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序

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
著

作

の
中

で
、

「
自

足
性

」

(
　

)
と

い
う
言

葉

は
、

と

て
も
重

要

と
思

え

る
箇
所

に
、

殆

　
ミ

　

ど

キ
ー

ワ
ー

ド

の
よ
う

に
使

わ

れ
て

い
る

に
も
関

わ

ら
ず

、
未

だ
全

体

を
見
通

し

た
論
点

が
提

出

さ
れ

て
な

い
よ
う

に
思

わ
れ

る
。

小
論

で

は
、

「
自

足
性

」

と

い
う
言
葉

の
、
本
来

の
場
面

で
の
そ

の
内
実

を

明
ら

か

に
す

る
事

で
あ

る
。
加

え

て
、

こ

の
言
葉

が
持

つ
射

程
距

離

と

い
う

か
、

こ

の
言

葉

に
込

め

た
構
想

を
推

論

す

る
事

で
あ

る
。

一
章

「
自

足

性

」

と

い

う

言

葉

自

足
性

と

い
う
雷

葉

は
、
ア

リ

ス
ト
テ

レ
ス
で

は
、
『
ニ

コ
マ

コ
ス
倫

理
学

駈

(
　

以
下

↓
　

と
書

く
)
と
、
「
政

治
学

」

ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス
の
自
足
性

に

つ
い
て

奥

貞

二



　
　

ね

(
　

以

下

↓
　

と
書

く
)
の
二
作

品

で
、
主

に
使

わ

れ

て

い
る
。
極

め

て
慎
重

な
扱

い
が
要
求

さ

れ

る
が
、
　

で

は
、
次

の
よ

う

に
、

「
自
足

性

」
と

い
う

言
葉

が
、

定
義

さ

れ

る
。

「
自
足

す

る
も

の
」
と
は
、

「
そ

れ
だ

け
を

と

っ
て
み

て
も
生

活
を

望
ま

し

い
も

の
、
何

ら

不
足

す

る
と

こ
ろ

の
な

い
も

の
に
す

る
も

の
」
と
定

　
ヨ
ソ

義

す

る

(
　

)
。

こ
の
意
味

は
、
徹
底

的

に
究

明

さ
れ

る

べ
き
も

の

と
し

て
前

に
置

か

れ
て

い
る

の

で
は
あ

る
が
、

ど

の
よ

う

に
理
解

す

れ
ば

よ

い
の
で
あ

ろ
う

か
。

「
そ

れ
だ

け
を

と

っ
て

み
て

も
生
活

を
望

ま

し

い
も

の

に
す

る

」
の
意
味

で
あ

る
が
、

こ
れ

は
他

の
も

の

の
故

に
で

は
な
く

、

そ
れ
自

身

の
故

に
望

ま

し

い
も

の
に
し

て

い
る

と

い
う

こ
と
、
具

体
的

に
は
、

そ

の
人

の
持

つ
財
産

の
よ
う

な
外

的
な

も

の

で
な
く

、

そ

の
人
自

身

が
身

に

つ
け

て

い
る

器
量

(徳

)
の
よ

う
な

も

の
を
考

え

る

こ
と
が
出

来

る

で
あ

ろ
う
。

更

に
又
、

「
自

足
」
と

い
う
事

が
、

も

し
不
足

す

る

と

こ
ろ
の
何

も
な

　
　

　

い
自

分

一
人

で
満

ち
足

り

て

い
る

と

い
う

事

で
あ

る
な

ら
ば

、
あ

の

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
有

名

な

〈人

間

は
ポ

リ

ス
的
動

物

で
あ

る
〉

と

い
う
言

　
　

　

葉

は
、

ど

う
理
解

す

れ
ば
良

い
の
だ

ろ
う

か
。

社
会

的
動

物

と

し
て
、

共
同

体
的

生
活

を

す

る
と

い
う

こ
と

で
あ

っ
て
、
自

分

一
人

に

お

い
て
足

り
て

い
る

と

い
う

こ
と

は
不
可

能

で
あ

る
。
仲

間

と
共

に
助

け
合

っ
て
し

か
生

き

て

い
け
な

い
。

も

し
そ

う
だ

と
す

れ
ば

、

「自

足

」

の
状
況

と

、
対
立

す

る

よ
う

に
も
思

え

る

の
だ
が

、
ど

の
よ

う

に
解

釈

す

れ
ば

よ

い
の
だ

ろ
う

か
。

と

こ

ろ
で
、

「
弁
論

術

」

(
　

以
下

↓
肉
7
Φ
け
と
書

く
)

に

お

い
て
、
次

の
よ
う

な
興
味

深

い
主
張

を

す

る

の
で
あ

る
。

「
従

っ
て
、

も

し
幸
福

が

こ
の
よ

う
な

も

の

(徳

と
結

び

つ
い
た
善
行

、
生

活

の
自

足

(
　

)
、

安
全

と
結

び

つ

い
た
最

も
楽

し

い
生

活
、

財
産

や
奴

隷

を
保

護

し
且

つ
利

用
す

る
力

と
結

び

つ
い
た

こ
れ
ら

の
も

の
ど

も

の
豊

富

さ

)

で
あ
る

な
ら

、

そ
れ

の
部
分

は
生

ま

れ

の

善

さ
、
友

人

の
多

さ
、

友
人

の
善

さ

、
富

、
善

い
子
持

ち
、

子
だ

く
さ

ん
、

老

い
の
善

さ
、

更

に
身
体

の
徳

、
善

い
評
判

、
名

誉
、

好
運

、
徳

な

ど

で
な

く

て
は

な
ら

な

い
。
何

故
な

ら
、

こ
う
し

て
、

つ
ま

り
自

分
自
身

の
内

に
あ

る
善

い
も

の
ど

も

(
　

)
と
、
外

に
あ

　

る
善

い
も

の
ど

も

(
　

)
と
が
彼

に
備

わ

っ
て
い
る
な
ら
、
最

も
自

足
的

で
あ

る
だ

ろ
う
か
ら

(
　

匙
"
)
。

と
言

う

の
は
、
以

上

の
も

の
ど

も
以

外

に
善

い
も

の
ど

も

は
別

に
あ

り
は

し
な

い
か
ら

で
あ

る
。
し

か
し
自

分

自
身

の
内

に
あ
る

の
は

、



魂

に
関

す
る
善

い
も

の
ど
も

と
、
身

体

の
内

に
あ

る
善

い
も

の
ど
も

で

(
　

ト
)
、
外

に
あ

　
　

　

る

の
は
生

ま

れ

の
善

さ

や
、
友

人

や
、

財
産

や
名

誉

で
あ

る

(
　

)
。
L

以

上

、
　

と
　

の
引
用

か
ら
、

ア
リ

ス
ト
テ

レ

ス
の

「
自

足
性

」

に

つ
い
て
、
次

の

二

つ
の
事

が

確
認

さ

れ
る

。

(
1
)
自

分
自

身

の
内

に
あ

る
善

い
も

の
ど

も

(魂

に
関

す

る
善

い
も

の
と
、

身
体

に
関

す

る
善

い
も

の
)

と
、
自

分
自

身

の
外

に
あ

る
善

い

も

の
ど

も

(生
ま

れ

の
善

さ
、
友

人

、
財
産

、
名

誉

)

