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『哲学の慰め』における「存在」と「善」への一視点

序

A
.D

.524

年
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
国
王
テ
オ
ド
リ
ッ
ク
の
命
に
よ
り
、
パ
ビ
ア
の
流
刑
地
に
あ
っ
て
迫
り
来
る
死
を
目
前
に
し
て
い
た
。
罪
状
は

反
逆
罪
で
あ
っ
た
。
彼
へ
の
処
罰
の
原
因
は
、
歴
史
的
に
は
当
時
の
王
宮
内
で
の
権
力
闘
争
、
政
争
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
に
巻
き
込
ま
れ
、
負
け

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
下
に
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
自
ら
の
死
期
を
覚
悟
し
な
が
ら
、
最
期
の
著
作
『
哲
学
の
慰
め
』
を
記
し
た
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
と
の
比
較
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
我
々
の
知
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
あ
く
ま
で
も
弟
子
プ
ラ
ト
ン
の
目
を
通
し
た
（
達
観
し
た
哲
人
の
）

像
で
あ
る
の
に
対
し
て
、『
慰
め
』
は
、
死
期
の
迫
る
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
が
、「
無
実
の
自
分
が
ど
う
し
て
こ
ん
な
目
に
遭
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
」
と
い
う
基
本
的
な
、
現
実
へ
の
批
判
に
充
ち
た
書
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
彼
は
自
ら
の
悲
運
を
嘆
き
、
苦
悩
し
、
自
ら
の
政
敵
達
が
不
当
に

も
自
分
を
死
に
追
い
や
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
栄
華
を
極
め
て
い
る
こ
と
に
激
し
い
憤
り
と
理
不
尽
さ
を
、
余
す
こ
と
な
く
吐
露
す
る
、
生
身
の
人

間
で
あ
る
。
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
悪
を
犯
さ
れ
た
当
事
者
の
立
場
に
い
る
。
そ
の
意
味
で
『
慰
め
』
が
提
示
す
る
「
至
福
論
」
は
、「
死
を
迎
え
る
人

『
哲
学
の
慰
め
』
に
お
け
る
「
存
在
」
と
「
善
」
へ
の
一
視
点

― 「
神
へ
の
回
帰
」 

―

筒　

井　

明　

子
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間
が
如
何
に
し
て
至
福
に
な
れ
る
の
か
」、
と
い
う
問
題
意
識
を
基
本
に
据
え
て
い
る
。
そ
し
て
「
悪
の
問
題
」
と
は
「
な
ぜ
無
実
の
自
分
が
死
な

な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
、
自
分
の
政
敵
達
は
現
に
栄
華
を
極
め
て
い
る
の
に
」
と
い
う
根
本
的
な
動
機
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
死

な
ん
と
す
る
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
に
と
っ
て
「
人
間
に
と
っ
て
の
真
の
幸
福
は
何
か
」
と
い
う
問
い
も
、「
悪
の
問
題
」
も
極
め
て
切
実
な
テ
ー
マ
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

我
々
は
内
に
神
た
る
善
か
ら
の
背
反
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
で
は
果
た
し
て
人
が
「
善
き
人
」
に
な
る
の
は
い
か
に
し
て
可
能
か
。
そ
れ

は
文
字
通
り
に
は
善
の
分
有
に
よ
っ
て
人
が
至
福
と
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
こ
の
こ
と
を
第
４
巻
に
お
い
て
「
善
と
、
そ
の
欠
如
態
た
る
悪
と
の
背
反
性
」
に
よ
っ
て
立
証
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
論
の

先
に
は
第
３
巻
の
推
理
の
理
論
的
帰
結
で
あ
る
「
人
が
神
々
に
な
る
（deos fieri

）」
こ
と
の
具
体
的
説
明
も
射
程
距
離
に
入
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
小
論
で
は
先
ず
第
４
巻
の
「
悪
の
問
題
」
に
つ
い
て
の
分
析
か
ら
論
を
進
め
、
然
る
後
に
そ
こ
に
内
在
す
る
一
つ
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
と

し
て
の
「
存
在
」
と
「
善
」
の
相
互
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
照
射
さ
れ
た
「
存
在
」
と
「
善
」
の
問
題
を
、
第
３
巻
で

の
「
自
然
／
本
性
」
論
の
枠
組
み
内
で
捉
え
直
し
、
そ
の
後
に
、
こ
の
問
題
が
最
終
的
に
は
第
３
巻
で
の
「
人
が
神
々
と
な
る
」
こ
と
の
推
理
過

程
に
伏
在
す
る
問
題
、「
人
と
神
の
間
の
断
絶
（J. M

arenbon. （1

） p.112 , J. M
agee. （2

） p.1（（

）」
を
埋
め
る
こ
と
を
通
し
て
、
内
容
的
に
裏
付

け
直
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
に
あ
っ
て
は
基
本
的
に
人
間
の
「
善
さ
」
は
畢
竟
「
神
の
善
性
」
に
関
与
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
意
味
を
持
つ
こ
と
を
明
示
す
る
。

一　
「
悪
の
問
題（

１
（」

序
で
述
べ
た
よ
う
な
歴
史
的
背
景
の
も
と
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
第
４
巻
で
、「
悪
の
問
題
」
を
表
面
化
さ
せ
る
。
そ
れ
は
無
実
、
潔
白
で
あ
る
自

分
が
不
当
な
罰
を
受
け
て
い
る
の
に
、
彼
を
死
に
追
い
や
っ
た
政
敵
達
、
つ
ま
り
悪
人
達
が
現
に
栄
え
て
栄
華
を
極
め
て
い
る
こ
と
へ
の
、
苦
渋
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に
充
ち
た
心
情
の
吐
露
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
「
善
き
人
が
罰
せ
ら
れ
、
悪
人
が
栄
え
る
」
と
い
う
現
実
の
理
不
尽
さ
を
糾
弾
す
る
の
で
あ
る
。
第

