍
的

判
断

」
な

の

で
あ

り
、

そ
こ

に
於

て
と

も
か

く
結
論

「
こ
れ
を
避

け

よ
」
が
導

き
出

さ
れ

て

い
る
。

「
四
、
」
で
紹
介

さ
れ
た

テ

ク
ス

ト

の
部

分

(
　

)
を
振

り
返

っ
て
み

る
と
、

そ

こ
で

は

「
(実

践
的

推
論

に
於

け

る
)
前

提
命

題

に
は

二

つ
の
種

類
、
普

遍

的
前

提
命

題

と
個
別

的
前

提
命

題

と
が

あ

る
。
行

為
者

が
両

方

の
前
提

命
題

を

持

っ
て

お
り
、

そ

の

内

の
普
遍

的
前

提
命

題

を
使

用

し
て

い
る

と
し

て
も
、

個
別

的
前

提
命

題

の
方

を
使

用

し

て

い
な

い
と
す

る
な

ら

『知

識

に
反

し

て
為

す
』

と

い

う

こ

と
を
何

ら
妨
げ

る

も

の
で

は
な

い
"
と

あ
り
、

「
知

識

に
反

し

て
為

す

」
こ
と
が

「普

遍
的

前
提

命

題

を
使
用

し

て

い
る
と

し

て
も
、
個

別
的

前

提
命

題

の
方

を
使
用

し

て

い
な

い
　

と

と

い
う
仕

方

で
起

こ
り
得

る

と

い

っ
た
説

明

と

な

っ
て

い
る
。

こ

の
説

明

が
無

抑

制

の
行
為

に

つ
い
て

も
適

用

さ

れ
得

る
と

し
た
場

合
、

推

論

〈
1
>

に
於

て
個

別
的

判
断

「
こ
れ

は
甘

い
」

を

「
現
実

に
働

い
て

い
る
」

と
す

る

こ
と
は

出
来

な

い
が
、

「
(甘

い
も

の
を
)
味

わ

う

こ
と

を
妨
げ

る
普

遍
的

判
断

」

の
方

は

「
現
実

に
働

い
て

い

る
」
と
し

て
も
差

し
支

え

な

い
。

否
、

そ

れ

ど
こ

ろ
か
普

遍
的

判
断

が
何

ら

か

の
仕
方

で

「
現
実

に
働

い
て

い
る

(使

用

し

て

い
る
ご

の
で

な
け

れ
ば
、

個
別

的
判

断

が

「
現
実

に
働

い
て

い
な

い
」

と

す

る
こ

と
自

体
何

の
意

味

も
成

さ

な

い
こ

と
に
な

る

で
あ

ろ
う
。

そ

し
て
普
遍

的

判
断

が

「
現
実

に
働

い
て

い
る
し

か

ど
う

か
は
、

如
何

な

る
仕
方

で
あ
れ

「
こ
れ
を

避
け

よ
し

と

い

っ
た
判
断

が

行
為
者

霞
身

に
よ

っ
て
為

さ

れ
て

い
る

か
否

か
、

に
よ

っ
て
し

か
決

め
ら

れ
な

い
の
で
あ

る
。

六

、

「
勝

義

に

於

け

る

知

識

」

と

「
感

覚

的

(
知

識

)
」

無

抑
制

と

は
、
行

為

が
そ

こ

に
於

て
あ

る

「
個

別
的

な
事

柄
」

に
関

わ

る
判
断

の

一
つ
が
、

丁
度

そ

の
時
行

為
者

の
心

・魂

に

「情

念

(欲
情

)
」

が
内

在

し

て

い
る

(〈
3
>
)
こ
と

に
よ

っ
て
、

「
為

す

べ
き

こ

と
」

あ

る

い
は

「
為
す

べ
き

で

な

い
こ
と
」

を
告

げ

る
普
遍

的
判

断

と
直
接

結
び

つ



か
ず

(
〈
1
>
)
、

そ

の
判

断

に
反

す

る
行
為

を
齎

す
別

の
普

遍

的
判

断

と
連
動

し

て
働

く

(〈
2
>
)
こ
と

に
よ

っ
て
生

じ

る
も

の
、

と
す

る

の
が

ア

リ

ス
ト
テ

レ

ス
の
説
明

で
あ

る
。

で

は

こ
の
説
明

と
、

「
知

識

に
反

し

て
為

す
」
こ

と
は
あ

り
得

ず
、

無
抑

制

は
存
在

し
な

い
と
す

る

「
ソ

ク
ラ

テ

ス
の
説
」
と
は

ど
う
関

係

す

る

こ
と

に
な

る

の
で
あ

ろ
う

か
。

3
章

13
節

以
下

(
　

)

