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は

じ

め

に

善

・
悪
、

正

・
不
正

、
美

・
醜

に

つ
い
て

の
知

と

不
知

の
在

り
様

を
、
自

他

の
吟
味

の
刃

に
よ

っ
て
我

々

に
突

き

つ
け
た

ソ
ク

ラ
テ

ス
は
、

ま

た

、

「悪

と
知

り

つ
つ
そ
れ

を
為

す
」
無

抑
制

(
ア

ク
ラ

シ
ア
)

の
現
象

は
あ

り
得
な

い
こ
と
を

主
張

し

た
と

さ
れ

る
。

「
歴
史

上

の
ソ

ク
ラ

テ

ス

像

」
な

る
も

の

の
解

明

の
困

難

さ
は
言

う

に
及
ば

ず
、

ソ
ク
ラ

テ

ス
に
よ

る

ア
ク
ラ

シ

ア
の
否
定

の
最

大

の
論
拠

と
さ

れ
る
プ

ラ

ト

ン

『
プ

ロ
タ

ゴ

ラ

ス
』
篇

の
登

場
人
物

ソ
ク

ラ
テ

ス

の
主

張

の
解
釈

も
容

易

で
は

な

い
。

し

か
し

な
が

ら
、

ア

ク
ラ

シ
ア

の
否
定

は

ソ
ク

ラ
テ

ス

の
パ
ラ
ド

ク

シ
カ

ル
な
主

張

と
し

て
当
時

既

に
受

け
取
ら

れ

て

い
た

こ
と
を
踏

ま

え

つ
つ
、
無

抑
制

の
現
象

を
解

明
し

よ
う

と
し

た

の
が
、

ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス

の

『
ニ
コ

マ
コ
ス
倫

理
学

』
第

七
巻

第

一
章

～
十

章

で
あ

る
。

同
箇
所

は

、

ア
ク
ラ

シ

ア

の
現
象

の
解

明

を
試

み

た
古
典

的

な
箇
所

と

し

て
、

賛

否

い
ず

れ

の
立

場

か
ら
も

繰

り
返
し

取

り
上
げ

ら

れ

て
き
た

も

の

で
あ
り
、

ま

た
、

そ

の
余

り

に
凝
縮

さ
れ

た
文
章

の
故

に
そ
れ
自

身
様

々
な
解
釈

を

受
け

て
き

た
箇

所

で
あ

る
。
本

稿

は
、
行

為
論

や
価

値

ア

ク

ラ

シ

ア

と
プ

ロ
ネ

ー

シ

ス
（
一
）

新

島

龍

美



論

か
ら
、

こ

こ
ろ

の
哲

学
、

更

に
は
道

徳
哲

学

と

い

っ
た
複

数

の
哲
学

的
問

題
領

野

が
触

れ
あ

い
重

な
り

合
う

問
題

場
面

で
あ

る

ア
ク

ラ

シ
ア

の

問

題

に

つ
い
て
、

そ

れ
が
抑

も
如

何

な
る
問

題

で
あ

る

の
か
、

そ
し

て
そ

の
問

題

は
ど

の
様

に
考

え
ら
れ

る

べ
き

で
あ

る

の
か

に

つ
い
て
考

え

る

た
め

の
糸

口
を
求

め

て
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
当

該
箇

所

の
解
明

を

め
ざ

す
さ

さ
や

か
な
試

み
で
あ

る
。

1

第
七

巻

の
ア

ク
ラ

シ
ア

の
考
察

の
中

心

は
第

一
章
～

第

三
章

に
あ

る
と

さ
れ

、
特

に
第

三
章

に
多

く

の
研
究

・
解

釈

が
集
中

し

て

い
る
。

　こ

　き

ー
.

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
場

合
、

「
無
抑

制

し
に
関

わ

る
諸
表

現

が
修
飾

す

る

の
は
基

本
的

に

「性

向

ヘ
ク
シ

ス
」
で
あ
り
、

「人

柄

工
i

ト

ス
」

で

ヘ

へ

も

あ

る
。

そ
れ

ゆ
え
、

無
抑

制

な
振

る
舞

い
は
、

無
抑

制

な

ひ
と

の
振

る
舞

い
で
あ

る

こ
と

に
な

る
と
考

え

ら
れ

る
。

2
.

『
ニ
コ

マ
コ
ス
倫

理
学

』
第

七
巻

第

一
～

三
章

は
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス
の
方
法

の
素

描

と
そ

の
実

際

的
適

用
が

な

さ
れ

て

い
る
典
型

的

な
箇

ハ
ヨ
　

所

と
し

て
も
知

ら

れ
る
。

そ

の
概
要
ほ

次

の
よ
う

に
提

示
さ

れ

る
。

ω

「常

識

エ
ン
ド
ク

サ

(
あ
る

い
は
、

一
般

の
見

解

・
　

「
現
象

事
実

(
　

)
」

の
提

示

⑪

そ

こ

に
含

ま

れ

て

い
る

「
諸
難

問

ア
ポ

リ

ア
イ

(
　

こ

の
究
明

(あ

る

い
は
、

問
題

の
展

開
)

㎝

「
難

問

の
解

決

(
　

)
」
ほ
或

る
常

識

の
虚
偽

の
証
明

[し

た
が

っ
て
、

そ

れ
を
廃

棄

す

る
こ
と
]
、
或

る
常

識

の
真
実

の
証
明

[
し
た

が

っ
て
、
そ

れ
を
保

存

す
る

こ
と
]
ー1
事

柄

の
真

実

の
証

示

(
　

)

の
三
段

階
を

と

っ
て
進

め

ら
れ

る
。

　る
　

3
.
第

一
章

で
ア

ク
ラ

シ
ア
を

め
ぐ

る

エ
ン
ド

ク

サ

・
フ

ァ
イ

ノ

メ
ナ
が
提

示

さ

れ
た

(上
記

ω
)

後
、

続
く

第

二
章

で
六

つ
の
ア
ポ

リ
ア

が
提

示

さ
れ

る

(上

記
aD

)
。

そ

の
う

ち
も

っ
と
も

注
昌

を
集

め

て
き

た

の
は
、
　
正
し

い
断
定

を

下
し

な
が

ら
、

ど
う

し

て

ひ
と
が
抑

制
を

失

う

こ

と
が
あ

る

の
か
L

と

い
う
問

い
を

め
ぐ

っ
て
始

ま

る
最
初

の
ア
ポ

リ

ア

の
次

の

よ
う
な

部
分

で
あ

る
。

そ

こ

で
は
、
知

識
を

持

っ
て

い
る
限

り

ひ
と
が
抑

制

を
失

う

こ
と
は

あ
り
得

な

い
と

す

る
或

る

人

々
の
主

張

の
論

拠

、
即

ち
、
「
知
識

が
内

在

す

る
場
合

、
知
識

以
外

の
何

か
が

知
識

を



支
配

し
、

あ

た
か

も
奴
隷

の
よ
う

に
引

き
回

す

こ
と
は
恐

ろ

し

い
こ
と

で
あ

る
L

と

い
う
論
拠

の
提

示

に
際

し

て
、

ソ
ク

ラ
テ

ス

の
考

え
が

引

き
合

い
に
出

さ
れ

る
。

ソ
ク

ラ

テ
ス
は

「
ア
ク

ラ
シ
ア

は
存
在

し

な

い
」

と
考

え

て
、
知

識
隷

属
説

に
戦

い
を
挑

ん
だ

人
物

と

し
て
提

示

さ
れ

て

い
る
。
「
な

ぜ

な
ら
、
最

善

で
あ

る
と

断
定

を
下

し
な

が
ら

、
そ

の
最
善

の
も

の

に
反

し

て
行
為

す

る
ひ

と
は
誰

も

お
ら
ず

、
も
し
も

そ

う
す

　
ら

　

る
ひ

と
が

い
れ
ば

、
そ

れ
は
無

知

に
よ

る

の
だ

か
ら
」

と
。

こ
の
ソ

ク
ラ

テ

ス
の
説

は
人

々

の
目

に
露

わ
な
事

実

(
　

ミ

)
と
明

ら

か
に
対
立

す

る

と
さ
れ

、

ま
た
、

も

し

「
無

知

の
ゆ

え

に
」

で
あ

る
な

ら
ば

、

ど

の
よ
う

な
種

類

の
無

知

が
生

じ

て

い
る

の
か
を
探

求

す
る
必

要

の
あ

る

こ
と
が
問

題
提

起

さ
れ

る
。

4
.

ア
ポ
リ

ア

の
提

示

を
承

け
て
、

ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
は
第

三
、

四
章

で

ア
ポ
リ

ア

の
解

決

を
試

み

る
。

「
な
ぜ
な

ら
、

ア

ポ
リ

ア

の
解

決

が

[真

　
　

　

実

の
]
発

見

で
あ

る

の
だ

か
ら
。
」

そ
こ

で
扱

わ
れ

る
三

つ
の
問

い
の
う

ち
、

も

っ
と
も
重

要

で
も

っ
と

も
議
論

の
対

象

と

さ
れ

て
き
た

の
は
、

次

の
問

い
で
あ

る
。

(抑

制

を
失

っ
て
行

為

す
る

と
き
)
知

り
な

が
ら

(
　

)
そ
う

し

て

い
る

の
か
、

そ
れ

と
も
知

ら

な

い
で
そ

う
し

て

い
る

の
か
、

ま
た

知

ヘ
ア

　

っ
て

い
る
と
す

れ
ば
ど

の
よ
う
な

仕
方

・
意

味

(
　

)

で
知

っ
て

い
る

の
か
。

11

①
　

予
備
的
議
論

②
　

第

一
の
議
論

1
.