の
両
方

の
も

の
が
備

わ

ら
な

け
れ
ば

自
足

性

は
成
立

し

な

い
。

(
2
)
傍
線

部

A

の
論
点

は
重

要

で
あ

る
。

「
自

足
性

」
と

い
う
言
葉

は
、

形
容

詞

の
最
上

級

で
書

か
れ

て

い
る
事

で
あ

る
。

つ
ま
り

「
自

足

性

」
と

い
う
言

葉

は
、

比
較

さ

れ
う

る
も

の
と

し

て
、
様

々

な
段
階

に
用

い
る

こ
と
が
出

来

る
。
最

低

限

し
か
満

た

し

て

い
な

い
、

あ

る

い
は

必

要
条

件

し

か
満

た

し

て

い
な

い
意

味

の

「自

足
性

」

や
、

い
わ
ば
、

完
全

な

、
必
要

且

つ
十

分

な
、
全

て
を

満

し
た

「
自

足
性

」
を

考

え
る

こ

と
が

で

き
る
。

換
言

す

れ
ば
、

動
物

レ

ベ
ル

の

「自

足

性

」
、
人

間

レ
ベ
ル

の

「
自
足

性

」
、
神

の
生

活

と

い
う
も

の
を
考

え

る
事

が
出

来

る
と

す

れ
ば

、
神

レ
ベ

ル
の

「自

足
性

」

と
言

っ
た
も

の
を
想

定

で
き

る

と

い
う

事

で
あ

る
。

こ
れ

は
、
以

下

の
考
察

に
重
要

な
示

唆

を
与

え
る

で
あ

ろ

う
。

　
ア

　

　
」

で
問

わ

れ

て

い
た

の

は
、
「
最

高
善

・人

間

の
善

」
で

あ
る
。

そ

し

て
、
「
終

極
性

」

(
　

)
に
よ

る
目
的

概
念

の
三
種

類
が

検
討

さ

れ
た
。

一
.

富

や
笛

な

ど
、

ま
た
道

具

と
な

る

も

の

…

他

の
も

の

の
故

に
追

求

さ

れ
る
も

の

二

.

名

誉

や
快
楽

や

理
性

や
徳

.

.

.

そ

の
も

の
自

体

の
故

に
選

ぶ

と
共

に
他

の
も

の

の
故

に
選

ば

れ
も

す

る

三

.

幸
福

…

そ

の
も

の
自

体

の
故

に
選

ば

れ
、
決

し

て
他

の
も

の

の
故

に
は
選
ば

れ
る

こ
と
が

な

い
。

他

の
も

の

の
故

に
選
ば

れ

る

こ
と
が
決

し

て
な

く
、

そ

の
も

の
自
体

の
故

に
選

ば

れ
る

も

の
の
例

と

し
て
、

初

め

て

〈
幸
福

〉
と

い
う

言
葉

が
、

　
に
登

場

し

た

こ
と
が
重

要

で
あ

る
。

そ

れ
自

体

の
故

に
選

ば

れ
る

も

の
と

の
連

関

か
ら

、

こ
れ
ま

た
初

め

て

〈
自

足
性

〉
と

い
う
言

葉

が
登

場
し

た

の
で
あ

る
。

そ

し

て
、
「
自

足
性

」
と

い
う

観
点

が
導

入

さ
れ

、
上
述

し

た
よ

う

に
定
義

し
た

上

で
、
幸

福

は
、
自

足
的

で
終
極

的
な

も

の



で
あ

る
と

さ

れ
る

の
で
あ

る
。

そ

し

て
、
人

間

の
活
動

の
考

察

か
ら

、
人

間

の
善

(幸
福

)
は
、
徳

に
即
し

て

の
魂

の
活
動

と

さ
れ

た

の

で
あ

る

。

こ

の
規

定

に
し
た

が

っ
て
、

以
下
徳

に

つ

い
て

の
各
論

が

、
展

開

さ
れ

る

の
で
あ

る

(
　

)
。

そ

し

て
、

抑
制

と
無

抑

制

に

つ

い
て

(国
　

」
「～

一
〇
)
。

快

に

つ
い
て

(国
・Z
.刈
o
『
一
一
～

一
。。
)
。

愛

に

つ
い
て

(
　

)
。

再
び

快

に

つ
い
て

(国
'Z
』
0

9

・

一
～
㎝
)
、

そ

し
て
、

幸
福

に

つ
い
て
再

考

さ
れ

る

(
　

)
の
で

あ

る
。

二

章

A
E
.
N
.
1
0
c
h
7

で

語

ら

れ

る

「
自

足

性

」

…

〈
神

的

〉

自

足

性

ア

リ

ス
ト

テ

レ
ス
の
幸
福

は
、
終

極
的

な

(
　

)
、
自

足

的

な
も

の

(
　

)
で
あ

る

こ
と
が

規
定

さ

れ
、
徳

に
即

し
て

の
魂

の
活

動

、
魂

の
中

で
も
最
高

の
部
分

の
活

動

と

さ
れ
た

。

さ
て
　

で
は
次

の
よ
う

に
語

ら
れ

る

の
で
あ

る
。

「
ま

た
、
い
わ

ゆ

る
「
自

足
」
と

い
う

こ
と
も

、
他

の
何

よ

り
も
観

想
活

動

に

つ
い
て
言

わ
れ
う

る

こ
と

で
あ

ろ
う

(
　

　
　
ソ　

)
。

…

」

「
さ
ら

に
ま

た
、
観

想
活

動

は
単

独

に
そ

の
も

の
だ

け

で
、
そ

の
も

の
自

体

の
故

に
愛
好

さ

れ

る
と
考

え

ら
れ

よ
う

(
　

　.)
。
な
ぜ

な

ら
、
観

想
活

動

か
ら

は
観

想

す

る

こ
と

以
外

の
何

も
生

ま

れ
な

い
が
、
実

践
活

動

か
ら

は
行
為

以
外

に
多

か

れ
少

な

か
れ
何

か
得

る
と

こ
ろ

が
あ

る

か
ら

で
あ

る

(
　

　
)
。

…

」

「
…

こ
れ

に
対

し
、

理
性

の
活

動

は
そ

の
専

心

に
お

い
て
他

を
抜

き

ん

で
、

そ

の
も

の
自

体

以
外

の
他

の
如
何

な

る
目

的

に
も
向

か
わ
ず

、

ま

た
、
快

楽

を

そ

の
も

の
自

体

の
内

に
備

え

て

い
る
と
考

え

ら

れ
る
な

ら
ば

(
こ
の
快

楽

は
活
動

に
加

わ

り
、
活

動

を
強

め

る
)
、

ま

た
、
人

間

に

許

さ
れ

る
限

り

で

の
自

足

と
余
裕

と
無

窮

、

即
ち
何

で
あ

れ
、
幸

い
な
人

に
帰

せ
ら

れ

る
限
り

の
全

て

の
特
徴

が

こ

の
活

動

に
よ

っ
て
生

ま
れ

て

く

る

の
は
明

ら

か

で
あ

る
と
す

れ
ば

、

こ
れ

に
人
生

の
充

全

な
時

期

が
加

わ

る
と
き

(な

ぜ
な

ら
、

幸
福

な
生

に
備

わ
る
も

の
は
何

一
つ
不
完
全



　　
ソ

で

は
な

い
か

ら
)
、

こ
れ

こ
そ

人
間

の
持

ち

う
る
完

全

な
幸

福

で
あ

ろ
う

。
L

「
こ
う

し

て
、
理

性

が
人
間

に
比

し
て
神

的

な
も

の
で

あ

る
と
す

れ
ば

、

理
性

に
従

っ
た
生

活

も
人
間

的

な
生

活

に
比

し

て
神

的

な
生

活

で
あ

る

こ
と

に
な

る
だ

ろ
う

(
　

　　
　

　
)
。
」

　だ
　

こ
の
　

で
語

ら

れ

る

「
自

足
性

」

の
中

の
論
点

は
、

二

つ
あ
る
。

一
つ
は
、
魂

の
最

善

の
部
分

で
の
活
動

(
理
性

の
活
動

)