３
巻
で
の
「
至
福
論
」
を
承
認
し
て
も
な
お
、
こ
の
反
論
は
意
義
を
持
つ
。
そ
れ
は
「
善
そ
の
も
の
」
た
る
神
の
世
界
、
光
の
世
界
に
対
し
て
、

現
実
の
人
間
の
生
き
る
「
悪
」
に
充
ち
た
世
界
と
の
両
立
が
、
い
か
に
し
て
可
能
か
と
い
う
問
い
で
も
あ
る
。
彼
は
言
う
、

「
し
か
し
わ
た
し
の
悲
し
み
の
原
因
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
最
大
の
原
因
は
、
万
有
の
善
き
指
導
者
が
存
在
し
て
い
る
（exsistat

）
に
も

拘
ら
ず
、
全
く
も
っ
て
悪
が
存
在
し
得
る
（esse possint

）
か
、
損
な
わ
れ
ず
に
見
過
ご
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
す
。
―
つ
ま
り

悪
徳
が
支
配
し
、
栄
え
、
徳
が
報
酬
を
欠
く
の
み
な
ら
ず
、
犯
罪
者
の
足
下
に
踏
み
つ
け
ら
れ
、
悪
徳
の
代
わ
り
に
罰
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

全
て
を
知
り
（scientis om

nia
）、
全
て
を
為
し
（potentis om

nia

）、
善
の
み
を
欲
す
る
（bona tantum

m
odo volentis

）
神
の
王
国
に
あ
っ
て
、

そ
の
こ
と
が
起
こ
る
と
は
、
誰
が
驚
い
て
も
、
不
平
を
言
っ
て
も
充
分
で
は
な
い
の
で
す
（4 .1 .3 -5

）。」

こ
の
予
想
さ
れ
る
反
論
に
対
し
て
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
次
の
よ
う
に
分
節
化
し
て
再
反
論
を
加
え
る
。
す
な
わ
ち
、

１
．
善
人
が
つ
ね
に
力
が
あ
り
（potentes
）、
悪
人
は
つ
ね
に
無
価
値
で
弱
い
（inbecillos

）（4 .2

）。

２
．
悪
徳
は
決
し
て
罰
（poena

）
な
し
に
は
済
ま
さ
れ
な
い
し
、
徳
は
報
酬
（praem

ia

）
な
し
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
（4 .3

）。

３
．
善
人
に
は
幸
福
（felicia

）
が
、
悪
人
に
は
不
幸
（infortunata

）
が
伴
う
（4 .4

）。

こ
う
し
た
表
現
に
対
し
て
、
以
下
こ
の
順
番
で
考
察
す
る
。

一
の
一　
「
悪
人
は
な
ぜ
無
力
か
」
に
つ
い
て
。

「
悪
人
は
無
力
で
あ
る
」
こ
と
を
立
証
す
る
に
当
た
っ
て
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
次
の
よ
う
に
語
る
。「
な
ぜ
彼
ら
は
徳
を
捨
て
、
悪
徳
を
追
求
す

る
の
か
。
善
き
も
の
ど
も
に
つ
い
て
の
無
知
（inscitia

）
の
ゆ
え
に
か
。
し
か
し
無
知
と
い
う
盲
目
よ
り
も
よ
り
弱
い
も
の
が
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

と
も
追
求
す
べ
き
も
の
を
知
り
な
が
ら
、
欲
情
（libido

）
が
彼
ら
を
遮
り
、
転
落
さ
せ
る
の
か
。
こ
の
よ
う
に
し
て
も
ま
た
、
悪
徳
に
抗
し
得
な

い
人
は
脆
い
。
そ
れ
と
も
彼
ら
は
善
を
知
り
、
欲
し
な
が
ら
も
、
そ
の
善
を
捨
て
て
、
悪
徳
へ
と
逸
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
し

て
は
、
彼
ら
は
単
に
力
あ
る
も
の
で
あ
る
（potentes esse

）
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
全
く
き
意
味
で
は
存
在
す
る
こ
と
（om

nino esse

）
の
欠
如
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を
招
く
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
万
有
に
共
通
の
目
的
を
捨
て
る
も
の
は
、
同
時
に
存
在
す
る
こ
と
（esse

）
の
欠
如
を
招
く
か
ら
だ
（4 .2 .31 -32

）。」

こ
の
推
理
過
程
に
お
い
て
、
三
つ
の
選
択
肢
が
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
（
１
）「
善
き
も
の
ど
も
を
知
ら
な
い
」
こ
と
、（
２
）
次
に
こ
の
条
件

を
ク
リ
ア
ー
し
て
も
「
情
欲
に
溺
れ
、
意
志
の
力
が
働
か
な
い
」
可
能
性
。
そ
し
て
（
３
）「
知
」
と
い
う
条
件
も
、「
意
志
」
と
い
う
条
件
も
ク
リ

ア
ー
し
て
も
（
す
な
わ
ち
善
き
も
の
ど
も
を
知
り
、
意
志
す
る
と
し
て
も
）、
な
お
、
悪
徳
に
逸
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
人
が
「
為
し

得
る
能
力
を
欠
く
」
場
合
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
こ
で
「
悪
徳
に
傾
く
」
場
合
の
三
つ
の
要
素
が
示
さ
れ
る
。「
知
」、「
意