こ

の
問

い
を
扱

う

第
三
章

の
部
分

は
次

の
様

に
分

け

る
こ

と
が
出

来

る
。



③
　

第

二
の
議
論

④
　

第

三

の
議

論

⑤
　

第

四

の
議
論

⑥
　

結
論

①
　

予
備
的

議
論

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

に
よ
る

ア
ク

ラ

シ
ア
の
解

明

は
、
基

本
的

に
は
、
抑

制

の
な

い
人
が

抑
制

を
失

う

と
き

の
知
を

め

ぐ
る
状

況

が
、
何

ら

か

の

仕
方

で

「
知

っ
て

い
て
知

ら
な

い
」

と
言

う

べ
き
状

況

で
あ

る

こ
と

の
指

摘

に
よ

る
。

こ

の
方

向

の
考
察

を
始

め

る

に
あ
た

り
、

ア

ク
ラ

シ
ア
を

め
ぐ

る

ア
ポ

リ
ア

の
解

明

に
と

っ
て
、
知

識

(
　

)
と
真

な
る
判

断

(
　

)
の
違

い
は
無

関
係

で
あ
る

こ
と

が
、
先

ず
指

摘

さ

れ
る
。

ア

ク
ラ

シ
ア

の
現
象

は
、
抑

制

の
な

い
人

と

そ
れ

以
外

の
人

の
各

々
が
持

つ
判

断

へ
の
確

信

の
主
観

的

な
強

さ

の
度

合

い
に
よ

っ
て
解

か

れ
る
も

の
で
は
な

い
こ
と

の
指
摘

に
こ

の
箇

所

の
ポ

イ

ン
ト
が

あ
る
。

2
.
②
　

『

第

一
の
議
論

「
知

っ
て

い
る

こ
と
　

」
が

次

の
二
通

り

の
仕
方

で
語

ら

れ
る

こ
と
が
指

摘

さ

れ
る
。

ω

知
識

を
持

っ
て
は

い
る

(
　

)

が
、

用

い

て
は

い
な

い

(
　

)
場

合

②

[知

識

を
持

っ
て
い

て
]

そ

れ
を
用

い
て

い
る
場
合

こ

の
区
別
-

可

能
態

と
現

実
態

の
区

別

の

一
つ
と
考

え

ら
れ

る

に
応

じ

て
、

し

て
は
な

ら
な

い
こ
と
を

心
得

て

い
る

(
　

)
が
、

そ

れ
を

見

て

い
な

い
で
行

為

す
る

こ
と

と
、

[
心
得

て

い
て

し
か
も

]
そ
れ
を

見

な
が

ら

(
　

)
行
為

す

る

こ
と
と

の
違

い
が
指

摘

さ
れ

、

後
者

は
恐

る

べ
き

こ
と

、
有

り
得

べ
か
ら
ざ

る

こ
と

(
　

)
で
あ

る

の

に
対

し

て
、

後
者

は
そ
う

で

は
な

い
と

さ
れ

て
、

ア
ポ

リ
ア
回

避

の

基

本
的
方

向

が
示
唆

さ

れ

る
。



3
.
③
　

第

二
の
議
論

㈲
実

践

的
推
論

の
前

提
命

題

(
　

)

に
は
、

一
般
的

な

(
　

)
前
提

と
特

殊
的

な

(
　

)
前
提

の
二
種
類

が

あ

る
。

　
　

　

㈲

一
般

者

に
は
、

自
己

に
か
か

わ
る
も

の
と
事
物

に
関

わ

る
も

の
が

あ

る
。

ω
前
提

命
題

に
は
二
種

類
あ

る

こ
と

に
応

じ
て
、

そ

の
両
方

を
持

っ
て

は

い
る

が
、

一
般
的

な
前

提

の
方

は
用

い
て
も

い
る

の

に
対

し

て
、
特

殊
的

な
前

提

の
方

は
用

い
て

い
な

い
場
合

、
知

識

に
反

し

て
行

為

す

る
こ

と
を
妨
げ

る
も

の
は
な

に
も

な

い
。
行
為

さ
れ

る
も

の
は
個

別

の
こ

と

(
　

)

だ

か
ら

で
あ

る
。

「
『
こ
れ

は
こ
う

い
う
性

質

の
も

の
で
あ

る

(
　

)
』
か

ど
う

か

に

つ
い
て

は
、

心
得

て

(
　

)

い
な

い
か
、
或

い
は
、

[心

得

て

　
　

　

い
て
も
]
現
実

に
働

か

せ
て

(
　

)
い
な

い
か

の

い
つ

れ

か
で
あ

る
」
と

い
う
表

現
は
、

こ
の
知
識

に
反
す

る

と
言

わ
れ

て

い
る
行
為

の
場

合

の

こ
と
を
言

う
も

の
と
考
え

ら

れ
る
。

④
以
上

の
あ

り

か
た

に
関
す

る
違

い
は

[
ア
ク

ラ

シ
ア

の
生

起

に
と

っ
て
]

途
方

も

な
く

大
き

く
、

一
方

の
仕

方

で
知

っ
て

い
る

こ
と

は
何
等

奇
妙

な

こ
と

(
　

)

で
は
な

い
が

、
別

の
仕

方

で
知

っ
て

い
る

こ
と

は
驚

く

べ
き

こ
と

(
　

)

で
あ

る
。

「
一
方

の
仕

方

で

。
部

e

幕

く
」

と

「
別

の
仕
方

で
　

」

の
対
比

の
解

釈

以
上

に

こ

の
箇

所

で
問
題

と
な

る

の
は
、

㈲

に
登
場

す

る

ひ
と

の
状

況
が

果
た

し

て

(考

察
全

体

の
主
題

に
な

っ
て

い
る
)
抑

制

の
な

い
人

の
状
況

を
言

う

も

の
か
ど

う

か
で
あ

る
。

も

し
そ
う
解

さ
れ

る

な

ら
ば
、

抑
制

の
な

い
人

に
欠

け

て

い
る
も

の
が

あ
る

と
す

れ
ば
、

そ

れ
は
小

前
提

の
使

用

・
現
実

化

で
あ

る

こ
と

に
な

る
。

し
か

し
な
が

ら
、

ω

に
登
場

す

る

ひ
と
が
、

何

の
留
保

も

な
し

に
そ

の
ま

ま
直

ち

に
、

抑
制

の
な

い
人

で
あ

る

の
か
ど
う

か

に

つ
い

て
は
、

よ

り
慎

重
な

取

り
扱

い
が
必

要

で
あ

る
。
第

二

の
議
論

は
、

大

・
小

二

つ
の
前
提

の
う

ち
、

大
前

提

の
方

は
働

か

せ
て

い
る
が

、
小
前

提

の
方

は
、

　り
　

働

か
せ

て

い
な

い

(
　

)

小
前
提

は
持

っ
て

い
な

い
か
、

或

い
は
、

働

か
せ

て

い
な

い

(
　

)

状
態

で
知

識

に
反
す

る
行

為
が
起

こ
る

こ
と
を

妨
げ

る
も

の
は
何

も

な

い
こ

と
を
主

張

す
る
。

し

か
し

も
し

ア

ク
ラ

シ
ア

の
状
態

に
あ

る
人

が
小
前

提

と
な

る
個

別
的

な
事

柄

に
関

す

る
知
識

を
抑

も
働

か
せ

て

い
な

い
と
し

た
ら
、

行
為

さ

れ
る

の
は
個

別
的

な
事

柄

で
あ

る
以

上

は
、

そ

の
行

為

は
本

意

か
ら

(
　

)



為

さ
れ
た

こ
と

で

は
な

い
こ

と

に
な

る
。

即

ち
、

ア
ク

ラ

シ
ア
の
行
為

は
意
図

的
行

為

で
は

な
く
な

り
、

ひ

い
て

は
非
難

の
対

象

に
な

る

こ
と
も

あ
り

得
な

い
こ
と

に
な

る
。
そ

の
場
合

に
は
、
ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
ア

ク
ラ

シ
ア
理
解

は
成

功

し

て

い
な

い
と

い
う

批
判

を
免

れ
な

い
で
あ

ろ
う
。

　
ロ
　

ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
自
身

明
確

に
、
無

抑
制

に
よ
る
行

為

は
、
本

意

か
ら

の
も

の

で
あ

り
、

非
難

の
対

象

と
な

る
も

の

で
あ

る

と
考

え

て

い
る
。
ま

た
、

小
前
提

が
働

い
て

い
な

い

の
で
あ

れ
ば
、

そ
も

そ

も
推
論

が

な
さ

れ
て
結

論
が

引

き
出

さ
れ

る

こ
と
も

な
く
、

自
分

の
振

る
舞

い
が
当

該
状

　セ
　

況

で
可
能

な
最
善

の
選
択

肢

で
は
な

い
こ
と

に
気

付

い
て
も

い
な

い

で
あ

ろ
う

。

し
か

し
そ

の

一
方

で
、

こ

の
点
を

考
慮

し

て
、
ω

の
部

分
を

ア

ク
ラ

シ
ア

の
解
明

と
切

り
離

し

て
し

ま
う

な
ら
ば

、

こ

の
第

二
の
議
論

の
実
質

は
結

局
㈲

の
部

分
だ

け

に
な

っ
て
し
ま

い
、
議
論

全

体

に
と

っ
て
無

関
係

な

も

の
を

含

む

こ
と

に
な

っ
て
し

ま
う
。

む

し

ろ
、
第

二

の
議

論

で
語

ら

れ
て

い
る
種

類

の
状
況

は

そ
れ
自

体

で
ア

ク
ラ

シ
ア

の
事
例

を
提

示

す
る

も

の
で
は

な

い
に
し

て
も

、
無
抑

制

の
振

る
舞

い
を

そ

こ
に
定

位

す

る
場

面

を
何

ら
か

示
し

て

い
る
と
解

す

る
方

が
議
論

全
体

の
解

釈

と
し

て
望

ま
し

い
で
あ

ろ
う
。

さ

て
し

か
し
、

こ

の
点

を

考

え
る
上

で

(間
接

的

に

で
あ

れ
)

関
連

す

る
と

思
わ

れ
る
、

知
識

を

め
ぐ

る
新

た
な
区

別

が
す

ぐ
次

の
箇

所

で
導
入

さ
れ

る
。

4
.
④
　

第

三

の
議

論

㈲
知

識
を
持

つ
持

ち
方

で
あ

っ
て
し

か
も

以
上

で
語

ら
れ

た
仕
方

と
は
異

な

る
持

ち
方
が

人
間

に
は
属

し
て

い
る
。

そ

れ
は
、

持

っ
て
は

い
て

も

用

い
て

は

い
な

い
知

識

の
持

ち
方

の
う

ち
に
あ

る
、

「何

ら
か

の
仕
方

で
持

っ
て

い
て
、

し

か
も

持

っ
て

い
な

い
」

と
言

え

る
よ

う

な
在

り
方

(
　

)