を
ω
　

に
分
割

し

て
順

に
見

て
ゆ

き
た

い
。

ω

最
終

の

(前
提

)
命

題

は
、

感
覚

知

の
対
象

と
な
る

も

の

に
関

わ

る
判
断

で

あ
り
、

ま

た
各

々

の
行
為

を
支

配
す

る
力

を
有

す

る
も

の

で
あ
る

か
ら
、

(無

抑
制

の
人

は

)
こ
の
命
題

を
情

念

の
最

中

に
あ

っ
て
持

っ
て

い
な

い
か
、

あ

る

い
は
持

っ
て

い
る
と
し

て
も

「
知
識

し

て

い
る
」

と

い
う
仕
方

で
持

っ
て

い
る

の

で
は
な

く
、
既

に
言
及

さ

れ
た

よ
う

に
、

丁
度

酒

に
酔

っ
た
人

が

エ
ム
ペ
ド

ク

レ
ス

の

一
節

を

「
言

う

」
と

い

っ
た
仕
方

で
持

っ
て

い
る

の

で
あ
る
。
　

〉

「
最

終

の

(前
提

)
命

題
　

」

は
普

通
、
実

践

的
推

論

に
於

け

る
個

別
命

題

(小
前

提

)
と
解

さ
れ

て

い
る
。

そ
れ

に
対

し

て

D

・
チ

ャ
ー

ル
ズ

は
実

践

的
推

論

に
於

て
最
終

的

に
導

き
出

さ

れ
た
結

論

を
意
味

す

る
、

と

い
う
解

釈

を
提
出

し

て

お
り
、

こ

の

こ
と
を

「
四
、
」

の
例

(
　

)

に
即
し

て
考

え
た

場
合

、
伝

統
的

解
釈

に
従

う

な
ら

「
こ
れ

は
甘

い
」

(〈
1
>

の

ロ
)

と

い
う
個
別

的

判
断

(命
題

)

が

「
最

終

の
前

提

(命
題

)
」

で
あ

る

こ
と

に
な
る

が
、

D

・
チ

ャ
ー

ル
ズ

は
結

論

「
こ
れ
を
避

け

よ
」

(〈
1
>

の

ハ
)
が

「
最

終

の

(前

提

)
命

題

」

(12
)

で
あ
る

と
主
張

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

テ

ク

ス
ト
で

は
、
無

抑
制

の
人

は
こ

の

「
最

終

の

(前

提

)
命
題

」

を
①

持

っ
て

い
な

い
、
あ

る

い
は
②

持

っ
て

い
て

も

「知

識

し

て

い
る
　

と

と

い
う
仕

方

で
は

な
く

「
言

う

奮

§
」

と

い
う

仕
方

で
持

っ
て

い
る
、

と
説

明

さ

れ

て
お

り
、

後
者
②

の

「言

う
」

と

い
う

こ

と
に
関

し

て
は
、

既

に
次

の
よ

う
な

こ
と
が
述

べ
ら
れ

て

い
た

の
で
あ

る
。

知
識

か
ら

出

て
く

る
言
葉

を

「言

う
」
と

い
う

こ
と

は
、

(
知
識

し

て

い
る

こ
と

の
)
何

ら
証

と
は
な

ら

な

い
。

な

ぜ
な

ら
そ

れ
ら
情

念

に
於



て
あ

る
人

々
も
、
論

証

や

エ
ム
ペ
ド

ク

レ
ス

の

一
節

を

「書

う

」

の
で
あ

り
、

ま

た
学
び

初

め

の
人

々
も
言

葉
を

つ
な
ぎ
合

わ

せ

て
語

り

は

す

る

が
、
未

だ

「
知

る

」
に

は
到

っ
て

な

い
か
ら

で
あ

る
。

(知
識

す

る

に
は
、

そ
れ

ら

の
言
葉

と
)
共

に
自

ら
自

身

が
育

っ
て
ゆ

か
な

け
れ

ば

な

ら
ず
、

そ

れ

に
は
時
間

を
要

す

る
。

そ
う

い
う

訳

で
、
丁

度
芝

居

を
演

じ

る
人

々
が
台

詞

を
「
書

う
」
よ
う

な
仕
方

で
、
無
抑

制

の
人

々

も

「言

う
」

と
見

徹

さ
な

け
れ

ば

な
ら

な

い
。

〈
　

　
　

も
し

こ
こ

で
言

及

さ

れ
て

い
る

「
言

う
」

が
先

に
引

用
し

た

テ
ク

ス
ト

の
説
明

に
於

け

る

「言

う

」

と
同

一
の
事

態

を
指

し

て

い
る

と
す

る
な

ら
、

「
最
終

の

(前
提

)
命
題

」
は
単

に
個

別
命

題

を
意
味

す

る

の

で
は
な

い
こ
と

に
な

る
。

無
抑

制

の
人

は

「
知

識

か
ら
出

て
く

る
言

葉

を

『
言
う

』
」

の

で
あ

り
、

個
別

命
題

(小

前
提

)