が
、
観

想

と

さ
れ

た
事

で
あ

る
。
実

践

的
な

諸
活

動

か
ら

は
、
行

為

そ

の
も

の
以
外

に
多

か
れ
少

な

か
れ
、

何

か
得

る
と

こ

ろ
が
あ

る

し
、

し

か
も
必
ず

と
言

っ
て

い
い
ほ
ど

、
相

手
を

必
要

と

し

て

い
る

の

で
あ

る
。

そ
れ

に
対

し
、
観

想

は
、

活
動

そ

れ
自
身

以
外

の
何

物

も
生

じ
な

い
と
共

に
、
他

の
如

何

な

る
も

の

(例

え
ば

、

相
手

)

も
必
要

と

は
し

て

い
な

い

の
で
あ

る
。

こ

の
点

か
ら
も

、
観

想
活

動

は
、
最

も
自

足
的

活

動

で
あ

る
と

い
う
結

論

が
導

か
れ
た

と
考

え

る

こ
と
が
可

能

で
あ

ろ
う
。

二

つ
め

は
、
ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス
が

考

え
た
、
幸
福

と

は
、
観

想

活
動

に
他

な
ら

な

い
こ
と
が
結

論

さ
れ

る

の
で
あ

る
が

、
こ

の
活

動

は

い
わ
ば
、

人

間
的

活
動

を
越

え

て
、
神

的

活
動

、
神

が
行

う
行

為

で
あ

る
。

そ

し
て
、

人
間

が

も
し
関

わ

る

こ
と
が

可
能

だ

と
す

れ
ば

、
理
性

に
即
し

て

の

活

動

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

従

っ
て
、

か
か

る
観
想

活
動

に
よ

る
自

足

性

は
、
〈
神

的

〉
自
足

性

と
言
葉

の
正
し

き
意

味

で
呼

ぶ

こ
と
が
許

さ

れ
よ

う

。

一
一
章

B
P
o
l
.
1
c
h
.
2

で

語

ら

れ

る

「
自

足

性

」

…

〈
自

然

的

な

〉

自

足

性

全

く

違

っ
た
視

点

か
ら
観

て
み
よ

う
。
プ

ラ
ト

ン
は
、
「
国
家

篇

」
(
　

以
下

↓
　

と
書

く

)
の
中

で
、
次

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
。

「
そ

れ

で
は
君

は
、

人
間

の
性

格

の
種

類
も

ま
た

、

ち

ょ
う
ど
国

制

の
種

類

の
数
だ

け
な

け

れ
ば
な

ら

な

い
と

い
う

こ
と

は
知

っ
て

い
る
ね

。

そ

れ

と
も
君

は
、

国
制

と

い
う

も

の
は
、

ど

こ
か
樫

の
木

か
岩

か
ら

で
も
生

ま
れ

て
来

る
も

の
だ

と

で
も
思

う

か
ね
。

い
や
、

そ
れ

ぞ
れ

の
国

に



　お
　

住

む
人
間

た

ち

の
性

格

に
基

づ

い
て
こ
そ
、

国
制

と

い
う
も

の
は
生

じ

て
来

る
。
L

　
を
読

む
も

の

に
と

っ
て
、
国
制

と
、
そ

こ
に
住

む
個
人

の
性
格

が
対

応

し

て

い
る
と

い
う
前

提

に
た

っ
て
、
全

篇

が
描

か
れ

て

い
る

の
が

一

　
レ
　

目

瞭
然

で
あ

る

(
い
わ

ゆ

る
、
大

文
字

小

文
字

論
)
。
即

ち
、
菊
Φ
ω
.に

お

い
て
は
、
そ

も
そ

も
正
義

と
は
何

か
の
考
察

か
ら
、
必
要

最
小

限

の
国
家

、

理

想
国
家

、
そ
し

て
、
国
制

の
変

遷

と
述

べ
ら

れ

て
き

た

の
で
あ

る
。

一
貫

し
て
、
国
と

人

と

の
対

応

が

み
ら
れ

た

の
で
あ

り
、
と
り

わ

け
、
　

　
巻

に
お
け

る
国
制

の
変

遷

(不

完
全

国
家

と

そ

れ

に
対

応

す
る
人

間

の
諸

形
態

)

の
中

で
見
事

に
描

か
れ

て

い
た

の
で
あ

る
。

個
人

の
魂

の

あ

り
方

と
、
国
制

の
あ

り
方

が

、
無

関
係

の
二

つ
の
独

立

し
た
原

理

で
描

か
れ

て

い
る

の
で

は
な

く
、
両
者
密

接

に
関

係

し
、
類

比
関

係

に
あ

る
。

い
わ
ば

、

そ

こ
で

は
、
倫

理
学

と
政

治

学

と

い
う

よ

う

に
区
別

さ

れ
る
事

な

く
、

一
冊

の
本

に
纏

め
ら

れ

て

い
た

の
で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、
　

・

に

お

い
て
は
、

そ

の
文
頭

か
ら
倫

理
学

は
、

政
治

術

の

一
部

で
あ

り
、
倫

理
学

と

、
政
治

学

が
、

共

に
実
践

学

を
構
成

す

る
要

素

で
あ

る

と
考

え

ら

れ
た
。

し

か
し

、

こ
れ
ら

が
共

に
、

実
践

学

と

い
う
学

問
分

類

に

お
け

る
共

通
性

を
有

す

る

の
で

は
あ

る
が

、
更

に

一
歩
踏

み
込
ん

で
、

共
通

の
土

俵

で
語

り
う

る
言

葉

が
存
在

し

て

い
る

の
で

は
な

い
か
、

と

い
う
疑

問

が
涌

く

の

で
あ

る
。

こ
の
問

い
に
対

す
る
解

答

に

つ
い
て
は
、

殆

ど

答

え
ら

れ

て

い
な

い
の
が
実

状

で
あ

る
。

そ

こ
で
、

次

の
よ

う

に
仮

定

し
検

討
す

る

も

の
で
あ

る
。

仮
説

"
ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

に
お

い
て

は
、

「自

足
性

」

と

い
う
言

葉

が
、
中

心
概

念

・
キ
ー

ワ
ー

ド
と
し

て
あ

り

、
倫

理
学

と
政

治
学

共

に

こ
の

言

葉
が

、
中

心
的

な
意

味

を
担

っ
て
用

い
ら

れ

て

い
る

。

前
章

に
お

い
て
、
　

で

の

「自

足
性

」
と

い
う
言

葉

の
用

法
、

意
味

が
検

討

さ

れ
た
と

し

よ
う
。
今

度

は
　

と

い
う
作

品

の
検

討

に
移

ろ

う
。

ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
は
、
　

に
お

い
て
、

国
家

に

つ
い
て
、
次

の
よ
う

な
興
味

深

い
話

を
説

く

の

で
あ

る
。

　
「
そ

し
て
村

落

が

二

つ
以
上

集

ま

っ
て
出

来

る
最
終

の
共

同
体

、

す
な

わ

ち
共
同

体

と
し

て
完
成

し

た
も

の
が
国
家

(ポ

リ

ス
)
な

の
で
あ

る
。

引

れ
は

い

っ
て

み
れ
ば

あ
ら

ゆ

る
自

足

の
条

件

を
極
限

的

に

み
た

し
て

い
る

の

で
あ

っ
て
、

そ

の
生
成

理
由

は

わ
れ

わ

れ
が
生

存

す
る

た
め

の
必



要

に
よ
る

も

の
で
あ

っ
た

(
　

)
が
、
今

や

そ

れ

の
存

在
理

由

は
わ

れ
わ

れ

の
生

活

を
良

く

す
る

こ
と

に
あ

る

(
　

)
の

で
あ

る
。

こ

の
ゆ
え

に
国
家

は
す

べ
て
自

然

の
産
物

な

の

で
あ

っ
て

(
　

)
、

こ
れ

は
そ

れ

に
至

る
最
初

の
公

共
体

(家

族

や
村
落

)