で
あ

る
。

㈲
眠

っ
て

い
る
人
、

錯
乱

状
態

に
あ

る
人

、
酔

っ
ぱ

ら

っ
て

い
る
人

が
列

挙

さ
れ

る
。

さ
ら

に
、
情

念

の
う

ち

に
あ

る
人

々
も
そ

の
よ

う
な
状

態

に
あ

り
、

そ

し
て
抑
制

の
な

い
ひ
と
び

と
も
同
様

で
あ

る
と

さ
れ

る
。

㈲
抑

制

の
な

い
ひ

と
び

と

が
知
識

か
ら
生

じ

る
言
葉

と
同

じ
言

葉

を
語

る

こ
と
は
、

彼
等

の
在

り
方

が

そ

の
よ
う

な
無
抑

制

の
状
態

で
は
な

い

こ
と

の
証
拠

に
は
な
ら

な

い
こ

と
が
、

上

に
挙
げ

ら

れ
た

(無

抑

制

以
外

の
)
事

例

の
状
態

に
あ

る
ひ
と
び

と
が
論

証

の
言

葉

を
語

っ
た

り
、

難

解

な
哲

学
的
詩

句

を
朗

唱
す

る
場
合

が

あ

る
こ

と
を
引

き
合

い
に
し

て
、
指

摘

さ
れ

る
。

同
様

の
事
例

と

し

て
、
学

問
を
始

め
た
ば

か
り

の
初

学



者

の
場
合

が
挙
げ

ら

れ
、

更

に
、
抑

制

の
な

い
人

が
語

る
言
葉

が
、

役
者

の
台

詞

に
比

さ
れ

る
。

こ

の
箇

所

に

つ
い
て

の
わ
れ

わ

れ

の
理
解

の
基
本

線
を

予

め
述

べ
て
お
く

な
ら
ば

、

こ

こ
で
導

入
さ

れ
た
知

識

の
所
持

の
状

態

の
区
別

は
、
知

識

の
現

実
化

で
あ

る

ロ
ゴ

ス
を
語

っ
て

い
る
状

態

と
見
え

る
状

況

か
ら
知

識

の
所
持

を
推

理

す
る
場

合
、

そ

の
推

理
は

一
通

り

で
は
な

い
こ
と
を

い
う
点

に
そ

の
基

本
的

ポ

イ

ン
ト
が

あ
る
。

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
視

線

は
、
抑

制

の
な

い
人

が

ロ
ゴ

ス
を

何

ら

か
語

る

と

い
う

事
実

が
通

常

の
意

味

で
の
知
識

の
所

持

を
含
意

し

な

い
こ
と

に
向

け
ら

れ

て

い
る
。

第

三

の
議

論

の
㈲

の
箇
所

で
提

示

さ
れ

て

い
る

の
は
、
陰

伏
的

な
知

識

の
状
態

、
知

識

を
持

っ
て
は

い
る
が

用

い
て
は

い
な

い
状
態

で
は
な

い
。

　
ほ
ソ

酔

っ
た
状
態

や
眠

っ
て

い
る
状
態

、
更

に
は
情
念

の
う
ち

に
あ

る
状
態

が

そ
う

し
た

正
常

な
陰

伏
的
状

態

に
な

る
為

に
は
、

「
醒
め

る
」
こ
と

が
必

要

で
あ

る
。

そ
う

し

た
状

態

は
、

知
識

が
用

い
ら
れ
現

実
化

さ

れ
た

通
常

の
状

況

か
ら
、
言

わ
ば

二
段

階

隔
た

っ
て
お

り
、
そ

の
意
味

で

「
持

っ

て

い
る
と
も
持

っ
て

い
な

い
と
も

」
言

う

こ
と

の
出
来

る
状

況

で
あ

る
。
知

識

の
正
常

な

現
実
化

の
状

態

か
ら

二
段

階
隔

た

っ
た
状
態

に
あ

っ
て

現

れ
る
知

識

の
言
葉

は
、

言

わ
ば

一
段

階
飛

ば

し

て
出

て

き
た
も

の
で
あ

り
、
通

常

の
意
味

で
の
知
識

の
所
持

か
ら

現
実
化

さ

れ

た
言

葉

と

は
異

　
ロ
　

な

る

の
で
あ

る
。

ま
た
、

こ
れ
ら

の

「覚

醒

」
を

必
要

と
す

る
事

例

に
共
通

の
特

徴

は
、

そ

の

一
時
的

性
格

で
あ

る
。

5
.

さ

て
し
か

し
、

テ
キ

ス
ト

の
叙
述

は
更

に
複

雑

で
あ

る
。

と

い
う

の
は
、

続
く
④

ω

で
挙

げ

ら
れ

て

い
る
初
学

者

及
び
役

者

の
事
例

は
、

そ
う

し

た
④

㈲

の
事
例

と
同

じ
種
類

の
事

例

と
単
純

に
は
言

え
な

い
か
ら

で
あ

る
。

④

ω

の
事
例

で
は
、

一
時
的

な
酩

酊
状

態

か
ら
目

覚

め

て
通

常

の
所
持
状

態

に
戻

っ
た

時
、

必
要

に
応

じ

て
そ

の
知
識

を
用

い
て
実
際

に
働

か
せ

る
こ

と
が
出

来

る

の
に
対

し
て
、
④

ω

の
初

学
者

及
び

役
者

ヘ

ヘ

へ

　
め

　

の
事
例
は
両
方
と
も
、
用
い
る
べ
き
知
識
を
抑
も
所
持
し
て
い
な
い
人
達
の
事
例
な
の
で
あ
る
。

(知
識
を
め
ぐ
る
)

一
時
的
な
酩
酊
状
態
の
在
り
方
の
特
殊
性
を
通
常
の
所
持
状
態
と
の
比
較
を
通
じ
て
考
察
す
る
限
り
で
は
、
酩
酊
状
態
に

あ
る
人
が
そ
の
状
態
か
ら
目
覚
め
れ
ば
通
常
の
知
識
の
所
持
状
態
へ
回
復
す
る
場
合
を
想
定
す
る
方
が
議
論
は
明
瞭
で
あ
る
。
し
か
し
、
酩
酊
状

態

の
人
に
知
識
の
正
常
な
所
持
状
態

へ
の
回
復
の
可
能
性
を
帰
属
さ
せ
る
と
、
④
ω
の
事
例
と
齪
酷
を
来
す
こ
と
に
な
る
。
抑
制
を
失

っ
た
ひ
と

が
知
識
か
ら
生
ま
れ
る

(筈
の
)
言
葉
を
語
る
場
合
が
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
知
識
が
用
い
ら
れ
知
識
の
言
葉
が
発
せ
ら
れ
て
い



る
と
恥

沁

ひ
場
合

に

つ
い
て

の
類

比

が
考

え
ら

れ

て

い
る
と
考

え
ら

れ

る
。
す

る

と
、
酔

っ
払

い
や
眠

っ
て

い
る

人
が

そ

の

一
時
的

な
状

態

か
ら

醒

め

た
と

き

に
、

知
識

の
所

持
状

態

へ
の
回
復

を
想

定
す

る
必

然
性

は

こ

こ
に
は
な

い
こ
と

に
な

る
。

こ

の
場

合

に

は
、

知
識

の
所

持

の
欠
如

を

含

む
と
考

え
ら

れ

る
④

㈲

の
事
例

と

の
、

知
識

の
帰

属

を
め
ぐ

る
蛆

飴

は
解
消

さ

れ
る
。

④

㈲

で

の
酔

っ
払

い
や

眠

っ
て

い
る
人

の
例

は
、

そ

の

一
時

的
状

態

に
お

い

て
、

知
識

か
ら
生

じ
る
言

葉

と
同

じ
言
葉

を

発
し

て

は

い
る
が
、

そ

の
言
葉

は
、

そ

の
人
が

本
来

は
所

持

し

て

い
る
知

識

の

使

用

・
現
実
化

で
な

い
、
と
い
う
の
で
は
な
く

、

本
来

あ

る

べ
き
仕
方

で
抑

も
所

持

さ
れ

て

い
な

い
知

識

の

(何

ら

か

の
仕

方

で

の
)
現
実

化

の

例

な

の
で

は
な

い
か
。

そ

れ
は
言

わ
ば

「
聞

き

か
じ

り
」
、
模

倣

な

の
で
あ

る
。

6

.
そ

れ

で
は
、
事

例

の
詳
細

な
検

討

の
積
極

的

な
意
味

は
何

で
あ

ろ
う

か
。
そ

れ

は
、
無

抑
制

の
状

態

が
そ

れ

に
比

さ

れ

て

い
る
諸

事
例

の

状

態

に
あ

っ
て
語

ら

れ

る
言

葉

が
、

そ
れ

を

口

に
し
て

い
る
当

の
人

と

は
別

の
所

に
存
在

す

る
、
厳

密

な
意
味

で
知

識

を
持

つ
人

の

み
が
語

り
う

る
筈

の
言

葉

と

(見

か

け
上
)

同
じ
言

葉

で
あ

る
点

に
あ

る
。

知
識

を
持

つ
人

は
別

に

い
て
、

彼
等

は
そ

の
別

の
人

の
言
葉

を
知

識
を
持

た

ず

に

　　
　

語

っ
て

い
る

の

で
あ

る
。

初
学

者

も
役
者

も
共

に
知

識

を
持

っ
て

い
な

い
の
に
、

知
識

の
言

葉
を

口

に
す

る
者

で
あ

る
。

(厳
密

に
言

え
ば

、

こ

の
二

つ
の
事
例

の
間

に
も
知
識

に
関

連

す

る
或

る
相
違

が
存

在
す

る
。

初
学

者

が
知
識

の
獲

得

の
途
上

に
あ
り
、

知
識

へ
の
志
向

を

持

つ
の
に
対
し

て
、

役
者

で
あ

る

こ
と

に
は
そ

う

し
た
知

識

へ
の
志

向

は
含

ま
れ

な

い
。
)