の

み
を
指

し

て

「
知

識

か
ら
出

て
く

る

(
　

)
言
葉

」

と
す

る

こ
と

は
出
来

な

い
か

ら

で

あ
る
。

そ

こ

で
D

・
チ

ャ
ー

ル
ズ

の
主
張

す

る
よ

う

に

「
最
終

の

(前
提

)
命

題

し

を
実
践

的
推

論

に
於

け

る
結

論

と
解

し

た
方

が
よ

い
よ

う

に

思

わ
れ

る
が
、

そ

の
結

論

と

は
あ
く

ま

で
個
別

命
題

を
介

し

て
導

か

れ
る

も

の
な

の
で
あ

る
。

引

き
続

い
て
テ

ク
ス

ト

の
後

半
部

分
②

を
見

る

こ

と
と
し

よ
う

。

②

そ
し

て
終
極

の
項

は
普

遍
的

な

も

の
で

は
な
く

、

康
た

一
般
項

と
同
様

の
仕
方

で
知
識

を
齎

す

も

の
で
も

な

い
と
思

わ

れ
る
が

故

に
、

ソ

ク
ラ

テ
ス

の
求

め

て

い
た

こ
と

が
帰
結

す

る
よ

う

で
あ

る
。
な

ぜ
な

ら
勝

義

に
於

て
知
識

で
あ

る
と
思

わ

れ
る

も

の
が
現
存

し

て

い
る

に

ハ　

も
拘

わ
ら
ず

、

(無
抑

制

と

い
う
)
情

態

が
生

じ
る

の

で
は
な

く
、

ま

た
そ

の
よ

う
な
知

識

が
情
念

の
故

に
引

き
ず

り
廻

さ
れ

る

の
で
も

な

い

の
で
あ

り
、

そ

こ
に
在

る

の
は
感
覚

的

(知
識

)

だ

か
ら

で
あ

る
。

〈
　

お
　

ま
ず
最

初

に
傍
線

で
示
し

た
箇
処

の
内
、

「
勝
義

に
於

て

(ぎ

義
9、。・
)
知

識

で
あ

る
と
思

わ

れ
る

も

の
」
と
は
何

を
意

味

す
る

の
か

に

つ

い
て
考

え



て

み
た

い
。

そ

れ
が

「
現
存

し

て

い
る
　

」
こ
と
と
無

抑
制

が
生

じ

る

こ
と
と

が
両
立

し
得

な

い
よ

う
な

「
知
識

」
、

そ

の
よ
う

な

「知

識
」

と

は
ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
謂

う

「
知

慮

(プ

ロ
ネ
ー

シ

ス
)
」
を
置

い
て
他

に
な

い
。

「知

慮

」
と

は
心

・魂

の

「
ロ
ゴ

ス
を
有

す

る
部
分
　

　」
に
於

け

る

「
卓
越

性

(
ア

レ
テ
ー
)
」
、

即

ち

「
知
的

徳
　

」
に
属
す

る

も

の
で
あ

る
が
、

「
為

す

べ
き

こ
と
」
を
単

に

「
知

っ

て

い
る
」

こ
と

に
よ

っ
て

で
は

な
く
、

同
時

に
そ
れ

を

「
実
践

す

る
人

、
　

」
で
あ

る

こ
と

に
よ

っ
て

「
知

慮

の
人
　

」
な

の

で
あ

り
、

そ

れ
故
同

じ
人

が
無
抑

制

の
人

で
あ

る

と
同
時

に

「
知
慮

の
人
」

で
あ

る

こ
と

は
出

来

な

い

(
　

)
。

そ

こ
で

所
謂

「
ソ
ク

ラ
テ

ス

の
説

」

が

「
知

識

に
反

し
て
為

す
」

こ
と
は

あ
り
得

な

い
と
主
張

す

る
時

の

「
知

識
」

が
、

ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
の

「知

慮

」

を
意

味
す

る

の
で
あ

れ
ば

、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
も

ま
た

「
ソ
ク

ラ
テ

ス
の
説

」

の
側

に
立

つ
者

で
あ

る

こ
と

に
な
る
。

し

か
し
無

抑
制

の
人

が
そ

れ

に
反

し
て
為

す

「知

識

」
と

は
「
知
慮

」
を
意
味

し

て

い
る

の
で

は
な
く

、

テ
ク

ス
ト

に
述

べ
ら

れ
て

い
る

よ
う

に
「
感
覚

的

(知
識

)
　

〈
　

〉
」
な

の
で
あ

る
。

で
は
そ

の
場
合

「
感
覚

的

(知

識

)
」
が
指

し

て

い
る
も

の
は
何

で
あ
り

、

そ
れ

と

「勝

義

に
於

て
知

識

と
思

わ
れ

る
も

の
」

と

の
対
比

は

一
体
何

を
意

味

し

て

い
る
の

で
あ

ろ
う

か
。
再

び

「
四
、
」

で
示

さ
れ

た
例

に
即

し

つ

つ
考

え

て
み
た

い
。

〈
1
>

イ

(
甘

い
も

の
を
)

味

わ
う

こ
と

を
妨
げ

る
普

遍
的

判
断

ロ

(「
こ
れ
は
甘

い
」

(個

別
的

判
断

)
)

ハ

「
こ
れ
を
避

け

よ
」

(結

論

)

非

行
為

〈
2
>

イ

「
全

て

の
甘

い
も

の
は
快

い
」

(普

遍

的
判

断

)

ロ

「
こ
れ
は
甘

い
」

(個

別
的

判
断

)

ハ

(「
こ
れ

は
快

い
」

(結

論

)
)

11

(
こ
れ
を
味

わ

う
)