が

す

で
に
自
然

に
よ

っ
て
生

じ

た
も

の

で
あ

る

と
す

れ
ば

、

そ
う

い
う
結

論

に
な

る

は
ず

な

の
で
あ

る
。

と

い
う

の
は
、

国
家

は

か

の
共
同
体

の
最
終

目
的

で
あ
り

、
も

の

の
自

然

の
本

性

は
最
終

目

的

と
な

る
も

の

に
あ

る

か
ら

だ

(
　

　
)
。
す

な
わ

ち
そ

れ
ぞ

れ

の
事

物

の
自

然

の
本
性

と

い
う

こ

と
を

わ
れ

わ
れ

が

い
う
場
合

に
は
、
そ

れ
ぞ

れ

の
事

物

が
生
成

を
完

了

し

た
と

き

に
、

ど

の
よ

う

な
も

の
と

し

て
あ

る
か
言

う

の
だ

か
ら

で
あ

る
。

こ

れ
は
ま

さ

に
人
間

の
場

合

も
馬

の
場

合

も
家

の
場
合

も

そ
う

な

の

で
あ

る
。

さ

ら

に
ま
た

、

も

の
が
そ

の
た

め

に
あ

る
と

こ
ろ

の
も

の
、

す
な

わ

ち
そ
れ

の
最
終

目

的

と
な

っ
て

い
る
も

の
は
、

究
極

的

な
善

と

い

う

こ
と

に
な

る
。
自

足

性

と

い
う

も

の
は
、

共

同
体

に
と

っ
て

の

一
つ
の
目
的

で
あ
り

、
善

と
し

て
究

極
的

に
求

め

ら

れ
て

い
る

も

の
な

の
で
あ

る

(
　

)

(
そ
し

て
そ

れ

は
国
家

に
お

い
て
実
現

さ

れ
る

の

で
あ

る
)
。

か
く

て
以
上

に
よ

っ
て
見

れ
ば
、
国
家

が

(ま

っ
た
く

の
人
為

で
は
な
く
て
)
自

然

に
も
と
つ
く
存

在

の

一
つ
で
あ

る
こ
と

(
　

　
)
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
人
間

が
そ
の
自

然

の
本

性

に
お
い
て
国
家

を
持

つ
(ポ
リ
ス
的

)
動
物

で
あ
る
こ
と

(
　

　
)
も
明

ら

か

で
あ

る
。
そ
し

て
国
家

を
持

た
な

い
も

の
が

あ

る
と

す
れ
ば

、
も

し
そ

れ
が
偶

然

に
よ

る

の
で

は
な

く

て
、
生

ま

れ

つ
き
自
然

　お
　

に
そ

う
な

の
だ

と

し
た

ら
、

そ
れ

は
人
間

と

し

て
劣
性

の
も

の
で
あ

る

か
、
あ

る

い
は
人

間
以

上

の
何

も

の
か

で
あ

る
。
L

傍
線

B

に

つ
い
て

先
ず

国
家

が

、
完
全

な

共
同

体

(
　

)
で
あ

る

と

い
う
意
味

で
、
自
足

的

で
あ

る

こ
と
が

確
認

さ

れ
た

。
そ

し

て
、
次

に
二

種

類

の
自
足

性

を
認

め

て

い
る
。

そ

の

一
つ
は
、
必

然
的

自

足
性

:
最

低
限

の
生

活

、
生

き
る

に
必
要

な

限

り

の
自

足
性

と

で
も
言

う

べ
き

も

の

で
あ

る
。
他

方

は
、

よ
く
生

き

る
た

め

の
自

足

性

:
も

ち
ろ

ん
前
者

の
自

足
性

が

満

た
さ

れ
る
上

で
、

充
全

に

コ
ン
ト

ロ
ー

ル

で
き
、
秩

序

を
保

　あ
　

て
る

に
必
要

な
自

足
性

で
あ

る

。

「
国
家

は
、
自

然

で
あ

る
」

の
論

証

に

つ
い
て



ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

は
、
　

に
お

い
て
、
国

家

が
自
然

で
あ

る
と

い
う
事

を
論

証

し

て
見

せ
て

い
る
。

そ

の
論
証

の
過

程

で
、
国

家

は

自

然

で
あ

る
と
同

時

に
、
自

足
的

で

あ

る
こ

と
が
証

明

さ
れ

る

の
で
あ

る
。
と

こ
ろ

で
、
ギ

リ

シ

ャ
の
伝
統

的

な
取

分

け

ソ
フ

ィ

ス
ト
の

ノ

モ
ス
.

ハ
レ
　

ピ

ュ
シ

ス
の
分
類

に
よ
れ
ば

、
人

為
的

な
国
家

は
、

当
然

ノ

モ
ス
の
側

に
分

類

さ
れ

る

べ
き
も

の

で
あ

る
。

に
も

か

か
わ

ら
ず

、

ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス
は

ど

の
様

な
意

味

を
込

め

て
、
国

家

を
自
然

と

し
た

の

で
あ

ろ
う

か
。

　　

「
国

家

は
自
然

で
あ

る
し

と
し

た
論
証

は
、

次

の

二

つ
あ

る
。
一

つ
は

、
国
家

の
起

源

に
欝

及

す
る

の

で
あ

る
が
、

先
ず

男

と
女

は

カ

ッ
プ

ル

に
な

る

こ
と

(
　

)
が
自
然

で
あ

る
。
支

配
者

と
、

被

支
配

者
が

生

ま
れ
、

続

い
て
家

が

、

そ
し

て
、
村

が

形
成

さ

れ
る

こ
と

が
自

然

で
あ

る
。

村

か

ら
国
家

が
形

成

さ
れ

る
。
生

成

の
終

極

を
、

そ

の
も

の

の
自

然

と
呼

ぶ
。
人

間

の
中

で
、

男

と
女

が

カ

ッ
プ

ル
に
な

る

の
が
自

然

で
あ

る

こ
と
が
言

え

れ
ば

、

(
も

ち
ろ
ん

、
何

に
も

ま

し
て
、

男

と
女

が

カ

ッ
プ

ル
に
な

る

こ
と

は
自

然

な

こ
と

で
あ

る

か
ら
)
そ
れ

と
同

じ
意

(撃

(攣

味

に
お

い
て
、

国
家

が
自

然

で
あ

る

と
言

え
る
。

二

つ
め

は
、

「
自
然

は
何

一
つ
と
し

て
、
無

駄

に

は
作

り

は

し
な

い
」
と

い
う
、

ア
リ

ス

ト
テ

レ

ス
の
目
的

論
的

自

然
観

に
よ
れ
ば

、
終

極

目
的

は
最
善

で
あ

る
。
国

が

目
指

す
自

足

は
、
終

極
目

的

で
あ

り
、

そ

れ
故
最

善

で
あ

る
。

と

こ
ろ

で

自
然

は
最

善

の
も

の
を

欝
指

す

こ
と
を

目

的
と

し

て

い
る
か

ら
、
最

善

の
も

の
を

欝
指

す
国

家

は
自
然

で
あ

る
。

こ

の
自

然

観

に
よ

れ
ば
、

国
家

は
、
自

然

で
あ

り
且

つ
自

足

と

い
う
等

号

に
よ

っ
て
結
ば

れ

る

こ
と

に
な

る
。

(国
家
　

自

足
　

自
然

)