志
」
そ
し
て
「
能
力
」
と
で
あ
る
。
問
題
は（
３
）の
場
合
で
あ
る
。
善
き
も
の
を
知
り
（
こ
の
こ
と
は
実
際
に
は
神
に
の
み
帰
せ
ら
れ
る
特
質
で

あ
る
。
人
間
に
は
善
の
知
は
一
種
の
超
越
概
念
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
善
き
も
の
ど
も
に
つ
い
て
の
完
全
な
知
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り

こ
こ
で
「
知
」
と
い
う
条
件
が
ク
リ
ア
ー
さ
れ
る
、
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
も
推
論
上
の
仮
定
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る（

２
（。）、

善
き
も
の
を
意
志
し
、

そ
れ
で
も
善
き
も
の
を
「
為
し
得
な
い
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
れ
は
人
間
の
能
力
的
欠
陥
で
あ
る
。
逆
に
「
徳
（virtus

）」
は
「
力
（vis

）」

で
あ
る
。

徳
と
悪
徳
と
は
い
ず
れ
も
行
為
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
。
そ
の
人
間
の
行
為
を
形
成
す
る
二
つ
の
要
素
と
し
て
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
「
意
志
」
と

「
能
力
」
を
挙
げ
る
（4 .2 .5 -

）。
そ
の
箇
所
で
は
意
志
は
あ
る
が
、
能
力
の
欠
落
し
た
人
の
例
で
、「
足
の
自
然
的
機
能
（naturale officium

）
を

欠
く
人
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
人
は
「
歩
く
」
と
い
う
動
作
を
貫
徹
す
る
た
め
の
「
力
」
を
欠
く
が
ゆ
え
に
、「
歩
け
な
い
」。
人
間
の
行
為
の
遂

行
の
為
に
は
意
志
と
共
に
「
為
し
得
る
能
力
」
も
必
要
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、「
力
」
が
な
い
と
、「
意
志
」
の
向
う
こ
と
を
達
成
で
き
な
い
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
ら
に
言
え
ば
、「
善
き
も
の
の
究
極
形
態
で
あ
る
善
そ
の
も
の
か
ら
の
背
反
」、
す
な
わ
ち
「
罪
」
で
あ
る
。

次
に
問
題
な
の
は
（
３
）
の
場
合
、「
力
あ
る
も
の
で
あ
る
」
こ
と
の
み
な
ら
ず
、「
全
き
意
味
で
は
存
在
す
る
こ
と
」
の
欠
如
を
招
く
、
と
言
わ

れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
で
は
こ
の
二
つ
は
ど
う
い
う
意
味
で
繋
が
っ
て
い
る
の
か
。「
力
が
な
い
」
も
の
で
あ
っ
て
も
、「
善
き
も
の
に
つ
い
て
の

何
ら
か
の
知
」
と
「
善
き
も
の
へ
の
意
志
」
は
あ
る
の
で
あ
る
。
人
が
「
為
し
得
な
い
」
が
ゆ
え
に
「
存
在
す
る
こ
と
の
欠
如
を
招
く
」
こ
と
は

い
か
に
し
て
可
能
な
の
か
。
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悪
と
は
善
の
欠
如
で
あ
る
。「
悪
に
傾
く
」
と
は
、「
善
を
為
す
」「
能
力
」
の
欠
落
に
よ
っ
て
、
そ
も
そ
も
善
き
も
の
に
向
っ
て
い
た
意
志
の
力

そ
の
も
の
も
曲
が
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。「
意
志
」
と
相
補
的
な
「
力
」
の
欠
如
に
よ
っ
て
、「
意
志
」
も
善
き
も
の
に
背
反
し
、
そ
の
ゆ
え
に

再
帰
的
に
、
人
が
人
間
と
し
て
の
「
存
在
性
」
を
も
欠
い
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。「
力
」
が
な
い
と
「
存
在
し
得
な
い
」。
な
ぜ
な
ら
「
力
（poten-

tia

）」
と
は
「
可
能
性
（possibilitas

）」
で
も
あ
る
。「
力
」
の
な
い
も
の
は
、
能
力
を
欠
く
が
ゆ
え
に
、
そ
も
そ
も
為
し
得
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
「
可

能
性
」
と
し
て
も
「
在
り
得
な
い
」。
そ
れ
ゆ
え
そ
も
そ
も
「
存
在
し
得
な
い
」
の
で
あ
る
。「
悪
人
は
無
力
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
の
論
証
に
は

「
善
と
、
そ
の
欠
如
態
の
悪
と
の
背
反
性
」
と
い
う
考
え
が
伏
在
し
て
い
る
。「
悪
を
為
す
」
と
い
う
こ
と
は
行
為
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う

意
味
で
、「
在
る
こ
と
の
欠
如
」
を
何
ら
か
の
形
で
自
ら
に
刻
印
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「
歩
く
」
と
い
う
基
礎
行
為
に
つ
い
て
は
、
何
ら
か
の
目
的
、
動
機
が
付
随
す
る
。
そ
れ
は
「
健
康
の
為
に
」
と
か
、「
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
を
す

る
為
に
」
と
い
う
形
で
行
為
の
評
価
の
問
題
と
し
て
あ
る
。「
歩
き
得
る
」
と
い
う
「
力
」
の
欠
如
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
は
善
い
と
か
悪
い
と
い
う

評
価
以
前
の
、
そ
の
基
礎
行
為
の
レ
ベ
ル
で
「
為
し
得
な
い
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
悪
を
為
す
」
と
は
一
種
の
力
（
基
礎
行
為
と
し
て
の
）