行
為



普
通

に
は

「
感
覚

的

(知

識
ご

と
は
、
〈
1
>

の

ロ
即

ち

「
こ
れ

は
甘

い
」

と

い

っ
た
個
別

的
判

断

を
指

し

て

い
る
と
さ

れ

て

い
る
。

し
か

し
個

別
的

判
断

「
こ
れ

は
甘

い
」

は
本
来

〈
2
>

の

ロ
厳

密

に
は
イ

と

ロ
の
連
言

「
全

て

の
甘

い
も

の
は
快

く
、

こ
れ

は
甘

い
」

と

い
う

判
断

の
連

言

肢

と
し

て
述

べ
ら

れ
た

も

の
で
あ

り
、

イ

と

ロ
の
判

断

の
連

言

が

「
現
実

に
働

く
」
と
さ

れ
て

い
る

の
で

あ
る

(
　

)
、

そ
れ
故

、
無

抑

制

の
人

に
於

て

「
情

念

の
故

に
引

き
ず

り
廻

さ
れ

る

(
　

)
」

の
は

「感

覚

的

(
知
識

V
」

で
あ

る
と

さ
れ

る
時

(
　

)
、

個
別

的
判

断

「
こ
れ
は
甘

い
」

だ

け
が

「
引

き
ず

り
廻

さ
れ

る
」

と
す

る

よ
り

も
、

「
(甘

い
も

の
を

)
味

わ
う

こ
と
を
妨
げ

る
普
遍

的
判

断

」

(〈
1
>

の
イ
)
と

「
こ
れ

は
甘

い
」
と

の
連
言

が

「
引

き
ず

り

廻
さ

れ
る

」
と
し

た
方

が
よ

い
で
あ

ろ
う
。

「
感
覚

的

(知

識
)
」
が
個

別
的
判

断

の

み
を
意

味

す

る
と
す

る
な

ら
、
殊

更

「
感
覚

的

(知
識

ご

と

い

っ
た
何

か
形

容
矛

盾

の
よ

う
な
言

い
方

を

せ
ず

と

も
、

「感

覚

知
　

」
と
す
れ

ば

よ

い
と
考

え
ら

れ

る

の
で
あ

る

(
　

)
。

そ

し
て

「
感
覚

的

(知
識

)
」

が
個

別
的

判
断

が
普

遍

的
判
断

と
結
び

つ

い

た

も

の
を
指

す

と
す
る

な
ら
、

結

局
そ

れ

ら
を
前

提
命

題

と
す

る
推
論

に
於

け

る
結
論

を

も
含

意
す

る

こ
と

に
な

る

で
あ

ろ
う
。

以
上

の
考

察

を
ま

と
め
る

と
、

テ

ク

ス
ト
前

半

部
分

ω

の
最
初

に
言

及

さ

れ
て

い
る

「
最
終

の

(前
提

)
命

題

」

と
テ

ク

ス
ト
後

半

部
分

②

の

終

わ

り

に
言
及

さ
れ

て

い
る

「感

覚
的

(
知
識

ご

と

は
、

い
ず

れ
も
個

別
的

判
断

(命

題

)
即

ち
実

践
的

推
論

に
於

け

る
小
前

提

を
指

す

と
す

る

の
が
伝

統
的

解
釈

で
あ

る

が
、
右

に
述

べ
ら
れ

た
よ

う

な
理
由

に

よ

っ
て

「
最

終

の

(前

提
)

命
題

」

は
推
論

の
結

論

を
、

「
感

覚
的

(知

識
)
」

は
普
遍

的
判

断

と
個

別

的
判

断

と

の
連

奮
を
意
味

す

る

こ
と

に
な

る
。

し

か

し
前

者

は
普

遍
命

題

(大
前

提

)