自

足

の
第

二
番

目

の
新

し

い
場

面

と
し

て
、

国
家

は
自

然

で
あ

り
、

そ

の
国
家

が
自

足
的

で
あ

る
。

つ
ま

り
は
、

〈
自

然
〉
と

い
う
意

味

の
自
足

を

認

め
る

こ
と

が
出
来

る
。

二

章

C
E
.
N
.
8
-
9

に

お

け

る

自

足

性

…

〈
人

間

的

な

〉

自

足

性

前
章

に
お

い
て
、

国
家

は
、

自
然

に
お

い
て
あ

る
も

の
で
あ

り
、
自

然

は
終

極
目

的

で
あ

り
、
最

善

で
あ

る
。

し

か
も
自

足

こ
そ

が
、
終

極

目

的

で
、
最
善

で
あ

る
と

い
う
結

論

が
得

ら
れ

た
。

つ
ま
り
、

自

足

と

い
う

言
葉

に
よ

っ
て
、
政

治

学
と
倫

理

学

と
が
共

通

の
土

俵

に
乗

せ
ら

れ
た



と
共

に
、

こ
こ
で

の
自

足

が

、
自

然

と

い
う

性
格

を
持

つ
こ

と
が
確

か
め
ら

れ
た
。
　

で
の
幸
福

論

は
、
本

格

的

に
展
開

さ

れ

て
な
く

、
し

か

も
、
中

Z
」
O
に
お
け

る
そ

れ

は
、
神
的

生

活

に
お

け
る
幸

福
論

と

す

れ
ば

、

我

々
は
、

ア

リ

ス
ト
テ

レ
ス

の

「
自

足
性

」
の
最
も

言

い
た

い
点

を
、

何

処

に
見

い
だ

せ
ば

よ

い

の
だ

ろ

う

か
。

逐

一

「自

足

性
」

の
箇

所

を
検

討

し
た
結

果
、

幸

い
に
も
、
倫

理

学
書

の
中

に
、

極

め

て
興

味
深

い
二

つ
の
論

点

を
認

め

る

こ
と
が
出

来

る
。
先
ず

一
方

は
、
友
愛

・
フ

ィ
リ
ア
論

の
中

で
、
友

の
必
要

性

を
述

べ
た
箇

所

で
あ

り
、
他

方

は
、
　

ω

の
、

高
遙

に

つ
い
て
述

べ
た

箇
所

で
あ

る
。

前
者

の
友

愛

・
フ

ィ
リ
ア
論

の
方

は

ど
う

で
あ

ろ
う

か
。

周
知

の
通

り
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
は
、
友

愛

論

を
展
開

す

る

に
当

た

っ
て
、
先

ず
、

愛

さ

れ
う

る
対
象

(
　

)
か
ら
考

察

を
始

め

て

い
る
。

そ
れ

に
は
、

三

つ
あ

り
、
一

つ
目

は
、
善

き

も

の

(
　

。
二

つ
目

は
、
快

き

も

の

(
　

)
。

三

つ
目

は
、
有

用

な
も

の

(
　

)
で
あ

る
。
更

に
友

愛
成

立

の
条
件

と

し

て
、

お
互

い

に
好

意

を
抱

い
て

い
る
事

。

相
手

方

に

と

っ
て
諸

々

の
善

を
願

っ
て

い
る
事

。
更

に
、

以
上

の
事

が

、
各

々
相

手
方

に
知

ら

れ

て

い
る
事

の
三

つ
を
上
げ

て

い
る
。

そ
れ
故

、
若

者

に
あ

っ
て

は
、
快

を

も
た

ら
し

て
く

れ

る
人

が
、
友

と

な
る

こ
と

が
多

く
、

老
人

に
あ

っ
て
は

、
正

に
実
利

を
追

求

す

る
が
故

に
、

自
分

に
有

利

さ

を
も

た
ら

す
人

を
友

と

す
る

の

で
あ
る

。

こ
れ
ら
何

れ
も
、

愛

す
る
相

手

の

「
人

と
な
り

」

の
故

に

で
は
な

く
、

か
え

っ
て
相
手

が
、

有
用

で

あ

り
、
快

適

で
あ

る
限

り

に

お

い
て
愛

し

て

い
る

の
で
あ

り
、

快

や
有

用

さ
が
も

た

ら
さ

れ
な

く
な

る
と
、

こ
れ
ら

の
友

愛

は
、
解

消

さ
れ

る
。

そ

れ

に
対

し
、

善

き
人

々

の
間

の
、
究

極
的

な
性

質

の
愛

は
、

付
帯

的

な
も

の

に
即
し

て

の
愛

で
は
な

い
。

相
手

方

の
人

々
そ

れ
自
身

の
故

に
、

ハ
ぬ
レ

愛

し
て

い
る
の

で
あ
り

、
長

続

き
し
、

解
消

す

る

こ
と

は
な

い
と

さ
れ

る
。

こ
れ

ら
三
種

類

の
愛

を
軸

に
、

友
愛

論

は
、

以
下
展

開

さ

れ
る
。

ハ　
　

そ
し

て
、
自

足

・
自
足

し

て

い
る
人

の
場

面

に

つ
い
て
は
、
次

の
よ
う

に
語

ら

れ

る
。

「
さ

て
以
上

に
関

連

し

て
、
自

足

と
自
足

す

る
人

に

つ
い
て
、
次

の
こ
と

を
述

べ
る

べ
き

で
あ

ろ
う
。

自

足

す
る
人

は
親

愛

を
も

必
要

と
す

る

で
あ

ろ
う

か
、

そ
れ

と
も

必
要

と

せ
ず
、

こ
の

こ
と

に
関

し

て
も
彼

は
自

分
自

身

に
関

し

て
自
足

し

て

い
る
で
あ

ろ
う

か
。

詩
人

た

ち

で
さ
え

、
次

の
よ
う

な

こ
と
を
言

う

の
だ

か
ら

。

『神

様

が
良

く

し
て
下

さ

る
と

き
、
何

で
友

が

入
り

ま

し

ょ
う

。
』



こ
こ

か
ら
次

の
疑

問
も

生
ず

る
。

あ

ら
ゆ

る
善

き
も

の
ど
も

を
有

し
且

つ
自

足

し
て

い
る

と

こ
ろ

の
人

は
、
親

友

を
も

必
要

と

す
る

で
あ

ろ
う

か
。
或

は

こ

の
場
合

に
は
、
彼

は

も

っ
と
も
多

い
程
度

に
さ
え

も
そ

れ
を

必
要

と

す
る

で
あ

ろ
う

か
。

つ
ま
り
彼

は
、
誰

に
善

く

す

る
の

で
あ

ろ

　お
　

う

か
。

或

は
誰

と

一
緒

に
生
活

を

と
も

に
す

る

の
で

あ

ろ
う

か
。
彼

一
人

で
は
、

と

に
か
く
生

活

し

て

い
か
な

い
だ

ろ

う

か
ら

で
あ

る
。
・
:

ご

「神

が

あ

ら
ゆ

る
善

を
有

し
且

つ
自

足

し

て

い
る

以
上

、
神

は
何

を
行

う

で
あ

ろ
う

か
。

け
だ

し
神

は

眠
ら

な

い
で
あ

ろ

う
。

そ

れ
で

は
何

か

ハが
　

を
観

想
す

る

で
あ

ろ
う

。
・
…

し

「
し

か
し

、
神

が
事
実

何

を
観

想

す
る

で
あ

ろ
う

か
、

な
ど

と
言

う

こ
と

は
捨

て

て
お

い
て

よ

い
。

神

の
自

足

に

つ

い
て
我

々
は
考
察

を

行

う

の
で
は

な
く

、
人

間

の
自

足

に

つ
い
て
考
察

を
行

う

の
で
あ

っ
て
、

自
足

す

る
人

が
、

親
愛

を
必

要

と
す

る

で
あ

ろ
う

か
な

の
で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、

誰

か
が
彼

の
親

友

に
蟹

を
注

い
で
、

そ

の
親
友

が
如

何

な

る
も

の
で
あ

る

か
、

ま
た
如

何

な
る
性

質

で
あ

る

か
を
知

る
な

ら
ば
、

か
か
る

者

は
第

二

の
自

己

と

い

っ
た

も

の
で
あ

ろ
う
。

少

な

く
と

も
、

君
が

大

の
親

友

を
思

う

な
ら
ば

。

「
彼

は
他

の

ヘ
ラ

ク

レ
ス
」
の
諺

の
ご

と
く

、
親

友

は
他

の
自

己

で

あ
る
。

賢
者

の
或

も

の
達

も
言

っ
て

い
る

よ
う

に
、
自

分
自

身

を
知

る

こ
と

は
最
も

む
ず

か
し

い

こ
と
で
あ

る

と
と

も

に
、
ま

た

　
あ
　

最

も
快

い
こ
と

で
あ

る
。
…

L

「
我

々
が

自
分

自
身

を

知

ろ
う

と
欲

す
る
時

に
も
、
我

々
は
親

友

を
観

て
、

こ

れ
を
知

り
う

る

で
あ

ろ
う

。

と

い
う

の
は
、
我

々
が
言

う
よ

う

に
、
親

友

は
第

二

の
自

己

だ

か
ら

で
あ

る
。

そ
う

で
あ

る
以

上
、

も

し
も
自

分
自

身

を
知

っ
て

い
る

こ
と
が
快

い

こ
と

で
あ
り
、

ま

た

こ
れ
を

知

っ
て

い
る
こ
と

が
、
他

の
親
友

な

し

に
は
不

可
能

で
あ

る

と
す

れ
ば

、
自
足

す

る
人
自

身

が
自

分
自

身

を
知

る

た
め

に
は

、
親
友

を

必
要

と

す
る

　め
　

だ
ろ

う
o
…

」

「
共

に
生
活

す

る

こ
と
は

、
快

く
あ

り
、

ま

た
必
要

な

こ

と
で
あ

る

か
ら

で
あ

る
。

そ
れ
故

に
、

も

し
右

の
こ
と

が
美

し
く

あ

り
快

く
あ

り
且

へ
け
レ

つ
必

要

な

こ
と
で
あ

り
、
ま

た

こ
の

こ
と
が
親

愛

な
く

し

て
は
あ

り

え
な

い
と

す

る
な
ら
ば

、
自

足

す
る

人

は
親
愛

を

も
必

要

と
す

る
で
あ

ろ

う
。
」

先

ず
議
論

が

、
「
自

ら

の
外

に

お

い
て
も
、
内

に
お

い
て
も
何

不
自

由

す

る

こ
と
な

く
現

に
自
足

し

て

い
る
人

が
、
更

に
友

を

必
要

と

し

て

い
る



か
否

か
　

と

い
う

形

で
議
論

が
進

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

で
あ

る
。

つ
ま

り
、

こ
こ

で
の
議
論

の
展
開

は
、
自

足

と

は
何

か
と

い
う
形

で
は
展
開

し

て

い
な

い
こ
と

で
あ

る
。

そ

の
確
認

の
上

で
論

点

を
拾

う
と

、

「
自

分
自
身

を

知

る

こ
と
　
　こ

の

こ
と
が
、

人
間

に
と

っ
て

の
唯

一
最
大

の
課

題

で
あ

り
、

そ
れ

に

は
、
例

え
十

全

に
自
足

し

て

い
る
人

で
あ

っ
て
も

、
友

を
必

要

と
す

る
。
何

故

な

ら
、

「自

分
自

身

を
知

る

こ
と

」
は
、

友

を
観

て
知

る

こ
と
が

可
能

で
あ

り
、

そ

れ
以
外

不

可
能

で
あ

る

か

ら

で
あ

る
。
ま

た
、

「共

に
生
活

す

る

こ
と
し
が
、
美

し

く
、
快

く

、
且

つ
必

要

な
行
為

で
あ

る
。

こ
れ
ま

た
親
友

な
く

し

て

「
共

に
生

活
す

る

こ

と

」
も

あ
り

得

な

い
。

と

す
れ
ば

、
例

え
自

足

す

る
人

で
あ

っ
て
も
、

「
自
分

自
身

を
知

る
こ

と
」
も

「
共

に
生

活

す
る

こ
と

」
も
友

な

し

に
は
不

可
能

で
あ

ろ
う
。

第

二
の
具
体

例

と

し

て
は
、
　

で
展
開

さ

れ

る
高

遙

に

つ
い
て

で
あ
る
。

自

足

生
が

、
仮

に
充

足

さ
れ

て

い
る
場

面

で
あ

っ
て

も
、

必
ず
友

を

必
要

と

し
て

い
る
。

こ
れ
を
今

認

め
た

と

し
て
も

、
具

体
的

な

〈
人
間

的
〉

自
足

性

と

は
、

一
体
如

何

な
る

も

の
な

の
だ

ろ
う

か
。

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

は
、
高
遽

な

人

と

い
う

独
特

の
考

え

の
中

に
、

そ

の
具
体

的
人

間
像

を

明

ら

か

に
し
て

い
る

の
で
あ

る
。

「
こ
う
し

て
、
高

遙

(
　

)
は
諸

々
の
器

量

の
、

い
わ
ば

、
飾

り

の

よ
う
な

も

の
で
あ

る
。

即

ち
、

そ
れ

は
器

量
を

一
層

偉
大

な

も

の

に
す

る
が
、

し

か
も
、

そ

れ
は
器

量

を
ま

た
ず

に

は
生

ま
れ

な

い
の

で
あ
る

。

こ
の
故

に
、

人
が

本
当

の
意

味

で
高
遡

な

人

で
あ

る

の
は
難

し

い
こ
と

で
あ

る
。
そ

れ
は
完
全

な
徳

を
待

た
ず

に
は
あ
り

え
な

い
か
ら

で
あ
る

(
　

　　
ソ

　)。
」

「
ま

た
、
彼

は
収

益

の
あ

る
、
称

益

の
あ

る
も

の
を
所

有

す

る
よ
り

は
、
美
し

く

て
収

益

の
な

い
も

の
を
所
有

す

る
性
質

の
人

で
あ

る

(
　

　。
何
故

な

ら
、

そ

の
方

が
自
足

し

て

い
る
人

に
は

一



ハ
が
　

層
相
応
し
い
か
ら

(黛
碁

き
薩

喜

忘

郵
§
)。
」

ハ
30
)