7
.
第

四

の
議

論

の
検
討

に
入

る
前

に
こ

こ
で
わ

れ
わ

れ
が
今

立

っ
て

い
る
地

点

を
確

か
め

て

お
こ
う

。

『
ニ
コ

マ

コ
ス
倫

理
学

』
第

三
章

の
考

察

は
、

ア
ク
ラ

シ

ア
の
現
象

を
解

明

す

る
た
め

の
、
各

々
完

結

し

た
異
な

る

タ
イ
プ

の
四

つ
の
議

論

か

ら
構
成

さ

れ

て

い
る

の

で
は
な

く
、

恐
ら

く
全

体

で

一
つ
の
論

の
提

示
を
試

み
る
も

の
と
解

さ
れ

る
。

つ
ま

り
、

こ
れ

ま

で
の
三

つ
の
議

論

の
各

々

は

い
ず

れ
も
、

ア
ク

ラ

シ
ア
の
解

明

に

必
要

な
道

具
立

て

を
提
示

す

る
も

の
と
考

え

ら
れ

る
。

㈲
ま
ず

第

一
の
議

論

に

お

い
て
、

「
知

っ
て

い
る

こ
と
」
の
二
義

が
、

知
識

を
持

っ
て

い
る
が
使

用

し

て

い
な

い
場
合

と
、

持

っ
て

い
て
し

か
も

使

用

し
て

い
る
場

合

と

の
区

別

に
よ

っ
て
示

さ

れ
る
。

㈲
次

い
で
、
第

二
の
議
論

で
、

行
為

の
理
解
可

能
性

の
ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス
に
よ

る
解

明

の
道

具
立

て

と
考

え
ら

れ
る
実

践
的

推
論

の
二

つ
の
前



提

に
関

し
て
、
大
前

提

は
働

い
て

い
る
が
、
小
前
提

は
働

い
て

い
な

い
場

合

に

お
け

る
、
知
識

に
反

す

る
行
為

の
生

起

の
可
能

性
が

提

示
さ

れ
る
。

こ

の
状

況

は
、

ア

ク
ラ

シ
ア

の
解

明

の
為

に
必

要

な
道
具

立

て

で
あ

る

と
考

え
ら

れ

る
が
、

し

か
し
、

そ
れ

が
直

ち

に
ア

ク
ラ

シ
ア

の
状

態

で
あ

る

か
ど
う

か

に

つ
い
て

は
慎

重

に
考

え
な

け

れ
ば

な
ら
な

い
。

㈲
第

三

の
議
論

は
、
第

二

の
議

論

で
提

示

さ
れ

た
状
態

を
更

に
限

定

す

る
為

に
必
要

な
道

具
立

て
を
提

供

す

る
も

の
と
解

さ
れ

る
。

で

は
、
そ

の
ポ

イ

ン
ト

は
何

か
。

ま
た
第

三

の
議

論

を
第

二
の
議
論

と

ど
う
関

係

さ
せ

て
考

え

る

べ
き

か
。

二

つ
の
可
能

性
が

考

え
ら
れ

る
。

①

一
つ
は
、

持

っ
て

は

い
て
も
働

か

せ
て

い
な

い
知
識

の
所

持

の
様
態

・
持

ち
方

の
二
様

の
提

示

に
第

三

の
議
論

の
ポ

イ

ン
ト
を
見

る
可

能
性

で
あ

る
。

こ

の
場
合

、

こ

の
論

点
が
第

二

の
議

論

に
関
係

す

る

の
は
、
大

・
小

二

つ
の
前

提

の
う

ち
働

か
せ

て

い
な

い
と

さ
れ

て

い
る
小
前

提

の

持

ち
方

に
関

わ
る

こ
と

に
な

る
と
考

え
ら

れ

る
。

し

か
し
こ

の
場
合

、
第

二

の
議

論

で
語

ら

れ
て

い
る
状

態
が

そ

の
ま

ま

ア
ク
ラ

シ

ア
の
状
態

で
あ
る

か
ど

う

か
は
と

も

か
く
、
「
知
識

に
反

す

る

行
為

の
生

起

は
差

し
支

え
な

い
」

と

い
う

語

り
方

は
、

ア
ク

ラ

シ
ア

の
場
合

を
何

ら

か
予
想

し
た

語
り
方

で
あ

る
と

は
言

え
よ
う

。

す
る

と
、
小

前
提

が
働

い
て

い
な

い
こ
と

に

「
差

し
支

え

な

い
」

と
言

え

る
理
由

が

あ

る
と
推

測

さ
れ

る
な
ら

ば
、
持

っ
て

は

い
る
が
働

か

せ
て

は

い
な

い
状

態
を

更

に
二

つ
に
分

け

る
必
要

が
あ

る

で
あ

ろ
う

か
。
ま
し

て
や
、
知

識
を

現
実

に
働

か
せ

て

い
る
状

態

か
ら

は
、
(通
常

の
所

持
状

態

と
比

べ
て
)

更

に

一
段

隔
た

っ
た

(言

わ
ば

)

よ
り
内

容

の
希
薄

な

「
持

っ
て

い
る

と
も
持

っ
て

い
な

い
と
も

言
え

る
状

態
」

を
導

入

す
る

こ
と

の
意
義

が
何

か
存
在

す

る

で
あ

ろ
う

か
。

②

も
う

一
つ
の
可
能

性

は
、

語

り

の
生

起

は
知
識

が
働

い
て

い
る

こ
と

の
証

拠

に

は
な
ら

な

い
点

に
ポ
イ

ン
ト
を
見

る
見

方

で
あ

る
。

こ

の
場

合

、
第

二
の
議
論

と

の
関
連

は
、
大

・
小

二

つ
の
前

提

の
う

ち
、
働

い
て

い
る
と

さ
れ

る
大
前

提

の
働

き

に
留
保

が
必

要

で
あ

る
こ

と

の
示

唆

に

あ

る
こ
と

に
な

ろ
う

。

こ

の
場

合

に
は
、

抑
制

の
な

い
人

に

つ
い
て

「大

前
提

の
知

識

は
働

か

せ
て

い
る
」

と
単
純

に
言
う

こ
と
は
出

来

な

い
こ

と

に
な

る
。
無
抑

制

の
振

る
舞

い
が

そ

れ

に
比

さ

れ
る
事

例

に

つ

い
て
の
わ

れ
わ

れ

の
詳

細

な
検
討

が

示
し

た

の
は
、
こ
ち

ら

の
可
能
性

で
あ

る
。



そ
れ

で
は
、

先

に
も
指

摘

し
た

「
小
前

提

の
知
識

を
働

か
せ

て

い
な

い
」

と

い
う
部

分

に
関

す
る
本

意
性

を

め
ぐ

る
問
題

点

に

つ

い
て
は
ど

う

で
あ

ろ

う

か
。

こ
の
点

の
考
察

を

(そ

の

一
部
と

し

て
)
含

む
と
考

え

ら
れ

る

の
が
、

第

四

の
議
論

で
あ

る
。
実

践
的

推
論

に
よ
る
行

為

の
理
解

　レ
　

可
能

性

の
提

示
は
、

無
抑

制

の
人

の
場
合

、

一
つ
の

ロ
ゴ

ス
で

は
な
く

、
何

ら

か

二
重

の

「
ロ
ゴ

ス

の
輪

」

を
含

ん

で

い
る

こ
と
を

ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス
は
指

摘

す

る
。

第

四

の
議

論

を
検

討
し

よ
う

。

m

1
.
⑤
　

"
第

四

の
議
論

ア

リ

ス
ト
テ

レ
ス
に
よ

る
ア

ク
ラ

シ
ア

の
分
析

の
重

要
部

分

を
成

す

こ
と

に

つ
い
て

は
多

く

の
研
究

者

が

一
致
す

る
第

四

の
議
論

と

そ
れ

以
前

　　
　

の
三

つ
の
議

論

と

の
間

の
関

係

に

つ

い
て
は
様

々
な
解

釈

が
あ

る
が

、

こ

こ
で

は
お
よ

そ
次

の
よ

う
な

線

で
理
解

し

て

お
き
た

い
。
即

ち
、

一
方

で
、

こ
れ

ま

で
の
三

つ
の
議

論

が

ア
ク
ラ

シ

ア
の
状
態

を

、

そ

の
知

識
を

め
ぐ

る
状

況

に

つ
い
て
、

分
析

す

る
も

の

で
あ

る
の

に
対

し

て
、
第

四

の
議
論

は
、

ア
ク
ラ

シ

ア
の
状
態

が

な
ぜ

・
ど

の
よ
う

に
し

て
実

際

に
生

じ

る

(
　

)

の
か
、

そ

の
生
起

の
原

因

(
　

　
)
を

主
題
的

に
考

察

す

る
。
他
方

、
第

四

の
議

論

に
お

い
て
そ

の
原
因

が
考

察

さ
れ

る
事
態

の
関

連

す

る
特

徴

が
先
行

す

る
三

つ
の
議

論

に
よ

っ
て
摘

出

さ
れ

て

い
る
。

三

つ
の
議

論

と
第

四

の
議

論

と
は
、

相
補

的

な
関
係

に
あ

る

と
考

え
ら

れ

る
。

2
.
第

四

の
議

論

は
大

き
く

次

の
よ
う

に
区

分

で
き

よ
う
。



　
ω

さ

て
、

ア
ク

ラ

シ
ア

の
生

起

を
説

明
す

る

こ
の
第

四

の
議

論

は
、

ま
ず

、
人

間

に
よ

っ
て
生

じ

る

こ
と

の

一
般
的

な
説

明

の
構
図

を
提

示

す

る
こ
と

()a(
)

に
よ

っ
て
始

ま

る
。

基
本

的
構

図

は
第

二

の
議

論

で
提

示

さ
れ

た
場
面

に
定

位

さ
れ

る
。

一
般
的

な
判

断

と
個
別

的

な
判
断

の
二

つ
の
判

断
を
前

提

に
し

て
、

そ

こ
か
ら

一
つ
の
結
論

(
　

)
が
生

じ

る
場

面

で
あ

る
。

最
初

の
問
題

は
、
結
論

の
実
現

に
二
通

り

「
肯

定
」

と

「
遂
行

」

あ
る

こ
と

が
語

ら
れ

て

お
り
、

こ

の
二
通

り
を

ど
う

理
解

す

る
か

の
問
題

で
あ

る
。

D

・
ロ
ス

の
英

訳
を

は
じ

め
多

く

の
解

釈

は
、

こ

こ
で
理
論

的

領
域

と
実

践
的

領
域

が
対

比

さ
れ
、

魂

は
結
論

さ

れ
た

こ
と

を
、

　い
　

前

者

の
領
域

に
お

い
て
は
肯

定

し
、
後

者

の
領
域

に
お

い
て
は
実

行

す
る

こ
と

が
必
然

で
あ

る
こ

と
が
主

張

さ
れ

て

い
る
と
解

し

て

、
　

　
は
、

(狭

い
意

味

で

の
)

「
行
為

」

の
領
域

と
対

比

さ
れ

た

「制

作

」

の
領
域

を
言

う

の

で
は
な

く
、

そ

の
両

方

を
含

ん
だ

広

い
意

味

で

の

「
実

践
的
　

」
と
同
義

と
解

し

て

い
る

(
A
)
。
他

方

、

こ

の
箇

所

の

二
領

域

へ
の
区

分

を
、

理
論
的

領
域

と
実

践
的

領

域

の
間

の
対
比

で
は

な
く
、

広

い
意
味

で

の
実

践
的

領
域

の
な

か

の
区
別

、
即

ち
、

(狭

い
意
味

で

の
)
行

為

と
制
作

と

の
間

の
対

比
と

し

て
理
解

し
、

狭

い
意
味

で

の
行

為

の
領
域

に
お

い
て

は

「
肯
定

」
の
必

然

が
主
張

さ

れ

て

い
る
だ
け

で
、
遂

行

の
必

然

(所

謂

「
行

為

(推

論

)
の
必

然
」
)

　　
　

は
主

張

さ
れ

て
は

い
な

い

そ

れ
が
主

張

さ
れ

て

い
る

の
は

「
制
作

」

の
場
合

に

つ
い
て
の

み
で
あ

る
ー

と
す

る
解

釈

も
存

在

す

る

(B
)
。

②

我

々
が

こ

こ
で
注
目

し

た

い
の
は
、

二
通

り

の
場
合

に
言

及

し
た
直

後

に
例

と
し

て
挙
げ

ら

れ

て

い
る
次

の
箇

所

で
あ

る

(強
調

引
用

者
)
。

例

え
ば

、

も
し
甘

い
も

の
は
す

べ
て
味

わ

う

べ
き

で
あ
り

、
個
別

的

な

こ
と
ど

も

の

一
つ
で
あ

る

こ
れ
が

甘

い
な

ら
ば
、

行

い
う

る
力

を
持

ち

妨
げ

ら

れ
な

い
人

は
、
同

時

に
ま

た
、

こ
れ

を
遂

行
す

る

こ
と
が

[o
「
す

る

こ
と
も
]