と
個
別
命

題

(小
前

提

〉

と
を
介

す
る

こ
と

に
よ

っ
て
導

き
出

さ

れ
る

も

の
で
あ

り
、
後

者

は
結

論

を
予
想

す

る
も

の
で

あ
る

か

ら
、

「
最

終

の

(前
提

)
命

題

」
と

「
感

覚
的

(
知

識

〉
」
と
は
、

そ

の
結

論

が
行

為

に
結
び

つ
か
な

い
無
抑

制

の
人

に
於

け

る
実
践

的
推

論

の
在

り
方
全

体

に
関

し

て
、

そ
れ

ぞ
れ
異

な

っ
た
力

点

か

ら
言

及
さ

れ
た

も

の
と
解

す
る

こ
と

が
出
来

よ

う
。

「
勝
義

に
於

て
知
識

で
あ

る

と
思
わ

れ

る
も

の
」

と

「感

覚
的

(
知
識

)
」

と

の
対

比

は
、
徳

の
人

の
有

す
る

「知

識
し

と
無
抑

制

の
人

の
有

す

る

「
知
識

し
の
対

比
を
意

味

す

る

の
で
あ

り
、
前

者

が

「
知
慮

(プ

ロ
ネ
ー

シ
ス
ご

と

し

て
特

定

で
き

る
も

の
で
あ

る

の
に
対

し

て
、

後
者

を
何

ら
か

の
名

称

に
よ

っ
て

「
知
識

」
と
し

て
特

定

す

る

こ
と
は
出

来

な

い
。

そ
れ

は
本
来

「
知
識

」

と
は
書

い
得

な

い
も

の
だ

か

ら
で
あ

る
。



注

(1

)
　 お

わ

り

に

「知

識

に
反

し

て
為

す

」
こ
と
は
あ

り
得

な

い
と

す
る

ソ
ク

ラ

テ
ス

の
所

謂
主

知

主
義

の
基
本

的
精

神

は

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
中

に
も
生

き
続

け

て

い
る

と
考

え
ざ

る
を
得

な

い
。
善

い
こ

と
だ
と

「
本
当

に
」
知

っ
て

い
れ
ば

そ

れ
を
為

さ
な

い
は
ず

は
な

く
、

悪

い
こ
と
だ

と

「
本

当

に
」
知

っ

て

い
な

が
ら

そ
れ

を
為

す
と

い
う

こ

と
は
考

え
ら

れ
な

い
。

故

に

「
無

知
」

こ
そ
が
根

本
悪

で
あ
る
。

し

か
し
言

う

ま

で
も
な

く
、

ま

た
当
然

の

お
　

結

果

と
し

て

「
ソ
ク
ラ

テ

ス
の
説

」
が

そ

の
ま

ま

の
形

で

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

に
受

け
継

が

れ

た

の
で
は
な

い
。

ソ

ク
ラ

テ
ス

の

「
知

識
」

の
概
念

は
ア

リ

ス
ト
テ

レ
ス
に
於

て
、
厳

密

な
学
問

的
論

証

的
知

識
即

ち

「
エ
ピ

ス
テ
ー

メ
ー
」

の
方

向

と
、

そ

の

知

を
有

し

て

い
る
こ

と
が

そ

の
ま

ま

「徳

」
に
即

し
て
為

す
実

践
知

を
意

味

す

る
「
プ

ロ
ネ

ー

シ
ス
」
の
方
向

と

に
展
開

し

た
。

「
エ
ピ

ス
テ
ー

メ
ー
」

に
し

て
も

「
プ

ロ
ネ
ー

シ
ス
」
に
し

て
も
常

に
真

を
告
げ

る
も

の
、
間

違
う

こ
と

の
あ
り
得

な

い
も

の

と
し

て
ソ

ク
ラ

テ

ス
的

で

あ
り
、

「
知

識

に

反

し

て
為
す

」

と
言

わ
れ

る
時

の

「
知

識
」

が

「
プ

ロ
ネ

ー

シ
ス
」

を
意
味

す

る

の
で
あ

れ
ば

、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

に
於

て
も

そ

の
よ
う

な

こ
と

は
絶
対

に
あ
り
得

な

い
と
考

え

ら
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

「
所
有

」

し
て

は

い
る
が

「
使

用
」

し
な

い
と

い
う

「知

識

」
の
在

り
方

は

「
プ

ロ
ネ

ー

シ
ス
」

の
概
念

自
体

に
背
理

す

る
。
従

っ
て
無
抑

制

の

人

が
持

っ
て

い
る

と
さ
れ

る

「知

識

」
も

「
プ

ロ
ネ
ー

シ

ス
」

の
観

点

か
ら
逆

照
射

さ

れ

る
時
、

始

め
て

そ

の
位

置

づ
け

が
可
能

と
な
る

の

で
あ

る

が
、

そ
う
し

た

こ
と

に
関

し
て

の
さ

ら
な

る
考
察

は
次

の
機

会

に
譲

ら
ざ

る
を
得

な

い
。



鎗

ふ

釦。
・

(
2

)
　

(
3
)

「プ

ロ
ア
イ

レ
シ
ス
　

」
を

「意
志
選
択
」
と
訳
す

の
は
、

そ
れ
が

「意
志
」

の
選
択
、
即
ち

「意
志
」
を
限
定
す
る

こ
と
に
関
わ
る

「選

択

(
ハ
イ

レ
シ
ス
ご

で
あ
る
と
考

え
る
か
ら
で
あ
る
。
「意
志
　

」
と
は
自
己
自
身

を
限
定
す
る
と
い
う
仕
方

で
実
存
す
る
も
の
の
こ
と
を
謂

う
。

(4
)

「
ア
ク
ラ
シ
ア
　

」
の
問
題
が

「意
志

の
弱
さ
　

の
問
題

と
し
て
論

じ
ら
れ
る
こ
と
も
、
本
文
に
述

べ
ら
れ
た
よ

う
な
と
こ
ろ
か
ら
正
当
化
出
来

る
で
あ
ろ
う
。

(5
)

こ
の
箇
処

の
テ
ク
ス
ト
は
　

な

っ
て

い
る
が
、
　

の
次

の

、価
、鋸
削
除

さ
れ

て
い
る

写
本
も
あ
り
、
D

・
チ
ャ
ー

ル
ズ
は
そ
の
読
み
方

を
採
用
し
て
、
　

(イ
タ
リ
ッ
ク
筆

者
)
と
訳
す
べ
き

こ
と
を
主
張
し
て

い
る

(
　

)。

つ
ま
り
個

劉
命
題
を
有

し
て
い
な

い
場
合

(①
)
に
は
そ
の
行
為
は

「
意
図
的
　

」
で
は
な
く
な
り
、
従

っ
て
無
抑
翻

の
説
明

に
は
合
致
し
な
く
な
る

か
ら
で
あ
る
。
本
稿

の
筆
者
は

こ
の
点

に
つ
い
て
は
同
意
す
る
が
、
最
初

の
.噺
.を
麟
除
す
る
必
要

は
な

い
と
考

え
る
。
　

以
下

の
説
閣
は

「
知

識

に
反
し
て
為
す
」
こ
と
に
つ
い
て
の

一
般
的
説
明
で
あ

る
と
す
れ
ば
よ

い
か
ら
で
あ
る
。

(6
)
　