の
欠
如
で
あ
る
の
で
、「
為
し
得
な
い
」。
ゆ
え
に
「
在
り
得
な
い
」
の
で
あ
る
。

一
の
二　
「
悪
人
に
対
す
る
罰
と
、
善
人
に
対
す
る
報
酬
」
に
つ
い
て
。

次
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、「
善
人
は
報
酬
な
し
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
し
、
悪
人
は
罰
な
し
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
」
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
そ
の
為

に
は
、
殆
ど
の
人
間
が
為
す
「
悪
」
の
問
題
か
ら
進
め
る
こ
と
が
先
決
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
先
ず
、「
悪
人
は
罰
な
し
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
」
と

い
う
側
面
か
ら
の
考
察
を
始
め
る
。
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
言
う
、

「
存
在
す
る
も
の
は
全
て
善
い
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
善
い
も
の
か
ら
離
反
す
る
も
の
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
存
在
す
る
こ
と

（esse

）
の
欠
如
を
招
く
。
従
っ
て
、
悪
人
は
か
っ
て
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
の
欠
如
を
招
く
（desinant esse quod fuerant,

同
様

の
表
現
は
「
一
性
」
と
の
関
係
で
も
語
ら
れ
る
。cf.3 .11 .12

）。
し
か
る
に
、
人
間
の
身
体
の
残
さ
れ
た
形
姿
そ
れ
自
身
が
、
彼
ら
が
依
然
と
し
て

人
間
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
悪
徳
に
向
う
人
々
は
、
人
間
的
自
然
／
本
性
（hum

anam
 naturam

）
を
も
失
う
。
し
か
し
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敬
虔
さ
（probitas

）
の
み
が
、
人
間
を
そ
れ
以
上
の
状
態
に
持
ち
上
げ
る
の
で
、
人
間
の
状
態
か
ら
離
反
し
た
人
々
を
、
不
敬
さ
（im

probitas

）

は
、
必
然
的
に
人
間
以
下
の
状
態
に
投
げ
落
と
す
。
―
こ
の
よ
う
に
し
て
、
敬
虔
さ
を
捨
て
、
人
間
で
あ
る
こ
と
（hom

o esse

）
の
存
在
性
の

欠
如
を
招
く
を
も
の
は
、
神
的
状
態
（divinam

 condicionem

）
に
移
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
、
野
獣
に
転
落
す
る
。（4 .3 .15 -21

）。」

先
に
「
為
し
得
な
い
」
こ
と
に
よ
り
、「
全
き
意
味
で
は
存
在
す
る
こ
と
」
の
欠
如
を
招
く
と
、
言
わ
れ
て
い
た
。
だ
が
こ
こ
で
は
「
悪
」
を
追

求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
「
善
」
か
ら
離
反
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
人
間
と
し
て
の
存
在
性
を
欠
く
」
と
い
う
表
現
に
変
わ
っ
て
い
る
。

こ
の
と
き
の
「
人
間
で
在
る
」
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。「
悪
の
問
題
」
と
「
人
間
で
在
る
」
こ
と
と
は
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
か
。

「
善
人
は
報
酬
な
し
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
し
、
悪
人
は
罰
な
し
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
の
立
証
に
お
い
て
も
、
再
び
「
善
と
、
そ
の

欠
如
態
で
あ
る
悪
と
の
背
反
性
」
に
基
づ
い
て
論
は
進
め
ら
れ
る
。「
力
」
あ
る
も
の
は
、
た
だ
善
の
み
を
為
す
。
逆
に
「
善
か
ら
逸
れ
る
も
の
」、

す
な
わ
ち
、「
悪
を
犯
す
も
の
」
は
「
人
間
で
在
る
」
こ
と
の
欠
如
を
招
く
、
と
言
う
。
彼
は
、
真
に
人
間
で
あ
る
為
の
力
を
欠
い
て
い
る
で
あ
ろ

う
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
こ
で
「
人
間
で
在
る
」
と
は
、
力
の
発
現
に
基
づ
く
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
人
が
善
を

為
す
と
き
、
彼
の
力
は
善
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
、「
存
在
」
の
力
で
あ
る
。
善
を
為
す
力
は
、
能
力
で
あ
る
の
で
、
一
種
の
可
能
性
で

も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
人
間
は
、「
善
」
を
為
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
よ
り
善
い
も
の
に
な
り
得
る
」
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
か

ら
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
は
「
人
間
で
在
る
」
こ
と
が
有
す
る
、
一
つ
の
可
能
性
の
形
と
し
て
、「
神
的
状
態
に
移
る
」
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
人
間
が
「
悪
」
を
為
す
と
き
、
彼
は
「
人
間
で
在
る
」
こ
と
の
「
存
在
性
」
を
欠
く
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
同
時
に
「
野
獣
」
の
状

態
に
落
ち
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
の
場
合
に
は
「
理
性
的
動
物
」
と
言
う
と
き
の
「
動
物
」
の
側
面
の
み
が
残
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
ま
で

は
「
悪
を
為
す
」
人
が
「
人
間
の
本
来
の
姿
」
を
喪
失
し
て
、
野
獣
に
等
し
く
な
る
、
と
い
う
点
が
語
ら
れ
た
。
そ
れ
で
は
逆
に
「
善
を
為
す
」

人
は
ど
う
な
る
の
か
。
次
に
「
善
人
は
報
酬
な
し
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
言
う
、

「
至
福
は
善
そ
の
も
の
で
あ
り
、
善
き
人
は
全
て
、
彼
ら
が
そ
れ
に
よ
っ
て
善
い
と
い
う
、
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
至
福
と
な
る
。
然
る
に
至
福
な