必
然

で
あ
る
。

最
後

の

「遂

行

す

る
　

」

(
　

)
は
、
　

に
お

い
て
は
直

ち

に
　

す

る

こ
と
が

必
然

と
言

わ
れ

る

場

合

の
　

)
と
対

応

す
る

こ
と

か
ら
、

二
通
り

の
場

合

の
後
者

の
場

合

の
事
例

と

し
て
提

示

さ
れ

て

い
る
と
考

え

ら
れ

る
。



こ

の
事

例

は
、
従

来
、

医
術

知

の
場
合

を
例

と

し
た
余

り

明
瞭

で
な

い
技
術

知

の
推
論

の

一
例

と
し

て
見

ら

れ
る

(
B
解
釈

)

等
、

こ

の
事
例

に

は
実
践

的
推

論

の
実
例

と

し
て
何

か
違

和
感

が
感

じ

ら
れ

て

い
る
場
合

が
多

い
。

し

か
し

な
が

ら
、
こ

の
事

例

の
性
格

は
実

は

ハ
ッ
キ
リ

し

て

い
る
。
そ

れ
は
、

(抑

制
が

な

い
と
限

定
な

し

に
言

わ
れ

る
人

が
、
そ

の
人

と
同

じ

　れ
　

領

域

に
関

わ

る
と
言

わ
れ

る
)
放
埒

な

人

の
実

践

的
推
論

の
例

で
あ

る
。

「
甘

い
も

の
は

す

べ
て
味

わ
う

べ
き

で
あ

る
」
と

は
、

(例

え
ば

)
医

学

的
思
考

の
怪

し
げ

な
大

前
提

で
は
な

く
、
放
埒

な

ひ
と

の
振

る
舞

い
の

ロ
ゴ

ス

(
の

一
部

)
で
あ

る
。

テ
キ

ス
ト

上

の
論

拠

を
挙
げ

て
お

こ
う

(強

調
引

用
者

)
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「
す

べ
て

の
快

楽

を
享

受
し

、

い
か
な

る
快

楽

か
ら
も

遠
ざ

か
ら

な

い
人

は
、
放
埒

な

人

に
な

る
。
」

(
　

)

「
ふ
し

だ

ら
な

ひ
と

は
、
す

べ
て

の
快

い
こ
と

ど
も
、

ま

た
は
、

最
大

の
快

い
こ
と
ど

も
を

欲
望

し
、

欲
望

に
よ

っ
て
導

か
れ

て
、
他

の
も

の

ご

と

に
代

え

て
快

い
こ

と
ど
も

を
選
択

す

る

こ
と

に
な

る
。
」

(
　

)

、

、

、

、

、

、

(
"
㎜
)

「
ふ
し
だ

ら
な

ひ
と

は
、

い

つ
も
現
前

す

る
快

を
追
求

す

べ
き

で
あ

る
と

み
な

し
な
が

ら
、

選
択

し

て
、
動

か
さ
れ

る
。
　

)

3
.

こ

の
事

例
が
放
埒

な
人

の
事

例

で
あ

る
と

す
る

と
、

こ

の
こ
と

か
ら
我

々
は
何
を

理
解

す

べ
き

で
あ

ろ
う

か
。

①

先
ず

、
　

と

い
う
表

現

は
、

マ
ク
ダ

ゥ

エ
ル
が
主
張

す

る
よ
う

に

「
制
作

」

を
言

う
も

の
で
は
な

く
、

や

は
り
、

広

い

意
味

で
実

践
的

な
事

柄

に

つ
い
て
言

う

も

の
を
解

す
る

の
が

よ
り
適

切

で
あ

ろ
う
。

し

か
し
な

が
ら
、

ウ

ィ
ギ

ン
ズ

が
主
張

し

た
よ

う

に
、

広

い
意
味

で
の
実
践

的

な
事
柄

に

つ
い
て
、

一
般

的
な

主
張

が
な

さ

れ
て

い
る

わ
け

で

も

な

い
。

即

ち
、
所

謂

「
行
為

推
論

の
必
然

」

は
、
行
為

の
主
体

と
な

る
行
為

者

の
在

り
方

・
性
向

と
は
無

関
係

に

一
般
的

に
主

張

さ
れ

て

い
る



の
で
は

な
く
、
む

し
ろ
、
こ

の
行
為

の
必

然

は
、
行

為

の
主
体

と

な
る

ひ
と

の
在

り
方

に
由
来

す

る
必
然

で
あ

る
と
考

え
ら

れ

る
。
「肯

定
」
と

「遂

行

」
を
表

す

不
定
法

の

(意
味

上

の
)

主
語

(対
格

)

が

「
た
ま

し

い

・
こ

こ
ろ
　

」

で
あ

る

こ
と
は
、

そ

の

こ
と
を

示
す

も

の
と

　ハ
　

解

さ

れ
る
。

②

こ

の

「行

為

推
論

の
必

然
」

の
性
向

相

関
的

性
格

は
、
放
埒

な

ひ
と

の
対
極

に
あ

る
節

度

あ

る
人
、

更

に
は
思
慮

あ

る
人

に
も
当

て
は

ま
る

　　
　

と
考

え
ら

れ
る
。

悪
徳

の
ひ

と
が
徳

あ

る
人

と

(或

る
意
味

で
)
共

有

し
、
抑

制

の
な

い
人

と

は
異

な
る
点

の

一
つ
は
、
前

二
者

が

(各

々

そ

の

内

容

は
別

で
あ

る
が
)

選
択

に
し
た

が

っ
て
行
為

す

る

の
に
対

し

て
、
抑
制

の
な

い
人

の
振

る
舞

い
は
選

択

に
反

し

て
な
さ

れ
る
点

に
あ

る
。

更

に
言

え
ば
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
場
合

、

「
選
択

」

は
、
選

択

す
る

ひ

と
が
直

面
す

る
状

況

に
お

い
て
今

此
処

で

な
す
　

の

　ハ
　

特
定

(
　

)

と

の
結

び

つ
き
を
含

ん
だ

も

の
と
し

て
あ

る
。

そ
れ

ゆ
え
、

性
向

相
関

的

な

「
行

為
推

論

の
必
然

」

は
、

ま
た
、

そ

れ

ぞ

れ

の
ひ
と

に
よ

る
特
定

化

の
下

で
捉

え
ら

れ
た

「
エ
ウ
ダ

イ

モ

ニ
ア

」

の
観

念
1

い
か
に
生

き

る

べ
き

か

の
観

念
l
l

に
由

来

す
る
必

然
性

で
あ
る

と
言

う

こ
と
が
出

来

よ
う
。

4
.

二
通

り

の
結

論

の
間

の
対

比

は
、

恐

ら
く

、
理
論

的

な
論

証
/

推
論
/

判

断

の
領
域

と
実

践
的

判
断

の
領

域

の
対
比

と
考

え
ざ

る

を
え

な

い
で
あ

ろ
う

。
し

か
し

な
が

ら
、

こ

の
理
解

に
よ

っ
て
、

「
必
然

(
　

)
」
と

さ
れ

る

こ
と

に

つ
い
て
も
、

前
者

の
領

域

に

は

「
肯
定

」
の
必

然

性

の
み
が

配

さ
れ
、

後
者

の
領

域

で
は

「
実
行

」

の
必
然

性

の

み
が

(排

他
的

に
　

)
配

さ
れ

て

い
る

と
解

す

る

こ
と
が
唯

一
可

能

な
解

釈

で
あ

る

こ
と

に
な
る

わ
け

で
は

な

い
。

即

ち
、
事

例
描

写

の
中

の
「
同
時

に
そ

れ
を

ま
た
実
行

し

も
す

る
　

の
が

必
然
」

と

い
う
部

分

の
解
釈

は
未

だ
確

定

さ
れ

て

は

い
な

い
の
で
あ

る
。

そ

の
事
例

に
遂

行

の
必
然

の
み
を
割

り
当

て
る
な

ら
ば

、
排

他
的

配
分

が
成

立
す

る
。

し

か
し

そ

の
場

合

に
は

「
同
時

に
…

…

ま
た

.
　

…

・

潔
ミ

」

と

い
う
部

分

㈲

の
箇
所

の

一
般
的

な

主
張

の
中

に
は
そ

れ

に
対

応

す
る

も

の
が
な

い
部
分
1

が
無

視

さ
れ

る

こ
と

に
な
ろ

う
。

確

か

に
、

「大

・
小
両

前

提
を

判
断

す

る
と
同

時

に
そ

れ
ら

か
ら

の
結
論

に
あ
た

る
も

の
を
遂

行

す

る
こ
と

も
必

然
」

と
解

す

る
こ
と

も
不

可
能

で

は
な

い
で
あ

ろ
う

。

し
か

し
そ

れ
が
唯

一
の
可
能

性

で
あ

る
わ

け

で
も
な

い
。

「
そ

れ
ら

[
二

つ
の
前

提
]

か

ら

一
つ
の
判

断

が
生

じ
る

と
き

」



(
　

)
と
明

示
的

に
言

わ

れ
て

お
り
、

結
論

が
判

断

さ
れ

る
と
考

え

ら
れ

て

い
る

こ
と
は
確

か
で
あ

る
。
行

為

が
実

践
的
推

論

の
大

・

小

二
前
提

と

の
関
係

に
お

い
て
理
解

さ

れ

る
こ
と

は
、

そ

れ
が
理

由

の
空

間

の
中

で
問

題

に
さ
れ

て

い
る

こ
と

で
あ

り
、

そ
れ

ら

か
ら
生

じ
る
結

論

と
な

る
行
為

も
言

語
的

に
分
節
化

さ

れ

て

い
る

こ
と

は
間
違

い
な

い
。

と

に
か
く
、
実

践
的

領
域

に
お

い
て

は
、
実

行

・
遂
行

の
必

然
だ

け
が

主

張

さ
れ

て
お
り

、
結
論

に
関

す

る
判
断

の
契

機
、

更

に

は
肯

定

の
契
機

の
排

除

が
含

意

さ
れ

て

い
る
と
解

す

る
必
然

性

は
な

い
よ
う

に
思

わ

れ

　が
　

る

(
「
(
結
論

さ
れ

る

こ
と
を
肯

定

す
る

と
)
同

時

に
そ

れ
を
遂

行

し
も

す

る
こ

と
が
必

然
」

)

。

5
.