な
説
明

と
は
、

こ
れ
ま
で
の
　

な
説
閣
に
対
し

て
言
わ
れ
た
も

の
、
と

一
般

に
解
説
さ
れ
て
い
る
が
、
　

、と

い
う
言
葉

は

テ
ク
ス
ト

に
は
な

い
。
本
稿

の
筆
者
と
し
て
は
本
文

「
四
、
」
の
最
初
に
述

べ
ら
れ
た
無
抑
制
成
立

の
二
つ
の
条
件

軋
と
凧

に
対
応

さ
せ
て
、
こ
れ
ま

で

の
説
明
は

".に
即

し
た
説

明
で
あ
り
、
　

は
さ
ら
に
裁

の
観
点
を
導
入
し
た
上

で
の
説
明
と
解

し
て
お
き
た
い
(但
し
　

及

び

鶏
ミ
ま

あ

に
つ
い
て
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う

に
位
置
づ
け
れ
ば

よ
い
の
か
、
現
時
点

で
は
決
定

し
兼

ね
る
〉
。
も

っ
と
限
定

し
て
欝
う
な
ら
、
　

以
下

は
無
抑
制

が
起

こ
る

「原
因
　

」
を
廻

っ
て
の
考
察
で
あ
参
、
端
的

に
は

「
欲
情

」
が
そ
れ

に
相
当
す
る
。
「欲
情
」
と
は
人
間

に

「自
然

本
性
的
　

な
る
も

の
だ
か
ら
で
あ
る

(
　

)
。

(7
)
　

注
釈

の
当
該
箇
処

"
　

.

(
8
)

こ
こ
は
　

訳
に
従
う
。
　

の
　

は
、
鋤
器

の

ぎ
職
以
下
全
体
を

一
つ
の
も
の
と
し
て
指

し
て

い
る
と
し
か
読
め
な

い
。



(
9
)

普
通
　

で

「実
践
的
三
段
論
法
」
が
紹
介
さ
れ
、
　

以
下
そ
れ

に
即
し
た
無
抑
制

の
考
察
が
続
く
と
だ
け
説

明
さ
れ
て

い
る
が
、

　
で
ど
う
し
て
放
埒

の
人
の

「
実
践
的

三
段
論
法
」
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
説
明
に
ま
で
到

っ
て

い
る
論
者

は
、
筆

者
の
知

る
限
り
で
は
皆
無
で
あ
る
。
　

と
　

の

「
こ
れ
は
甘

い
」
が
同
じ
　

で
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、

放
埒

の
人

の
推
論

と
無
抑
制

の
人

の
推
論
と

の
関
係
を
よ
り
内

的
な
観
点

か
ら
見
て
ゆ
く

こ
と
が
示
唆
さ
れ
て

い
る
と
思
え
る
の
で
あ
る

(注
　か
参

照
)。

(
10
)

ア
亨
ス
ト
テ

レ
ス
の

「実
践
的
推
論
　

」
に
は

「思
案
　

」
と

「
実
践
的
三
段
論
法
　

」
と

が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
関
係
が
問
題

と
な

っ
て
来

る
。
筆
者

の
考
え
は
本
文

で
示
し
た
如

く
で
あ
る
が
、

「結
論
は
行
為
」
と
い
う
こ
と
で
特
徴
づ
け
ら
れ

る
所
謂

「
実
践
的

三
段
論
法
」

を
、
目
的

を
実
現
す
る
た
め
の

「
手
段
」
あ
る

い
は
目
的

の

「構
成
要
素
」

の
考

察

・
探
究

に
関

わ
る

「
思
案

」
の
中

に
含

ま
せ
、
「
思
案
」
で
以
て
ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
の

「実
践
的
推
論
」
を
代
表

さ
せ
よ
う
と
す
る
の
が
こ
れ
ま

で
の
基
本
的
な
解
釈

の
線

と
な

っ
て

い
る　　

　)。

そ
れ

に
対
し
て
J

・
ク
ー
パ
ー
は

「
思
案
」

は
行
為
特
定

の

「
決
定
　

」

に
到
達
す
る
こ
と
で
終
わ
り
、
そ
れ
を
実
際

の
行
為

へ
と
齎
す

「
実
践
的

三
段
論
法
」

は

「
思
案

」
の
過
程
を
成

す
も

の
で
は
な
い
、
と
し
て

「実
践

的

三
段
論
法
偏
が

「思
案
」
か
ら
区
別
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
主
張

し
た
　

　
a

¢
　

)