人
と
は
神
々
で
あ
る
と
同
意
さ
れ
た
。
従
っ
て
善
人
に
対
す
る
報
酬
は
、
ど
ん
な
日
も
弱
め
る
こ
と
な
く
、
誰
の
権
力
も
無
化
す
る
こ
と
な
く
、
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誰
の
不
敬
さ
も
暗
く
す
る
こ
と
の
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
神
々
と
な
る
こ
と
で
あ
る
（4 .3 .（ -10

、
な
お
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
の
よ
り
詳
し
く
、
美

し
い
表
現
は
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
『
告
白
』
第
10
巻
第
20
章
か
ら
第
21
章
で
、「
記
憶
論
」
の
背
景
の
下
に
「
神
」、「
魂
」
そ
し
て
「
肉
体
」
の
序

列
関
係
と
し
て
見
ら
れ
る
。）」

こ
の
一
文
を
考
え
て
み
よ
う
。「
善
人
」
は
そ
も
そ
も
善
そ
の
も
の
た
る
「
神
」
の
特
質
で
あ
る
「
神
性
の
分
有
」
に
よ
っ
て
、
善
そ
の
も
の
を

分
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
善
人
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
善
と
は
神
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
善
」
と
「
神
」
と
の
合
致
の
ゆ
え
に
、
人

が
善
き
こ
と
を
為
す
な
ら
ば
、
彼
は
、
神
で
あ
る
善
そ
の
も
の
を
も
分
有
す
る
こ
と
に
な
る
。「
善
き
人
々
へ
の
報
酬
は
、
善
そ
の
も
の
で
あ
る
神

性
の
分
有
に
よ
っ
て
、
神
々
と
な
る
こ
と
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
が
善
行
を
積
む
と
い
う
と
き
、
人
が
罪
の
内
に
あ
り
、
自
力
で
は
善
を
為
し
得

ぬ
。
し
か
し
、
そ
れ
は
彼
が
自
己
を
丸
ご
と
放
棄
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
ゆ
え
に
、「
自
由
意
志
」
と
「
神
的
恵
み
（divina gratia 5 .3 .34

）」
と

い
う
神
的
働
き
と
の
関
わ
り
合
い
が
問
わ
れ
る
。
両
者
の
相
互
に
補
完
的
な
働
き
に
よ
っ
て
、
善
き
人
は
、
そ
の
善
行
の
報
酬
と
し
て
「
善
そ
の

も
の
」
で
あ
る
「
神
」
の
「
神
性
」
に
与
り
得
る
資
格
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る（

３
（。

 

で
は
「
人
間
で
在
る
」
こ
と
と
、「
神
的
状
態
」
と
「
野
獣
」
と
い
う
三
つ
の
状
態
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。「
神
的
状
態
」
も
「
野

獣
の
状
態
」
も
、
そ
れ
ぞ
れ
「
人
間
で
在
る
」
こ
と
か
ら
成
り
行
く
可
能
的
な
様
態
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
人
間
で
在
る
」
こ
と
に

は
既
に
内
在
的
「
善
さ
」
が
含
ま
れ
て
い
た
。
第
４
巻
の
全
体
が
「
悪
の
問
題
」
を
巡
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
考
え
る
と
、「
人
間
が

人
間
と
し
て
の
在
り
方
」
の
「
欠
如
」
と
し
て
、「
人
間
性
の
持
つ
存
在
性
の
欠
如
」
の
方
の
論
に
重
心
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
悪
を

為
す
こ
と
は
、
人
間
が
人
間
と
し
て
本
来
持
つ
べ
き
「
善
さ
」
そ
の
も
の
を
消
失
す
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
が
「
悪
を
為
し
得
る
」
こ
と
を
ボ
エ

テ
ィ
ウ
ス
は
認
め
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
人
間
が
本
来
の
自
ら
の
善
さ
、
善
性
を
失
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
人
間
と
し
て
の
存
在
性
を
欠

く
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
存
在
す
る
も
の
は
全
て
善
い
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
の
明
ら
か
さ
が
表
出
す
る
。「
悪
」
は
「
善
性
の
欠
如
」
で

あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
非
存
在
」
で
あ
る
。
悪
を
犯
す
も
の
は
自
ら
に
「
存
在
性
」
の
欠
如
態
を
刻
印
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
前
に
戻
っ
て
、
も
う
一
度
「
悪
人
は
無
力
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
が
「
存
在
」
に
つ
い
て
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語
る
の
は
、「
悪
人
が
無
力
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
全
き
意
味
で
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
言
葉
を
換
え
れ
ば
、

「
端
的
な
意
味
で
（sim

pliciter

）、
絶
対
的
な
意
味
で
（absolute

）（4 .2 .35

）
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、「
死
体

が
、
人
間
で
あ
る
の
で
は
な
い
が
、
死
し
た
人
」
と
呼
ば
れ
る
と
き
の
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
「
悪
を
犯
す
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

人
が
「
魂
を
破
壊
さ
れ
る
」
状
態
に
陥
る
こ
と
で
あ
る
（4 .m

.3

、
同
時
に
プ
ラ
ト
ン
の
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
で
の
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
言
う
「
不
正
を

犯
す
よ
り
も
、
不
正
を
犯
さ
れ
る
方
を
選
ぶ
」
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
も
、
不
正
を
犯
す
も
の
は
「
魂
の
秩
序
（
コ
ス
モ
ス
）」
を
破
壊
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る
、
と
解
釈
す
る
。）

ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
「
悪
人
が
悪
を
為
し
得
る
」
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
「
悪
人
で
在
る
」
と
い
う
と
き
の
「
在
る
」
を
、「
善
が
存
在
す
る
」