以
上

は
未

だ
、

ア
ク

ラ

シ
ア
が

そ

こ
に
定
位

さ

れ
る

一
般
的

構
造

の
提

示

の
段

階

で
あ
る
。

そ

こ

に
は

ア
ク

ラ

シ
ア

の
事
例

は
未
だ

登
場

し

て

い
な

い
。

行
為

す

る

ひ
と

の
性

向

と
選
択

に
相

関
的

な
必

然
性

の
主

張

は
、
実

践
的

推

理
を

通
し

て
提

示
さ

れ

る
行

為

の
理

由
が

、
行

為

の

原
因

で
も
あ

る

こ
と

の
主

張

で
あ

る
と
解

さ

れ
る
。

節
度

あ

る
人

や
放
埒

な

人

の
行

為

は
、

理
由

(
　

)
が

原
因

(
　

)
で
も

あ

る
事
例

と
言

う

こ
と

が
出
来

よ
う

。

そ
れ

に
対

し

て
、

こ

れ
か

ら

い
よ

い
よ
登
場

す

る

ア
ク
ラ

シ

ア
の
場
合

は

、
理
由

と

原
因

が
或

る
仕
方

で
乖
離

し

て

　り
　

い
る
事
例

と
言

う

こ
と
が

出
来

る
。

さ

て
、

第

四

の
議
論

の
ω

の
箇

所

で
あ

る
。
無

抑

制

の
振

る
舞

い

に
際

し

て
、

そ

の
人

の
な

か
に
は

、

ふ
た

つ
の
実
践

的
推

論

が
併
存

し

、
そ

の
う

ち

正
し

い
分
別

を
大
前

提

と
す

る
推
論

は
現
実

化

さ
れ
ず

、

そ
こ

に
あ

る

(正

し

い
分
別

に
反
し

た
)
欲

望

に
よ

っ
て
引

き
ず

ら

れ

て
行

為

　　

し
、

(別

の
箇
所

の

叙
述

を
含

め

て
言

え
ば
)

欲
望

が
去

っ
た
後

で
後
悔

す

る
。

1
.
ω

先

の
㈲

の
箇

所

で
そ

の

一
般

的

な
構

図
が

語
ら

れ
た

行
為

は
、

選
択

を
構

成

し
行
為

者

の
魂

の
性
向

の

一
部

と
な

っ
た

ロ
ゴ

ス

に
従

っ

て
生

じ

る

の
に
対
し

て
、
無

抑
制

の
振

る
舞

い
は
、

正

し

い

ロ
ゴ

ス

の

(或

る
意

味

で
)

外

に
あ

る
欲
望

に
よ

っ
て
引

き
起

こ
さ

れ
る
。

し

か
し

な
が

ら
、

こ

の
欲

望

は
乗
船

し

て

い
る
船

を
難
破

さ

せ

る
嵐

と
同
じ
意

味

で
、
行

為

者

の
外

に
あ

る
わ

け

で
は
な

い
。

そ

の
欲

望

は
陶
冶

さ

れ
る



べ
き
仕
方

で
は

(未

だ
〉

陶
冶

さ

れ
て

い
な

い
そ

の
行
為

者

の
欲
望

で
あ

る
。

②
こ
の
欲
望
の
基
本
的
特
徴
は
、
正
し
い
分
別
l
l

一
般
的
な
判
断
、
実
践
的
推
論
の
大
前
提
に
当
た
る
と
解
さ
れ
る
ー

に
反
す
る
点
に
あ

る
。
無
抑
制
は
、
こ
の
正
し
い
分
別
か
ら
の
離
反
の
契
機
を
本
質
的
に
含
む
。

一
般
的
な
把
握
を
持
た
ず
、
欄
別
的
な
こ
と
ど
も
に
関
わ
る
表
象

と
記
憶
を
も
つ
だ
け
の
動
物
に
無
抑
制
が
帰
属
さ
れ
な
い
の
は
こ
の
故
で
あ
る
。

㈹
こ
の
欲
望
に
つ
い
て
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
欲
望
は
言
わ
ば
裸
の
事
実
と
し
て
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
仕
方
で
言
わ
ば
讐理
由
の
空
間
L

を
通

し

て
現

れ

る
こ
と

で
あ

る
。
欲

望

は
、
本

来

の
仕
方

で
は
な

く
擬
似

的

な
仕
方

に
お

い
て

で
は
あ

る

が
、
理

由

の
形
を

取

っ
て
ー

理
由

と

い
う

衣

を
ま

と

っ
て
ー

現

れ

て
く
る
。

ア

リ

ス
ト
テ

レ
ス
の
場
合

、

ア
ク

ラ

シ
ア
は

理
性

と
欲
望

の
対
立

と

い
う
単

純

な

二
元
論
的

枠
組

み
に

へ　

よ

っ
て
説

明

さ
れ

て
は

い
な

い
。

そ

の
よ
う

な
枠
組

み
に
よ

る
場
合

に
は
、

ま
が

い
の

ロ
ゴ

ス
の
実
践

的
推

論

は
不
要

で
あ

ろ

う
。

節

度
あ

る
人

・
思
慮

あ

る
人

及
び
放
埒

な

人

の
場

合
、

行
為

の
理
由

は
そ

の
行
為

の
生

起

を
引

き
起

こ

す

(前

者

の
場
合

の
理
由

は
正

し

い
分

別

に
従

っ
て

い
る

の

に
対

し

て
、
後

者

の
場

合

の
理
由

は
偽

な

る
分
別

に
従

っ
て

い
る
)
。

そ

こ
で
は

「
理
由

が
原

因

で
も

あ

る
」
構
造

が
成

立

し

て

い
る
。

そ

れ

に
対

し

て
、
無

抑
制

の
振

る
舞

い

に
お
け

る
分

別

は
、
情

念

の
陶

冶
を

通
し

て
行

為
者

に
よ
る

「
エ
ウ
ダ

イ

モ

エ
ア
し

の
特

定

の

内

に

(未

だ
)

組

み
込

ま
れ

て
は

い
な

い

(言

わ
ば

)
逸

脱

し
た

欲
望

に
よ

っ
て
支
配

さ

れ
た
分

別

で
あ

る
。

こ

こ
で

は
、

欲
望

と

い
う

「
行

為

の
原

因

が
理
由

を
創

り
出

す
」

状
況

が
生

じ

て

い
る
。

　　
　

ω

ま

が

い
の

ロ
ゴ

ス
の
大
前

提

に
登
場

す

る
述

語

「
快

い
」
が
価

値
語

の

一
つ
で
あ

る

こ
と

に
も
注
目

し

よ
う
。

ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス
の
場
合

、

節
度

の
ア

レ
テ
ー

を
持

つ
人

は
、
然

る

べ
き
時

に
然

る

べ
き
仕
方

で
身
体

的

快
を

享
受

す

る
人

で
あ

っ
て
、

身
体

的
快

楽

は
全

て
避

け
る

べ
き

だ

と

す
る
禁

欲
主

義
者

で
は
な

い
。

(少

な
く

と
も
今

の
事

例

で
は

)
ま

が

い
の

ロ
ゴ

ス
に
よ

っ
て
そ

の
内

容

が
示

さ
れ

る
欲
望

は

、
タ

イ
プ

と
し

て

避

け
ら

れ
る

べ
き

も

の

へ
の
欲

望

で
は

な
く

、

タ
イ
プ

と

し
て

は
積
極

的
な

価
値

の

一
つ
で
あ

る
も

の

へ
の
、
目

前

の
個
別

的
状

況

に
お
け

る
不

適
切

な
欲

望

で
あ

る
。

ま
が

い
の

ロ
ゴ

ス
が

抑
制

を
失

っ
た
行
為

の
理
由

を

(何

ら

か
)
与

え

る
も

の

で
あ
り

う

る
の

は
、

快
楽

と

い
う

ひ

と

つ

の
価

値

の
相
貌

の
下

で
眼
前

の
状

況
が
捉

え

ら

れ
て

い
る

か
ら

に
他

な
ら
ず

、
そ

の
振

る
舞

い
は
、
　快
　
と

い
う

価
値

の
獲

得

の
た

め
と

い
う

「
理



由

の
空

間
L

の
な

か

で
生

じ

て

い
る
。

そ
れ

で

は
、

そ

の
擬
似

的

な
理
由

の
姿

は
ど

の
よ
う

な

も

の
と
し

て
ア

リ

ス
ト

テ

レ
ス
に
よ

っ
て
提

示

さ
れ

て

い
る

の
か
。

こ

の
点

に
目
を

向

け
よ
う

。

2
.

テ

キ

ス
ト
上

は
、
次

の
二

つ
の

「
ロ
ゴ

ス

の
輪

」

が
提
示

さ

れ

て

い
る
。

〔
A
〕

味

わ
う

こ
と
を
妨

げ

る

一
般

的

な
判
断

(大
前

提
)

(小
前

提
)

こ

の
も

の
を
避

け
る

よ
う
語

る
判

断

(結
論

)

〔
B
〕

「
す

べ
て
甘

い
も

の
は
快

い
」

(大
前

提
)

「
こ
れ
は
甘

い
」

(小
前

提

)

(結
論

)

　ね
　

[
+
欲

望
]

ー

(目
の
前
の
甘
い
も
の
を
追
求
す
る
)
行
為

㈲

の
箇

所

の
テ

キ

ス
ト
で
与

え

ら
れ

て

い
る

の
は
以
上

の
こ
と
だ

け

で
あ

る
。
幾

つ
か

の
点

に
空

所

が
存
在

し

て

お
り
、

こ

の
箇

所

を

め
ぐ

っ



て
様

々
な
解

釈

が
行

わ
れ

て
き

た

こ
と

の
抑

も

の
原

因

は
こ

の
点

に
あ

る
。
空

所

の
補
充

の
仕

方

を
含

め

て
わ

れ
わ
れ

も
何

ら

か
の
理
解

の
可
能

性
を

示
さ

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

こ

こ
で
は
、

伝
統

的

な
解
釈

(「
通

説
」
)
の
代

表

と
し

て
加
藤
解

釈

を
取

り
上

げ

る
と

と
も

に
、
加

藤

(
　

)

が
自
説

の
提
示

に
際

し

て
そ

の
メ

リ

ッ
ト
を
認

め

な
が

ら
も
批

判

し

て

い
る
田
中

(
　

)
解

釈

を
合

わ

せ
て
取

り
上

げ

る

こ
と

に
し
よ
う

。

3
.
加

藤

(
　

)

が
批
判

し

て

い
る
田
中

解

釈
を

見

る
こ

と
か
ら

始

め
よ
う

。

田
中

(
　

)

は
次

の
よ

う
な
構

図

を
提

示
す

る
。

〔
T
A

〕
正

し

い
分
別

「
す

べ
て
他

人

の
も

の
は
味

わ

っ
て

は

い
け
な

い
」
1

(普
遍

的

な
見
解

)

「
こ

の
果
物

は
他

人

の
も

の

で
あ

る
」

1

(個

別
的

な
見
解

)

「
こ

の
果
物

は
味

わ

っ
て

は

い
け
な

い
」

-

(

結

論

)

l
l
↓

〈
こ
の
果
物

を
味

わ
う

の
を
や

め

る
〉

(

行

為

)

〔T

B
〕
擬

似

分
別

「
す

べ
て
甘

い
も

の
は
快

い
」

1

(普

遍

的

な
見
解

)

「
こ

の
果

物

は
甘

い
」

(個
別

的

な
見
解

)

「
こ

の
果

物

は
快

い
」

(

結

論

)

+

〈
快

い
も

の

は
味

わ

う
が

よ

い
>

1

(

欲

望

)



ー

〈
こ
の
果
物
を
味
わ
う
〉

(

行

為

)