に
於
て
こ
の
J
・
ク
ー
パ
…
の
説
を

「ω

思
案
は
行
為

の
タ
イ

プ

の
選
択
に
至

る
こ
と
で
完
結
す
る
」
、
「②

『
結
論
』
が
行
為

で
あ
る

『実
践
的
三
段
論
法
』
は
行
為
を
導
く
思
案

の
部
分
を
な
す
も
の
で
は
な
い
」

と
二
つ
の
ポ
イ
ン
ト
で
押

さ
え
、
「
そ
の
議
論
は
歪
ん
で
お
り
…
…
説
得
的
で
は
な

い
」
け
れ
ど

「
基
本
的
戦
略

に
お

い
て
は
正
し

い
」
と
し
、
そ
の
「
改

釈
」
を
通
じ
て
先

の
二
点

の
擁
護
を
試

み
ら
れ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
内

「
②
」
に
関
し

て

「
結
論

が
行
為
で
は
な
い
と
す
る
解
釈

は
最
近
有
力

と
な

っ

て
い
る
」
(
そ
の
代
表
は
　

の
解
釈
)
が

「成
功
し
て

い
る
と
は
思
え
」
ず

「
『
い
わ
ゆ
る
実
践
的
三
段
論
法
』
の

騨結
論
が
行
為

で
あ
る
』

こ
と
は
テ
ク
ス
ト
上
否
定

で
き
な

い
」
と
さ
れ
て

い
る
点

に
つ
い
て
は
、
筆
者
も
そ
の
方
向
で
考

え
て
ゆ
き
た
く
思

っ
て

い
る

(注
働
参
照
)。

し
か
し



「
ω
」
ぼ
関
し
て
「

個
溺
的
な
も
の
㎞
が
思
案

の
過
程

に
入

っ
て
く
る
こ
と
を
認

め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
」
の
か
ど
う
か
、
少
な
く
と
も

隅
二
3
マ
罰

ス
倫
理
学
』
の
範
囲
内

で
考
え
る
時

「
思
案

は
個
溺
的

な
事
柄

に
は
関

わ
ら
な

い
」
(
　

)
と
明
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
氏
の
説
明
が

「
説

得
的
」
で
あ

る
と
は
思
わ
れ
な

い
。
今
、
そ
こ
で
提
出
さ
れ
て
い
る
諸
論
点

(「
個
別
的

な
も

の
〕
の
解
釈
)
を
直
接
取
参
上
げ

て
議
論
す
る
余
裕
は
な

い
が
、

「ω

思
案

は
行
為

の
タ
イ
プ

の
選
択

に
到
る

こ
と
で
完
結
す
る
」
と
さ
れ
る
場
合

の
「
選
択
」
の
意
味
が
私

に
は
不
透
明
に
思
え
る
。

ま
た

「
弱

さ
」

の
無
抑
制

の
人
に
は

「
思
案
」
が
あ
る
が
、

そ
の

「
思
案
」
が
何
か
不
完
全
な
も
の
で
あ
り

「完
結
」
し
て
い
な

い
と

い
っ
た
よ
う
な
こ
と
は
、

少
な
く
と
も
そ

の
テ
ク
ス
ト
の
箇
処

か
ら
は
読

み
取
れ
な

い
。
し
か
し
無
抑
制

の
入
に

「選
択

(プ

ロ
ア
イ

レ
シ
ス
ご

は
な
く
、
そ
れ
故

「思
案
」
が

行
為

の
タ
イ
プ

の

「選
択
」

に
到

る
こ
と
で
完
結
す
る

の
で
は
な
い
。
無
抑
制

の
人
の

「思
案
」
も
そ
れ
自
体
と
し
て
は

「完
結
」
し
て

い
る
と
考
え

て
よ

い
の
で
あ
る
。

だ
が
そ

の
場
合
無
抑
制

の
人

に

「
プ

嶽
ア
イ

レ
シ
ス
」
が
な

い
と
本
当

に
書
え
る
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
な

っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
の
は
、
テ
ク
ス
ト
に
は
あ
た
か
も
無
抑
制

の
人

に
も

「プ

ロ
ア
イ

レ
シ
ス
」
が
あ
る
か
の
よ
う
な
書
き
方

の
さ
れ
て

い
る
箇
処
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
特

に
決
定
的

と
思
わ
れ
る
の
は
　

と
　

で
あ
る
が
、
前
老

の
　

は
身
体
運
動

に
関

し
て
の
説
明
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
り
、
そ
れ
を
無
造
作

に
行
為

の
説
明

と
重
ね
る
こ
と
は
出
来

な
い
。
後
者

に
つ
い
て
は
今
断
定
的
に
述

べ
ら
れ
な

い
が
、
無

抑
制

の
人
の
　

、が
　

(善
き
も
の
)

で
あ
る
と
は
、
も
し
無
抑
制

の
人
に

「プ

ロ
ア
イ

レ
シ
ス
」
が
成
立

し
て
い
た
と
す

る
な
ら
、

と
い
う
「仮
定

の
も
と
で
　

」
言
わ
れ
て

い
る
と
解
す
る
こ
と
が
出
来

(
　

)、
ま
た
A
・
W
・
プ
ラ
イ
ス
の
よ
う
に
　

　
と
理
解

す
る
こ
と
も
可
能

で
あ
ろ
う
(
　

一
〇
。。
)
。

(11
)

無
抑
制

の
人
を
動
か
す

「
実
践
的

三
段
論
法

」
の
大
前
提

(普
遍
的
判
断
)