と
い
う
と
き
の
「
在
る
」
と
は
区
別
し
て
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。「
Ａ
は
悪
人
で
在
る
」
の
と
、「
Ａ
と
い
う
悪
人
が
い
る
」
と
は
同
一
で
あ
る
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
「
悪
人
で
在
る
」
の
「
在
る
」
を
、「
人
間
で
在
る
」
の
「
在
る
」
と
を
同
一
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
悪
人
は
「
人
非

人
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、「
人
間
で
は
在
ら
ぬ
」。
人
間
と
し
て
の
存
在
条
件
の
中
に
「
悪
を
為
す
」
こ
と
は
入
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。「
人
間

で
在
る
」
こ
と
が
一
つ
の
「
人
間
性
」
の
完
成
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
人
間
で
在
ら
ぬ
」
こ
と
は
そ
の
完
全
性
の
欠
如
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
端

的
な
意
味
で
は
在
ら
ぬ
」。「
在
る
」
こ
と
を
条
件
づ
け
る
「
在
り
方
」
と
し
て
「
人
間
で
在
る
」
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、「
悪
人
」
は
そ
う
で
は

な
い
。
彼
は
「
在
る
」
こ
と
に
与
し
て
は
い
な
い
。

「
人
間
で
在
る
」
こ
と
の
真
の
成
立
に
は
、
そ
も
そ
も
根
拠
と
し
て
肯
定
的
な
力
、
善
さ
が
備
わ
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
、
神
の
善
性
を

受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
善
を
本
性
的
に
分
有
す
る
力
を
持
つ
。
人
は
善
き
こ
と
を
為
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
徳
あ
る
人
、
善
き
人
と
な
り
、

そ
の
こ
と
は
、
と
り
も
直
さ
ず
、
真
に
「
人
間
で
在
る
」
こ
と
の
完
成
で
あ
る
。「
万
有
は
善
を
追
求
す
る
」。
然
る
に
「
人
間
で
在
る
」
こ
と
は

善
そ
の
も
の
の
一
つ
の
分
有
さ
れ
た
一
形
態
で
あ
る
以
上
は
、
そ
の
内
に
は
「
善
さ
そ
の
も
の
」
た
る
神
へ
の
方
向
性
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
一
つ
の
善
で
あ
る
。
逆
に
「
悪
を
為
す
」
と
は
、
人
間
性
の
欠
落
形
態
に
身
を
晒
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
本
来
の
「
人
間
で
は
在
ら
ぬ
」。

で
は
い
か
に
す
れ
ば
人
は
「
至
福
、
幸
福
」
に
な
れ
る
の
か
。
こ
こ
で
は
「
善
き
人
が
善
い
行
い
を
為
す
」
こ
と
の
内
実
に
踏
み
込
む
。
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一
の
三　
「
善
人
は
幸
福
で
あ
り
、
悪
人
は
不
幸
で
あ
る
」
に
つ
い
て
。

こ
れ
迄
で
、「
悪
を
為
す
」
こ
と
の
無
力
さ
、「
悪
人
の
受
け
る
刑
罰
」
と
い
う
各
論
点
が
、
そ
の
背
反
性
た
る
「
善
の
力
（
徳
）」
と
「
善
人
の

受
け
る
報
酬
」
と
い
う
形
で
示
さ
れ
た
。
で
は
「
人
は
い
か
に
す
れ
ば
幸
福
、
至
福
（
神
性
そ
の
も
の
）
な
る
も
の
に
な
れ
る
の
か
」。
こ
の
節
で

は
「
善
人
は
善
き
行
為
を
為
す
こ
と
に
よ
っ
て
幸
福
で
あ
り
、
悪
人
は
悪
し
き
行
為
を
為
す
こ
と
に
よ
っ
て
不
幸
で
あ
る
」
と
い
う
点
に
つ
い
て

考
察
す
る（

４
（。

ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
言
う
、　
「
悪
人
達
は
、
欲
す
る
こ
と
を
為
し
遂
げ
た
と
き
の
方
が
、
欲
す
る
こ
と
を
為
し
遂
げ
な
か
っ
た
と
き
よ

り
も
、
必
然
的
に
よ
り
不
幸
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
悪
事
を
欲
す
る
こ
と
が
悲
惨
な
ら
、
悲
惨
な
意
志
の
効
力
が
弱
め
ら
れ
な
い
で
、
為
し

遂
げ
る
こ
と
は
、
も
っ
と
悲
惨
で
あ
る
か
ら
。
こ
う
し
て
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
不
幸
（
悲
惨
さ
）
が
伴
う
の
で
、
悪
人
達
は
悪
事
を
欲
し

（velle

）、
為
し
得
（posse

）、
為
し
遂
げ
る
（perficere

）
の
を
、
あ
な
た
が
目
に
す
る
と
き
、
彼
は
必
然
的
に
三
重
の
不
幸
（triplici infortunio

）

に
よ
っ
て
押
し
潰
さ
れ
て
い
る
の
で
す
（4 .4 .3 -5

）。」

「
善
き
行
い
を
為
し
遂
げ
る
」
と
は
い
か
な
る
こ
と
な
の
か
。「
歩
く
」
と
い
う
基
礎
行
為
が
、
一
方
で
「
健
康
の
為
に
」
と
い
う
目
的
、
動
機

を
持
つ
と
き
、
そ
の
行
為
は
「
善
き
行
為
」
と
呼
ば
れ
る
。
逆
に
同
じ
「
歩
く
」
と
い
う
基
礎
行
為
が
「
女
性
を
つ
け
ま
わ
し
て
、
ス
ト
ー
カ
ー

行
為
を
す
る
為
に
」
と
い
う
目
的
、
動
機
を
持
つ
と
き
、
そ
の
行
為
は
「
悪
し
き
行
為
」
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
「
歩
く
」
と
い
う
中
立
的
な
基