田
中
に
よ
る
こ
の
定
式
化
の
特
徴
は
、
加
藤
に
倣
っ
て
次
の
三
点
に
要
約
で
き
る
。

①

「味
わ
う
の
を
妨
げ
る

一
般
的
判
断
」
と
だ
け
言
わ
れ
て
い
る
正
し
い
分
別
の
推
論
の
大
前
提
を
一

般
的
な
倫
理
的
命
法
、
道
徳
綱
領
の

　だ
　

一
つ
と
し

て
受

け
取

っ
た

こ
と

L
に

田
中
解

釈

の
特

徴

の

一
つ
が
あ

る
。

こ
こ

で
ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
が
取

り

上
げ

て

い
る
事
例

は
健

康

の
例

で
あ

る
が

、
彼

が

ア
ク
ラ

シ

ア
の
問
題

と
し

て

い
る

の
は
倫
理

的

な
行
為

で
あ

る

こ
と

か
ら
、

田
中

解
釈

の
こ

の
特

徴

に

つ
い
て
、
加

藤

(
　

)
は
、

　み
　

「
こ

の
箇

所

で
ア
リ

ス
ト
テ

レ

ス
が

問
題

と
し

て

ゐ
る

こ
と

の
真
相

を
如

実

に
浮

か
び
上

が

ら
せ

る
力

を
持

っ
て
ゐ

る
」

と
、
評

価

す
る
。

②

正

し

い
分

別

の
推
論

の
欠

け

て

い
る
小
前

提

を
、

そ

の
大

前
提

に

つ
い
て

の
①

の
解

釈

に
合

わ

せ
て
、

「
こ
の
果
物

は
他

人

の
も

の

で
あ

る
」

と

し
た
。

こ

れ

に
よ

っ
て
、
正

し

い
分
別

の
推

論

の
結
論

「
こ

の
果

物

を
味

わ

っ
て

は
な
ら

な

い
」
が
倫

理

的
禁

止

と
し

て
明
確

に
な
る
。

③

こ
の
結
果

、
正

し

い
分
別

の
小
前

提

と
擬

似
分

別

の
小
前

提

は
異

な

る
命

題

で
あ

る

こ
と

に
な

る
。

こ

の
点

を
、

加
藤

(
　

)

は
、

一
方

で
は
、

田
中
解

釈

の
よ

り
大

き
な
特

長

で
あ

る
と

と
も

に
、

メ
リ

ッ
ト

で
も

あ

る
こ

と
を
認

め

る
。

4
.

こ
れ

ら

の
特

長

を
持

つ
田
中

解
釈

の
メ
リ

ッ
ト
を
加
藤

(
　

)

は

一
方

で
評
価

し

な
が

ら

も
、

そ
れ

ら

の
メ
リ

ッ
ト

に
含

ま
れ

る
次

の

　
　
　

二
点

の
ゆ
え

に
批
判

し
、

田
中

解
釈

と

は
別

の

テ
キ

ス
ト
解
釈

に
よ

っ
て
も

「
田
中
解
釈

の
メ

リ

ッ
ト
は
充

分

に
生

か
せ

る
」

と
主

張
す

る
。

ω

批
判

の
第

一
は
、

二

つ
の
推
論

の
小

前
提

が

二

つ
の
異

な

る
命

題

に
な

る
点

に
向

け
ら

れ

る
。
加

藤

(
　

)

が
先
ず

注

目
す

る

の
は
、

わ

れ

わ

れ
が
未

だ
扱

っ
て

い
な

い
結
論

部
分

に
登

場

す

る
次

の

一
文

の
最

後

の
部
分

で
あ

る

(此
処

で

は
加

藤

訳
を

そ

の
ま

ま
用

い
て
お
く

)。
即

ち
、

「本

来

の
意
味

で
の
知
識

と
言

わ

れ

る
に
値

す

る
と
思

は

れ
る
も

の
が

現

に
存

す
る

の

に
、

情
念

の
情

態

が
生

じ

る
こ
と

は
な

い
。

ま

た
、

こ

の

や

う
な
意

味

に

お
け
る
知

識

が

こ
の
や

う
な
情

念

の
情

態

の
た

め

に
引

き
摺

り
廻

さ

れ
る

こ
と

も
な

い
。
[
こ

の
や
う

な
情
念

の
情

態

が
生
ず

る
場

合

]
現
存

し

て

い
る

の

は
感

覚
的

な
知

識

な

の
で
あ

る
」

(
　

)
。

こ

の
最

後

の
部
分

、

「
[
こ
の
や
う

な
情
念

の
情
態

が
生

ず

る
場
合

]

現

存

し
て

い
る

の
は
感
覚

的

な
知

識
な

の
で
あ

る
」

が
、
情

念

に
よ

っ
て
引

き
摺

り

廻
さ

れ
る

も

の
は
個
別

に
関

わ

る
知
覚

的

認
知

で
あ

る

こ
と

を

言
う

も

の
と
解

さ

れ
る

こ
と
が

、

二
種

の
推
論

の
小

前
提

と

な
る
命

題

の
同

一
性

の
論
拠

と

し

て
提

示

さ
れ

る
。



し
か
し

な
が

ら
、
こ

の
論

拠

は
充

分

と
は
言

い
難

い
。
な
ぜ

な
ら

、
テ
キ

ス
ト
上

語
ら

れ

て

い
る

の
は
、
「無

抑
制

の
振

る
舞

い
の
生
起

に
際

し

て
現

存

し
、
情
念

に
よ

っ
て
引

き
摺

り
廻

さ

れ
る

も

の
が

感
覚

的
知

識

で
あ

る
」

こ
と
だ

け

で
あ

り
、
他

方

、

二

つ
の
推
論

の
小
前

提

は

い
ず

れ

も
感

覚
的

知
識

(判
断

)
で
あ
る
点

で
は

か
わ
り

は
な

く
、
従

っ
て
、

「
引

き
摺

り
廻

さ
れ

る
」
と
言

わ
れ

る
小
前
提

は
、
擬

似
分

別

の
小
前

提

と

は

異
な

る
正

し

い
分

別

の
推
論

の
小
前

提

の
方

で
あ
る

と
考

え
る
余

地

は
依
然

十

分
残

さ
れ

て

い
る
。

こ
う

し
た

反
論

の
余
地

を
予

想

し

て
か
、
加

藤

は
第

一
の
批

判

の
論
拠

に

つ
い
て
、
今

引

用

し
た
部

分

の
直
前

の
箇

所

を
め

ぐ

っ
て
「
二

の
矢

」

　お
　

を
放

つ
。

個

別

に
関

わ
る
知

覚
命

題

が
正

し

い
分

別

の
輪

に
組

み
込

ま
れ
、
こ

の
大
前
提

と
か

み
合

っ
た
小

前
提

と

し

て
把

握

さ
れ

て

い
る
場
合

に
は
、

最
終

の
前
提

命
題

(小

前
提

)
を
最
終

の
前

提
命

題

と
し

て
持

っ
て

い
る
と
言

う

こ
と
が
出

来

る

の
に
対

し

て
、

「情

念

の
情
態

に
あ

る
者

は
こ

の
最
終

の
前
提

命

題
を

も
た

な

い
と
す

べ
き
か
、

あ

る

い
は
、
も

し
も

、
も

っ
て
ゐ

る
と

す
れ
ば

、

そ
れ

が
分
別

の
輪

(大

前
提

)

に
組

み

込

ま

れ
、
し

た
が

っ
て
、
本
来

の
意
味

で

の

『知

識

(
　

)
』
に
構
成

さ

れ
た

も

の
と
し

て
も

っ
て
ゐ

る
の

で
は
な

く
、

た
だ

、

そ
れ

と
同

じ
辞
句

を

口

に
論

え

る
こ

と
が

で
き

る
だ

け

の
こ
と

だ

つ
ま
り
、

本
来

の
分

別

の
輪

か
ら
外

れ

て

ゐ
る

と
言

は
れ

て
ゐ

る

の
で
あ

る
。

　が
　

こ

の
箇

所

は
明

ら
か

に
二

つ
の
シ

ュ
ロ
ギ

ス

モ
ス

の
小

前
提

を

同

一
の

[辞

句

の
]

も

の
と
す

る
解

釈
を

一
義

的

に
支
持

す

る
。
」

②
加

藤

(
　

)

の
田
中

批
判

の
第

二
の
点

は
、
事

例

の
性
格

に
関

わ

る
。

田
中
解

釈

で

は
、
提

示

さ
れ

て

い
る
事
例

は
他

人

の
も

の
を
味

わ

っ
て
し
ま
う

倫

理
的
な

ア

ク
ラ

シ
ア

の
場
合

で
あ

る
が
、
加

藤

(
　

)

に
よ
れ
ば

、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
は

こ

の
箇

所

で

「倫

理
的

事
象

と

し

て

　れ
　

の

ア
ク

ラ
シ
ア

を
健
康

に
か

か
は
る
事

象

を
事
例

と
し
、

そ

の
ア

ナ

ロ
ジ

ー

に
よ

っ
て
説

明

し
よ
う

と

し

て
ゐ
る
」
。

問

題

は
倫

理
的
事

象

で
あ

る
が

、
「
価

値

の
相
対

性

と
相
克

の
問

題
を
常

に
ひ

き

こ
ま
ざ

る
を
得

な

い
倫

理
的
事

象

よ
り

も
」
、
わ

れ
わ
れ

に
と

っ
て
遙

か

に
分

か
り
や

す
く
、

事
柄
自

体

と
し

て
も
遙

か
に
単
純

な

健
康

に
関

わ

る
事
象

を
例

示

と
し

て
、
「
こ
れ

と

の
類
比

で
、
倫

理
的

事
象

と

し

て

の
ア
ク

ラ

シ
ア
の
問
題

の

所
在

を
明
確

な

形

で
突

き

止

め
て
置

く
必
要

が

あ

っ
た
。
」

「
第

七
巻

の
ア
ク

ラ

シ
ア
論

は
…

…
人
間

的
行

為

の
も

つ
べ
き
合

理
性

の
問

題

の
所
在

を
も

っ
と
も
端

初
的

な
、
わ
れ

わ
れ

に
と

っ
て
近

い
場

所

で
示

そ
う

と
意
図

し

た
箇
所

で
」
あ

り
、
「
そ
れ
だ

け

に
、
そ

れ
は
極

め

て
単
純

化

さ

れ
、

　
が
　

モ
デ

ル
化

さ

れ
た
形

で
述

べ
ら
れ
な

け

れ
ば

な
ら

な

か

っ
た
。

」



そ
れ

で
は
、
加

藤

(
　

)

に

よ
る
田
中

批

判

は
当

た

っ
て

い
る
で
あ

ろ
う

か
。

そ

の
批
判

的
検

討

が
次

の
課
題

で
あ

る
。

註

(1
)

『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
　

(以
下
同
書

に
つ
い
て
は
書
名
を
省
略
す
る
。
)

(2
)
　

(3
)

『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
加
藤

信
朗
訳
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
全
集

13
、
岩
波
書
店
、
一零
ω
、
お
幽頁
。

(4
)