ア

リ

ス
ト

テ

レ
ス
が
、

こ
の
高
遙

と

い
う
言

葉

に
重

要

な
意
味

を
担

わ

せ

て

い
た
事

は
、
以

下

の
説
明

か
ら
明

ら

か

で
あ

ろ
う
。
高

逡

な
人

と

は
、
あ

る
意

味

で
、
完

全

な
器

量

・
徳

を
備

え

て

い
た

入

と

い
う

こ
と

に
な

る
。
更

に
、

そ

の
器
量

・
完

全

な
徳

を
備

え

て

い
た
人

と

い
う

の
は

ど

の
様

な
人

な

の

か
と

い
う

と
、
収

益

の
あ

る
、
利

益

の
あ

る

も

の
を
手

に
入

れ

る

こ
と

に
肉
薄

し
て

い
る
、

い
わ

ゆ
る

エ

コ
ノ

ミ

ッ
ク

・
ア

ユ

マ
ル
的

人
間

で
は
決

し

て
な

く
、
美

の
追

求

と
利

益

に
結
び

付

か
な

い
よ

う
な

も

の

に
肉

薄

し

て

い
る

人

で
あ

る
。

重
要

な

こ
と

は
、

そ

の
よ

う
な
人

が

、
何

よ

り
も
自

足
的

な
人

に
ふ
さ

わ
し

い
と
さ

れ

て

い
る

の

で
あ

る
。
自

足
的

な

人

と
は
、
何

よ
り

も
有

徳

の
人

で
あ

っ
て
、

加

え

て
、
そ

の
人

の
趣

味

と

い
う

か
関

心

が
、

美

の
追

求

と
、

利
得

に
関

わ

り

の
な

い
も

の
を
追

い
求

め
て

い
る
と

い
う

こ

と

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

に
み
て
く

る

と
、
〈
高

遭

な
人

V

と

い
う

の
は
、
極

め

て
興

味
深

い
人

で

あ
る

と
書

え
よ

う
。

と

こ
ろ

で
、

ア

リ

ス
ト

テ

レ
ス
が
問

題

に
し

た

く
神

V
そ

の
も

の

に

つ
い
て
、

又

〈
国

家

〉
そ

れ
自
身

の
詳

し

い
検

討

は
他

日
を

期
す

と

し

て
、

ハぬ
　

と

に
か

く

こ
の

「
自

足
性

」
と

い
う
言
葉

は
、
後

の

ヘ
レ

ニ
ズ

ム
期
哲

学

の

一
つ
の
キ

ー

ワ
ー
ド

と
し

て
強

く
轟

い
て

い
た
事

は
、

間
違

い
な

い
。

結

び

　と
　
　

と
が
、
実

践
学

と

い
う
学
問

領

域

に
共

に
属

す
る

に
も
関

わ
ら
ず

、
プ

ラ

ト

ン
と

は
違

っ
て
、
別

々

の
作

品

に
書

か

れ

て

い
た
。

こ

の
両
作

品

を
継

ぐ
キ

ー

ワ
ー
ド

と

し
て
働

く

の
が

、
自
足

性

と

い
う
言

葉

で
あ

る
。
自

足
性

と

い
う

言
葉

で
、

幸
福

と
国
家

と
が

捉

え

ら

れ
る
。

二

自

足

性

と
し

て
考

え
ら

れ

る
場
面

は

三

つ
考

え

ら
れ

る
。



a

幸
福

の
場
面

に
お

い
て
、

そ
れ

が

「観

想

す

る
」

と

い
う

活
動

と

し

て
捉

え

ら
れ

る
。

そ

の
活
動

が
何

に
も
ま

し

て
、
自

足
的

だ

と

考
え
ら
れ
る
…

神
的
自
足
性

b

生
成
の
終
極
と
い
う
場
面
に
お
い
て
、
国
家
が
自
然
と
捉
え
ら
れ
そ
の
国
家
が
自
足
的
で
あ
る

…

自
然
的
自
足
性

c

人

間

が
人

間

と
し

て
生

き

て

い
く

場
面

に

お

い
て
、
自

分
自

身

を
知

り
、

共

に
生
き

て

い
く

こ
と
が

自
足

し

て

い
る
者

に
さ
え
、

必

ず

必
要

と

さ
れ

る
。
加

え
て
、

美

し

い
も

の
の
追

求

と
、
利

益

に
結
び

付

か
な

い
も

の
に
肉

薄

し

て

い
る
有
徳

な
人

、

つ
ま

り

は
、

高
適
な
人
こ
そ
が
自
足
的
な
人
で
あ
る

…

人
間
的
自
足
性

本
文

中
引

用

し
た
訳

文

は
、

以
下

に
よ

る
。

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
全
集

、
第

13
巻

『
ニ

コ
マ

コ
ス
倫

理

学
』
加

藤
信

朗

訳
、

岩
波

書
店

、

一
零
。。
.

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
全
集

、
第

16
巻

『弁

論

術
』

山
本

光
雄

訳

、
岩
波

書
店

、

一
零
S

プ

ラ
ト

ン
、

『
国
家

』
藤

沢
令

夫

訳
、

岩
波

文
庫

、

一
雪
p

世
界

の
名

著

、
第

6
巻

、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

『政

治

学
』

田
中

美
知

太
郎

訳
、

中
央

公
論

社

、
一
零

㊤
・

ア

リ

ス
ト
テ

レ
ス
全

集

、
第

14
巻

『大
道

徳

学
』

茂
手

木

元
蔵
訳

、

岩
波
書

店

、

一
零
S

注

(1
)

最
近

の
研
究
論
文
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
上
げ
ら
れ
る
。
　

　(2
)

他

に
も
重

要

な

使

い
方

を

し

て

い
る

の

は
、

〉
噌
凶ω
8
二
p

『形

而

上

学
』

一
〇
㊤
一
げ
一
?

一
㊤
、

『天

体

論

』
培

り
鋤
崔
-
卜。
卜。
、

『
動
物

発
生

論

』
刈
認

掌。
お
高

。。
等



が

挙
げ

ら

れ

る
。

(3
)
　

こ

の
訳

に

つ

い
て
は

、
　

参
照

。

(4

)

》
　

参

照
。

(5

)

T

・
ア

キ

ナ

ス

は
、

一
貫

し

て
、

「
自

足
性

し
を

自
体

的
な

充

足

性

(
　

〉
と

訳

し

て

い

て
、

「
自

足

し

の

〈
自

〉
・
「自

分

の
し

と

い

う

意

味

が

入

る
余

地

を

排

除

し

て

い
る
。
　

　一
参

照

。

(6

)

》
　

(7

>

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
自

足
性

は
、

錦

宏
海
で
、

最

高
善

、

す

な

わ

ち
、

人

問

の
善

と

は
何

か

が
問

題

と
さ

れ

、

こ

の
後

続

く

エ

ル
ゴ

ン
議

論

の
前

に
、

述

べ
ら

れ

た

の

で
あ

る

。

そ

こ

で

も
、

先
ず

、

「終

極

性

」

(
　

)
に
よ

る
、

「
目

的

」
概

念

の
三

段
階

が
区

別

さ
れ

、

そ

し

て
、

「
最

高

善

」
の

「
自

足
性

」

が
語

ら

れ

る
仕

方

で
登

…場
し

、

し

か
も

、

か

か

る

「自

足

的

な

る
も

の
し

は

「幸

福

し

だ

と

さ

れ

る

の

で
あ

る

。
参

考

に
す

べ
き

は
、

加

藤

信
朗
　

そ

の

一
)

ー

ア
リ

ス
テ

レ
ス

に

お
け

る
超

越

緬

値

の
諸

相

ー

」

都

立

大

学

『人

文

学

報
廉

06

掌

お

ー

も

①

そ

し

て
、

エ
ル
ゴ

ン
議

論

の
取

扱

や

、

こ

の
論

文
作

成

に
当

た

り

と

り

わ
け

注

目

さ

れ

る

の
は

、

森
俊

洋

「
「
人

間

の
善

と

は
何

で
あ

る

か
」

の
問

い

に

つ

い
て
L

九
州

大

学

哲

学
会

編

凹哲

学
論

文
集

臨

25

(
　

)
や
o
oω
高

8

、
ま

た

、
園

的

し
概

念

の
三
種

類

に

つ
い
て

は

、
村
田
剛
一

、幸

福

(善

)

と
徳

と

の
関

わ

り

し
九

彊

大

学

哲
学

会

編

『
哲

学
論

文

集

』

24

(
　

)
℃
.
し。⊆。
為
戯

参

照

。

(8

)
　

(12
)

拙
著

「幸
福

に
つ
い
て
」

『鈴
鹿
工
業
高
等
専
門
学
校
紀
要
』
%
の
ー

(お
露
)
O
・
}
あ
。
も
と
よ
り
観
想
活
動

は
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
が
、
独
特

の
意

味
を
込
め
て
完
全
現
実
態

と
呼

ん
だ
も

の
で
あ

る
が
、
も
ち
ろ
ん
活
動
と
も
、
運
動
と
も
区
別

さ
れ
る
も
の
と
し

て
、
体
系
的
運
動
論

か
ら
の
検
討

は
、
次
回
を
期
す
。
た
だ
、
幸
福

と
は

一
つ
の
活
動
で
あ
り
、
運
動
と
の
対

比
と
し
て
厳
密

に
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
な
お
そ
れ
に
つ
い
て
は
、



藤

沢

令
夫

「現

実

活

動
態

ー

ア

リ

ス
ト

テ

レ
ス

に

お
け

る

キ

ー
ネ

ー

シ
ス

(あ

る

い
は

運
動

の
原

理

)
と

エ
ネ

ル
ゲ

イ

ア

(あ

る

い
は

活
動

の
原

理

)

と

の
対
置

に

つ
い

て
l

」

『哲

学

研

究

』
　

)。

そ

し

て
、
池

田
康

男

「
ア

リ

ス

ト

テ

レ
ス

:

『自

然

学

』
第

8
巻

と

『
形

而
上

学

』
第

12
巻

に

お

け

る
神

論

に

つ

い
て
1

運

動

と

エ
ネ

ル
ゲ

イ

ア

の
区

別

及

び
自

足

性

概

念

と

の
関

連

で
I

」

『高

知

大

学

学
術

研

究

報

告

』
39
　

)
P

嵩

ω
山

露

参

照

。

と

て

も
興

味

深

い
自
足

性

概

念

の
取
扱

が
あ

る
。

(13
)

コ
　

.