礎
行
為
は
、
目
的
、
動
機
と
す
る
内
容
と
の
意
味
連
関
で
の
相
互
関
係
で
「
善
い
」
と
も
「
悪
い
」
と
も
言
わ
れ
る
。
こ
の
構
造
を
前
提
に
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
つ
い
て
の
行
為
の
成
立
に
つ
い
て
の
「
善
い
」「
悪
い
」
の
評
価
づ
け
の
問
題
の
深
層
に
踏
み
込
む
こ
と
に
す
る
。 

先
ず
「
知
」
と
い
う
要
素
に
つ
い
て
考
え
る
。「
万
有
は
全
て
善
を
追
求
す
る
」
と
言
わ
れ
る
と
き
、「
真
に
善
で
あ
る
も
の
」
を
追
求
し
て
い

る
（
神
の
み
の
業
）
の
か
、「
唯
、
善
い
と
見
え
て
い
る
が
、
本
当
は
善
く
な
い
も
の
、
悪
い
も
の
」
を
追
求
し
て
い
る
の
か
の
二
通
り
の
パ
タ
ー

ン
が
あ
る
。
人
が
「
知
」
の
側
面
で
「
悪
を
為
す
」
と
は
、
後
者
の
場
合
で
、
そ
れ
は
「
悪
し
き
も
の
を
善
い
も
の
と
し
て
」
判
断
し
て
い
る
こ

と
に
起
因
す
る
。
そ
の
意
味
で
「
悪
し
き
人
」
の
判
断
は
誤
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
先
に
示
さ
れ
た
（
一
の
一
）「
無
知
の
ゆ
え
に
悪
徳
を

追
求
す
る
」
と
い
う
こ
と
の
内
実
で
あ
る
。
他
方
「
善
に
つ
い
て
の
完
全
な
知
」
は
、
唯
、
神
に
の
み
帰
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
「
無
知



─ 30 ─

に
よ
る
悪
徳
の
追
求
」
と
は
、
大
多
数
の
人
間
が
犯
す
誤
謬
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
種
の
無
知
こ
そ
力
と
し
て
は
最
大
に
脆
い
も
の
、
重
大

な
誤
ち
な
の
で
あ
る（

５
（。

そ
れ
ゆ
え
に
不
幸
で
あ
る
。

次
に
「
悪
を
欲
す
る
」
と
い
う
要
素
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。「
歩
く
」
と
い
う
基
礎
行
為
が
「
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
を
す
る
為
に
」
と
い
う
目

的
、
動
機
づ
け
を
持
つ
と
き
、
こ
の
「
悪
し
き
欲
求
」
に
よ
り
「
為
さ
れ
る
」
行
為
は
「
悪
し
き
行
為
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
「
行
為
」

に
お
け
る
「
意
志
」
の
側
面
か
ら
の
説
明
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
は
そ
れ
ゆ
え
神
の
意
志
に
離
反
す
る
が
ゆ
え
に
不
幸
で
あ
る
。

「
悪
を
為
し
得
る
能
力
」
と
「
善
を
為
し
得
る
能
力
」
と
の
相
関
関
係
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
悪
を
為
す
「
無
力
さ
」、
善
を
為

す
「
力
」
に
つ
い
て
は
す
で
に
一
の
一
で
言
及
し
た
。
以
上
の
各
論
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、「
善
き
行
為
」
の
成
立
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
ボ

エ
テ
ィ
ウ
ス
に
あ
っ
て
は
行
為
は
三
つ
の
要
素
、
す
な
わ
ち
「
知
」、「
意
志
」、「
能
力
」
か
ら
な
る
。「
善
を
為
す
」
と
は
、「
万
有
は
全
て
善
を

追
求
す
る
」
と
言
う
と
き
の
よ
う
に
、
人
と
し
て
何
ら
か
の
不
完
全
な
形
で
は
あ
る
が
、「
善
に
つ
い
て
の
知
」
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
「
善
に
つ
い
て
の
完
全
な
知
」
を
持
つ
「
神
」
に
近
づ
く
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
善
を
欲
す
る
」
と
は
、「
善
の
み
を
欲
す
る
」「
神
」

の
意
志
と
合
致
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
善
を
為
し
得
る
」
と
は
「
善
そ
の
も
の
」
た
る
「
神
」
と
い
う
目
的
に
向
っ
て
「
善
意
志
」
と
相

補
的
に
、
善
き
行
為
の
「
善
き
形
」
す
な
わ
ち
、「
徳
（virtus

）」
を
成
立
さ
せ
、
発
揮
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
構
造
の
下
で
、「
人
は
善
き
行
為
を
為
し
」、「
善
そ
の
も
の
」
す
な
わ
ち
「
至
福
そ
の
も
の
」
た
る
「
神
」
の
神
性
に
与
る
こ
と

に
よ
っ
て
文
字
通
り
に
「
至
福
な
る
人
」
と
な
る（

６
（。

「
人
が
善
い
人
に
な
る
」
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
風
に
言
え
ば
、
善
き
行
為
（
基
礎
行
為
に
善
い
動
機
づ
け
、
目
的
連
鎖
が
つ
い
た
も
の
。
つ

ま
り
こ
の
よ
う
な
「
善
」
と
の
関
係
性
、
動
機
付
け
連
関
を
欠
く
、
個
別
的
行
為
単
体
は
殆
ど
意
味
を
な
さ
な
い
。）
を
繰
り
返
し
て
、
習
慣
付
け