が

「全

て
の
誉

い
も
の
は
快

い
」
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
放
埒

の
人

の

そ
れ
は

「
(現
前

の
)
甘

い
も

の
は
全

て
味
わ
う

べ
し
」
で
あ
る
。
後
者
は

「正

し
い
言
葉

・
理

(ミ
ミ
8

書

的
)
」
と
明

ら
か
に
頬
立
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
「全

て
の
甘

い
も
の
は
快

い
砿

と
い
う
判
断

は

「
そ
れ
自
体

と
し
て

(
　

は

「正
し

い
雷
葉

・
理
」

に
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、

「付
帯
的
な
仕
方
で

(
　

)
」
反

し
て
お
り
、

「正
し

い
言
葉

・理
」
に
反
す
る

の
は
む
し
ろ

「欲
情
」
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る

(
　

-
ω
)
。
即
ち
無
抑
制
の
入
の
推
論

〈
2
>
は
常

に

「欲
情
」
と
結
び
付
く
と

い
う
仕
方
で
、
行
為
者
を
動
か
す

の
で
あ
り
、
そ
れ
故
無
抑
制

の
行
為

の
直

接
的
原
因
は

「欲
情
」
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ

に
対
し
て
放
埒

の
人
と
は

「欲
情

を
覚
え
て

い
な

い
か
、
或

い
は
僅
か
に
し
か
覚
え
て

い
な

い
」

(
　

)場
合

で
も
過
剰

な
快
楽
を
追
求
す
る
人
で
あ
り
、
「
欲
情
」
が
あ
る
か
な

い
か
と
い
う
こ
と
と
は

一
応
無
関
係

に

一
貫

し
た
行
動
を
為



す

(但

し
転
倒
し
た
形
で
)
人
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

の
こ
と
が
放
埒

の
人
に
は

「
意
志

選
択
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

(
12
)

。
但

し

「実
践
的
三
段
論
法
」

に
つ
い
て
の
彼

の
見
解

は
、
そ
の
結
論
は
必
ず

し
も

「
行
為
」

で
は
な
く

「命
題

特
§

8
ミ
§

」

と
す
る
も
の
で
あ
る

(
　

)
。

(
13
)

い
ず

れ
も

「
エ
ム
ペ
ド
ク

レ
ス
の

一
節
を

『言
う
』
」
と
同
じ
事
例
が
用

い
ら
れ

て
い
る
。

(
14
)

こ
の
箇
処

の
テ
ク
ス
ト
は

で
あ
る
が
、

を

鷺

譜

ミ
僑§

と
し
て

「
な
ぜ

な
ら
情
念

は
、
勝
義

に
於

て
知
識

で
あ
る
と
思
わ
れ

る
も
の
を
打

ち
負

か
す

の
で
は
な
く
」

と
す
る
読
み
方
が

あ
る

(

及
び

注
釈

の
当
該
箇
処
、
ま
た
岩

田
靖
夫
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
思
想
』
、
岩
波
書
店

お
。。
切
、
第
三
章
「
無
抑
制
」

の
注

(

参
照
)。

ど
ち
ら
の
読

み
方
を
取
る
べ
き

か
の
ポ
イ
ン
ト
は
①

②

の

&

旨

ミ
8

を
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
意
味

に
解

す
る
か
に
掛

か

っ
て
い
る
。
①

に
つ
い
て
は
以
下
の
本
文

で
考
察
さ
れ
る

の
で
、
こ
こ
で
は
②

に
つ

い
て
説
明
を
補
足
し
て
お
き
た

い
。
テ
ク
ス
ト
校
訂
に
従
う
な
ら

ミ

ミ
ミ
8

を

「
(無
抑
制

と
い
う
)
情
態
」
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
そ

の

次

の
行
の

き
嘗

ミ
8

は

「
情
念
」
を
意
味
す
る

こ
と
に
な

る
か
ら
、
同
じ
文
脈
の
中

で
同
じ
言
葉

が
二
つ
の
異
な

っ
た
意
味

で
用

い
ら
れ
て

い
る
こ
と

に
な

っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
上
に
紹
介
し
た
読
み
方
を
支
持
す
る

一
つ
の
理
由

で
あ
る
。
し

か
し

ご
&
げ
ト。
㊤
の
　

や

一
一
ミ
げ
。。
の

嘗

ミ
o
器

は

「
(無
抑
制
と

い
う
)
情
態
」
の
意
味

に
解

さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
巻

で
は

旨

ミ
8

と
い
う
言
葉
は
、
第

二
巻
で
規
定
さ
れ
て

い
る
よ
う

な

「情
念
」
(

)
の
意
味
も
含
め

て
、
も
う
少
し
広
く

旨

ミ
8

本
来

の

「
(受
動
的
)
情
態
」
の
意
味

で
用

い
ら
れ
て
い
る
、
と
も
考

え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

の

の
加
藤
信
朗
訳
及
び
訳
者
註
を
参
照
。

(15
)

「
勝
義

に
於

て
知
識
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
」
に
し
て
も

「感
覚
的

(知
識
)
」
に
し
て
も
、
前
者
は

.魯

ぎ
婁
81
、
(思
わ
れ
る
)
と
い
っ
た
言
葉
が

付

け
加
え
ら
れ
、
ま
た
後
者

は

.

、と
だ
け
あ

っ
て

「
知
識
」
に
相
当

す
る
言
葉

が
省
略

さ
れ
て
お
り

(筆
者

の
見

た
限

り
の
英
訳

は
全

て

と
訳
さ
れ
て

い
る
)
、
各
々
ど
の
よ
う
な
類
の

「
知
識
」
で
あ

る
の
か
俄
に
は
特
定
し
難

い
仕
方
で
書

か
れ
て
あ
る
。
参
考

ま
で
に

の
ラ
テ

ン
訳
を
掲
げ
て
お
く
。

(16

)

「当

然

の
結

果

と

し
て

」
と

は
、

そ

こ

に
プ

ラ

ト

ン
が
介

在

し

て

い
る

か
ら

で

あ

る
。
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