更

に
、
　

「自

分

自

身

に

気

を

つ
け

て
、

で
き

る

だ

け
優

れ

た

善

い
も

の
と

な

り

、
思

慮

あ

る

も

の

と
な

る

よ

う

に
勤

め

、
自

分

に
と

っ
て

は

た

だ
付

属

物

と

な

る
だ

け

の
も

の
を

、
決

し

て
自

分

自
身

に
優

先

し

て
気

遣

う

よ

う

な
事

を
し

て
は

な

ら

な

い
し

、

ま

た
国

家

社
会

の
事

も

、

そ

れ

に
付

属

す

る

だ

け

の
も

の
を

、

そ

の
も

の
自

体

よ

り

も

さ

き

に
す

る

事

な

く
、

そ

の
ほ

か

の
事

も

、

こ

れ

と
同

じ

仕
方

で
、

気

遣

う

よ

う

に
と

、

説
得

す

る
事

を
試

み

て

い
た

の
で

す

。
」

こ

の
表

現

の
中

に

も

ハ
ッ
キ

リ

と
、
人

間

個
人

の
心

の
問

題

と
、
国
家

に

つ
い

て

の
問
題

が

基

本
的

に
相

関

し

、
類

比

的

に
語

る

こ

と
が

許

さ

れ

る

の

を
読

み
取

る

こ
と

が
出

来

る

。

(15

)

〉
　

(16

)
　

に

お

い
て

、
「同

様

に
、
国

も

余

り

に
少

人

数

か
ら
出

来

て

い
た

も

の

で

は
自

足
的

で

は
な

い
だ

ろ

う

(然

る

に
国

は

自

足

的

で
あ

る
)
。
ま

た
余

り

に
多

人

数

か

ら
出

来

て

い
た

の

で
は

、
民
族

の
よ

う

に
、
生

活

に
必
要

な
も

の
は
自

足
的

で
あ

ろ

う

け

れ

ど
、
国

政

を

持

つ
の
が

容

易

で
な

い

か
ら

、

国

で

は

な

い
だ

ろ

う

」

と
語

り
、
　

。

に

お

い

て

は

、

「生

活

の

自

足

を

目

標

に

(
　

　)、

一
目

で

見
渡

し
う

る

(
　

)
数

の
範

囲

内

で
出
来

る
だ

け

膨

張

し

た
人

口
」

と
述

べ

て

い
る

。

(17

)
　

等

、

参

照

の

こ
と

。

(18
)

ア
リ

ス

ト

テ

レ

ス
は

、

国
家

が

自

然

で

あ

る
と

い
う
論

証

を

す

る

に
当

た

っ
て
、

こ

の

2
章

で
、
自

然

(
　

)
と

い
う

言

葉

や
、

そ
れ

の
関
連

語

を

、
計

23
回

用

い
て

い
る

の

で
あ

る
。

そ

の
中

で

、
自

然

に

お

い
て

(
　

)
と

い
う

表

現

が
、

13
回

と

頻

発

し
、

自

然

(
　

)
は

、

5

回

。
自

然

に
即

し

て

(
　

)

は
、

2
回

。
他

は
、

自

然

の
故

に

(
　

)

(
　

)

(
　

)

(
　

)
等

で
あ

る
。

ア
リ

ス

ト

テ

レ

ス
は

、
自

然

と

い
う

言
葉

を

頻

発

し

な
が

ら

、

国
家

が
自

然

で

あ

る

こ

と
を

、

そ

の
起

源

に
遡

っ
て
論

証

し

て

見

せ

て
く

れ

て

い
る

の
で

あ

る
。



(
30
)

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス
全
集

、

第

13
巻

『
ニ
コ

マ

コ
ス
倫

理

学

』
加
藤

信

朗

訳

、

岩
波

書

店

、

一
〇
認

も

』

綜

に

よ

れ
ば

、

字

義

は

、

「大

き

な

心

」
ヨ
常

語

と

し

て

は
、

「
寛
容

」

「仁

慈

」

「
勇

猛
心

」

「
堪

忍

」
等

を

意

味

し
、

『分

析

論
後

書

』

で

は
、

、
甘
受

し

な

い

こ
と

し

と

「
幸

運

と

不
運

に
あ

っ
て

平

然

と

し

て

い

る

こ
と

」

の

二
義

が
確

認

さ

れ

て

い
る
。

(31
)

山

本

光
雄

、

戸

塚

七
郎

訳
編

、

『
後

期
ギ

リ

シ

ア
哲

学
者

資

料

集

』

岩
波

書

店

、

お

。。
。。
●
や

歌

。

エ
ピ

ク

ロ

ス
の
項

参

照

。

(昭

和

五
十

六

年

本

学

大
学

院

博

士

課
程

中

退

・
鈴

鹿

工
業

高

等

専

門

学
校

助

教

授

)

(19

)

〉
ユ
。・8

ユ
p

幣
o
一.
§

Φ
ぎ

一一
山

N

で

は
、

「家

は

一
人

の
人

間

よ

り
自

足

的

で
あ

り

、
国

は
家

よ

り

も

よ

り
自

足

的

で

あ

る
。
し

と

語

ら

れ

る
。

(20
)

》
ユ
切ε

識
p

℃
O
ド

蕊

器

鋤
O

(
21
)

こ
の
点

に

つ

い
て

は
、

拙

著

「
ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス
の
友

愛

(
　

」

『鈴

鹿

工
業

高
等

専

門

学

校

紀
要

』

24

の

ー

(一
㊤津

)℃
.ゲ

。。

に

お

い
て

、

詳
述

し

た
。

(
22
)

こ

こ
か

ら

は
、
　
大
道

徳

学
　

(
　

以

下

↓
　

と

書

く

)
か

ら

の
引

周

で
あ

る
が

、
殆

ど
同

様

の
趣

旨

の

主
張

が

、
他

の
倫

理

学

書

に
も

見

ら

れ
る

。
　

と
、
『
エ
ウ
デ

モ
ス
倫

理

学

』
(
　

以

下

き

騨

懇
.と
書
く

く

oF
旨

屋

愈
三

山

漣

欝

圏

で

あ

る
。

論

点

、
内

容

は

、
殆

ど

変

わ

ら

な

い
の

で
あ

る

が
、

団
.Z
'で

は
、
「
幸

福

な

人

は
友

を

必

要

と

す

る

か
否

か
」
と

い
う
論

点

か

ら

始

ま

り
、

考
察

さ

れ

て

い
る

。
そ

れ

に
対

し

て
、
　

.で

は
、
自

足

と
親

愛

に

つ

い
て
も

、
両

者

相

互

の
間

に
存

す

る
関

係

が

ど

の
よ

う

な
も

の

で
あ

る

か

」

と

い
う

と

こ
ろ

か

ら
、

考
察

が
進

め
ら

れ

て

い
る
。

し

か
し

、
論

点

は
全

く
同

じ

と
考

え

て

よ

い
。