六

つ
の

フ

ァ
イ

ノ

メ

ナ

・
エ

ン
ド

ク

サ
i

一
般

に
考

え

ら

れ

て

い
る

こ

と

(
　

)
1

ー

の
う
ち
第
三

の
も
の
だ
け
が
志
向
性
を
表

す
動
詞
を
用

い
て
お
ら
ず
、
抑
制
と
無
抑
制

に
関
す
る
ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
自
身
の
見
方

の
提
示
と
解
さ
れ

る

こ
と
が
あ

る

(
　

)
、
畠
ら
頁
注

(2
)
"
加
藤
信
朗
、
「
行
為
の
根
拠

に
つ
い
て

(1
の
i
)
」
、
『
人
文
学
報
』

(東
京
都
立
大
学
人
文
学

部
)
第

一
六

一
号
、

一
九
八
三
年
、
一
ω
O
頁
&
注

(
13
)
)
。

確

か
に
、
表
現
上
の
こ
の
特
徴

は
他

の
フ
ァ
イ
ノ
メ
ナ
の
提
示

に
は
見
ら
れ
な

い
も
の
で
あ
り
、
解
釈
者
達
が
そ
こ
に
特
別
な
意
味
を
見
よ
う
と
し

た

の
も
強

ち
的
外
れ
で
は
な

い
か
も
し
れ
な

い
。
し

か
し
、
以
下
第
七
巻
第

三
章
ま
で
の
叙
述

に
照
ら
し

て
考
え
た
場
合
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
自
身

の

見
方
の
提
示
-

例

え
ば
、
抑
制

と
無
抑
制

に

つ
い
て
の
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
自
身

の
定
義

の
提
示
1

と
見
る
こ
と
に
は
或
る
慎
重

さ
を
要
し
よ
う
。

二
つ
理
由
が
挙
げ
ら
れ
る
。

①

一
つ
は
、

フ
ァ
イ
ノ
メ
ナ

・
エ
ン
ド
ク
サ
の
提
示
と

い
う
、

ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
明
確
な
方
法
論
的
意
識

の
第

一
段
階

の

一
部

と
し

て
提

示
さ
れ
て

い
る
と

い
う
文
脈
的
な
理
由
で
あ
る
。

②
も
う

一
つ
は
、
「知

っ
て
い
て
・
知

っ
て
い
る

の
で

伽§

h
」
と

い
う
肝
心

の
規
定
の
意
味
が
正

に
問
題

と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
内
容
的
な
理

由

で
あ
る
。

ア
ポ
リ
ア
の
解
決
を
目
指
す
第
三
章

の
冒
頭

(
　

)
で
先
ず
最
初

に
探
求
す

べ
き
こ
と
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
は
、
抑
制
を
失
う

人
は
、
知

っ
て
い
て
行
為
し
て

い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
知
ら
な
い
で
行
為
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
知

っ
て
い
て
で
あ

る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
ど
の
よ
う

な
意
味

・仕
方

に
お

い
て
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問

い
で
あ

る
。
(
　



　
(8

)

一
般

者

に
関

わ

る
命
題

の
例

と

し

て

「乾

燥

し

た

も

の
は

ど

の
人

間

に
も
有

益

で
あ

る

」
が
、

(恐

ら

く

一
般

者

の
二
種

類

の
例

と

し

て
意

図

さ

れ
た

も

の
と

し

て

?
)

「
自

分

は
人

間

で
あ

る
」

と

「
こ

う

い
う

性

質

の

も

の
は

乾
燥

し

て

い
る

」
が

挙

げ

ら

れ

る
。

(9

)

=
ミ

呂

・

(10

)

こ

の
第

二

の
議

論

で
、

小
前

提

が

働

い
て

い
な

い
こ

と
を

語

る

の

は
、

二
箇

所

あ

る

(
　

)
。

(11

)
　

(
15
)
田
中

(
　

)
は
、
初
学
者

の
事
例

に
つ
い
て
は
言
及

し
て
い
る
が
、
睡
眠
、
酩
酊
、
狂
乱
の
場
合
と
の
類
似
性
を
言

う
の
み
で
、
役
者

の
事
例

に

つ

い
て
は
触
れ
て
い
な

い
。

田
中
享
英
、

「
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
意
志
の
弱

さ
　

」
、
北
海
道
大
学
文
学
部
紀
要
30
1
2
、

一
九

八
二
年
、

三
～

二
四
頁
。

加
藤

(一り
。。ω
)

は
、
初
学
者

と
役
者

の
い
ず
れ
の
事
例

に
つ
い
て
も
触
れ
て

い
な

い
。

(
16
)
こ
れ
ら

の
事
例

を
わ
れ
わ
れ
同
様

の
慎
重

さ
を
持

っ
て
検
討
し
て

い
る
の
は
、
　

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

の
　

も
、
初
学
者
及
び
役
者

の

事
例
を
も
含
め
た
諸
事
例
の
提
示

の
積
極
的
な
意
味
の
探
求
ま
で
は
行

っ
て
い
な
い
。

今

や
や
先
取
り
し

て
言
え
ば
、

こ
の
「別

の
所

に
あ
る
知
識
」
と

い
う
点
は
、
第

三
章

の
宋
尾
で
語
ら
れ
る
「本
来

の
知
識

と
思
わ
れ
る
も

の
」

(一
一ミ

げ
扇
～
一①
)
を
、
多
く
の
解
釈
者
達

に
抗
し
て
、
賢
慮
を

い
う
と
解
す
る
こ
と

に
な
る
わ
れ
わ
れ
の
解
釈

の
傍
証
に
な
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
無
抑
制

の

人
は
そ
の
行
為

の
状
況
を
め
ぐ

っ
て
口
に
す
る
だ
け
の
言
葉
と
同
じ
言
葉
が
実
質
的

に
知

の
表
出

と
な
る
別

の
人
と
は
、
賢
慮
を
も

つ
ひ
と
、
実
践
知



を

も

つ
ひ
と

と
考

え
ら

れ

る

か

ら

で
あ

る
。

(
17
)

加
藤

(
　

(
18
)
　

(
19
)
例

え
ば

、

「
理
論

的

論

証

」
と

「
行
為

に
関

わ

る

判
断

」
の
対

比

(加
藤

)
　

.、
の
対

比

(男
O
もゆ6隣
)。

(
20
)
　

(
21
)
こ
の
点
は
、
次
の
論
文
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

武
宮
諦
、
「
ア
ク
ラ

シ
ア
」

の
問
題
を
め
ぐ

っ
て
…

ー

『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
七
巻

・
三
章
…
i

、
『哲
学
論
文
集
温

(九
州
大

学
哲
学
会
)、
第

八

輯
、

一
九
七
二
年
、

一
五
～

三
三
頁
。

(22
)
　

.

(23
)
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
次

の
論
文
を
参
照
。

森
俊
洋
、

「行
為
推
論

の
必
然
」
、
『行
為

の
構
造
』

(九
州
大
学
哲
学
研
究
室
編
)
、
勤
草
書
房
、

一
九
八
三
年
、

一
四

一
～

一
六
五
頁
。

(24
)
そ
れ
ゆ
え
、
ア
ソ

ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
ア
ク
ラ

シ
ア
の
扱

い
の
焦
点
は
、
抑
制

の
な

い
人
と
抑
制

の
あ
る
人

の
間
の
対
比

に
あ
る
の
で
は
な
く
、
抑
制

の
な

い
人
と
節
度

の
徳
を
持

つ
人

(思
慮
あ
る
人
)
と
の
間

の
対
比

に
あ
る
こ
と
を
、
ウ
ィ
ギ

ン
ズ
に
対
し

て
主
張
す
る
マ
ク
ダ

ゥ

エ
ル
の
主
張
に
は
、

何
ら
か

の
洞
察
が
含
ま
れ
て
い
る
。

(25
>

磁
選
択

(プ

灘
ア
イ

レ
シ
ス
>
L
に

つ
い
て
は
、
次

の
旧
稿
を
参
照
。

コ

一
つ
の
ア

レ
テ

ー
、

一
人

の

ひ
と
ー

エ
ー
テ

ィ

ケ

ー

・ア

レ
テ

ー

と
プ

ロ
ネ

ー

シ

ス
ー

L
、

『テ

オ

リ

ア
』

(九

州
大

学

教
養

部
)

第

三

十

輯
、

一
九

八

九
年

、
五

一
～
九
七
頁
。

(26
)
実
践
的
領
域

に
お

い
て

「
結
論
は
行
為

で
あ
る
」

と
い
う
主
張
は
、
命
題
化

さ
れ
た
内
容
を
持

つ
判
断

は
そ
こ
で
は
生
じ
て

い
な
い
こ
と
を
含
意
し
な

い
点

に
つ
い
て
は
、
　



(27
)

因

果

説

に

シ

フ
ト

し

た
後

期

の
黒

田
亘

が

、

原
因

を

傾

向
性

(.
人

格

主
体

の
構

え

L

「徳

」

「
ア

レ
テ

ー
」
)

と

関
連

づ

け

て
考

え

る
方

向

を
志

向

し

て

い
た

こ

と
が

想

起

さ

れ

る

(9

黒

田
亘

、

『行

為

と
規

範
』
、

勤

草

書

房

、

一
九

九

二
年

、

七

六

～

七
七

頁

、

九

五
～

九

八

頁

)。

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

に
お
け

る
理

由

と
原

因

、

合

理
性

と

因

果
性

を

め

ぐ

っ
て

は
、

機
会

を
改

め
て

基
本

的

に
考

え

な

け
れ

ば

な

る

ま

い
。

(28
)
　

(29
)
　

の
叙

述

は
、
無

抑

制

の
振

る

舞

い
を

導

く

欲
望

が

ロ
ゴ

ス
と
判

断

の
形

を
介

し

て
働

く

こ
と

を

ア

リ

ス

ト
テ

レ
ス

が
明

瞭

に
捉

え

て

い

る

こ
と

を
示

し

て

い
る
。

(30
)
　

(31
)

欲

望

は

「
理
由

の
空

間
」
を

通

し

て

現

れ

る
と

い
う
先

の
指

摘

か
ら

す

れ
ば

、

推

論

と

は
独

立

の
項

と

し

て
欲

望

を
表

示

す

る

こ

と

に
は

問

題

が
あ

る
。

備

忘

の
た

め

に
、

口

括

弧

の
中

に
入

れ

て
表

示

し

て

お

こ
う
。

(32
)

加

藤

(お
。。
ω
)
、

一
誌

頁
。

(33
)

但

し

、

そ

こ

に
は

加

藤

が
批

判

す

る

ポ
イ

ン
ト

の

一
つ
も

含

ま

れ

て

い
る

(後

述

参

照

)。

(34

)
加

藤

(一り
。。
ω
)
、

=

。。
頁
。

(35
)
　

加

藤
　

(36
)

加

藤

(
　

(37
)

加

藤

(
　

刈頁

。

(38
)

加

藤

(一
　

頁

。

(昭
和
五
九
年
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
中
退
・
本
学
大
学
院
比
較
社
会
文
化
研
究
院
助
教
授
)