に
よ
っ
て
一
つ
の
性
状
（
ヘ
ク
シ
ス
）
を
形
と
し
て
持
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
を
「
第
二
の
自
然
」
と
し
て
形
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
徳
を
有
す
る
人
こ
そ
が
「
善
き
行
為
を
為
す
」
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
点
で
は
善
き
行
為
と
、
徳
（
人
徳
）
と
の
間
に
は

一
種
の
移
行
関
係
が
あ
る
の
で
あ
る（

７
（。

こ
こ
迄
の
話
は
言
わ
ば
、
人
間
の
「
徳
、
人
徳
」「
道
徳
性
」
の
問
題
で
あ
る
。
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
場
合
に
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は
、
こ
れ
に
更
に
「
神
的
助
け
（divinum

 praesidium
, 3 .（ .32

）」
乃
至
「
恵
み
」
の
要
素
も
入
っ
て
く
る
。「
神
」
は
「
善
そ
の
も
の
」
で
あ
る

が
ゆ
え
に
、「
自
己
自
身
を
通
じ
て
（per se

）
万
有
を
秩
序
付
け
る
（3 .12 .12

）」
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
「
人
が
善
い
人
と
な
る
」
に
は

神
性
そ
の
も
の
た
る
善
そ
の
も
の
の
働
き
を
、
意
志
的
に
受
容
し
、
そ
の
限
り
で
神
性
に
与
る
こ
と
で
可
能
と
な
る
。
そ
れ
は
善
の
欠
如
態
で
あ

る
「
悪
を
犯
す
、
罪
を
犯
す
」
こ
と
へ
も
開
か
れ
た
、
人
間
の
意
志
の
自
由
な
る
働
き
を
、
自
ら
の
力
と
、
神
の
恵
み
に
よ
っ
て
克
服
す
る
営
み

で
あ
る
。
人
間
が
「
神
々
と
な
る
」
こ
と
の
達
成
、
す
な
わ
ち
「
真
に
至
福
な
る
も
の
」
と
な
る
為
に
は
、
人
間
側
で
の
「
善
き
行
為
の
成
立
」

に
向
け
た
努
力
と
と
も
に
、「
万
有
を
自
己
自
身
に
よ
っ
て
秩
序
付
け
る
神
」
か
ら
の
働
き
か
け
も
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
「
善

き
人
」
の
成
立
に
は
人
間
自
身
の
本
来
的
「
人
間
性
」
の
完
成
へ
と
向
け
た
能
動
的
努
力
と
、「
神
的
助
け
」
を
か
り
て
善
そ
の
も
の
へ
と
向
う
受

動
的
方
向
付
け
を
持
つ
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
両
者
の
恊
働
作
業
に
よ
っ
て
人
間
は
「
善
き
人
」
と
し
て
の
形
を
徳
と
し
て
形
成
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
「
人
間
が
神
々
と
な
る
」
と
い
う
こ
と
の
内
実
な
の
で
あ
る
。（3 .10 .23 -25

）

二　
自
然
と
善

 

さ
て
次
に
わ
れ
わ
れ
は
「
自
然
／
本
性
」
と
い
う
も
の
を
、「
存
在
」
と
「
善
」
の
観
点
か
ら
考
え
て
み
よ
う（

８
（。

 「
自
然
／
本
性
（natura

）」
に
は
二
義
あ
る
。「
自
然
体
」
と
い
う
と
き
の
、「
在
る
が
ま
ま
の
自
然
」
と
、「
自
然
本
来
」
と
い
う
と
き
の
「
在

る
べ
き
自
然
」
と
で
あ
る
。「
在
る
が
ま
ま
に
善
い
」
の
は
神
で
あ
る
。「
力
あ
る
自
然
（natura potens

）3 .m
.2

」
と
は
「
在
る
が
ま
ま
の
自
然
」

か
ら
「
在
る
べ
き
自
然
」
へ
の
「
回
帰
（recursus

）」
で
あ
り
、「
立
ち
帰
り
（rem

isit

）」
の
力
の
こ
と
で
あ
る
。

人
が
善
い
人
と
し
て
「
徳
を
形
成
」
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
自
ら
の
力
で
「
悪
」
を
退
け
、「
善
」
を
「
何
ら
か
の
仕
方
で
知
り
」、「
欲
し
」、「
為

し
得
る
」
こ
と
で
、
善
行
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
に
よ
る
、
一
側
面
が
あ
る
。
他
方
そ
こ
に
は
人
間
が
「
在
る
が
ま
ま
の
自
然
」
と
し
て
は
、「
悪
し

き
自
然
」
に
傾
く
可
能
性
も
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
を
克
服
す
る
為
に
、「
神
の
助
け
」
を
必
要
と
す
る
。「
徳
の
形
成
」
と
は
、
人
が
「
善
き
行
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為
」
を
習
慣
付
け
に
よ
っ
て
「
第
二
の
自
然
」
と
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
ヘ
ク
シ
ス
と
し
て
の
性
状
を
完
成
さ
せ
る
。
そ
し
て
今
度
は
「
徳
あ
る

人
」
が
「
徳
あ
る
行
為
」
を
為
し
得
る
、
と
い
う
移
行
関
係
が
あ
る
。
人
間
に
あ
っ
て
は
通
常
、「
在
る
が
ま
ま
の
自
然
」
の
中
に
「
在
る
べ
き
自

然
」
が
潜
在
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
自
然
／
本
性
」
の
本
源
か
ら
の
「
意
志
の
背
反
」
す
な
わ
ち
、「
罪
」
が
、
そ
の
「
自
然
／
本
性
」
へ
の
欠
如

を
、「
悪
し
き
自
然
」
を
も
た
ら
す
。
そ
の
意
味
で
「
在
る
が
ま
ま
の
自
然
」
と
「
在
る
べ
き
自
然
」
が
乖
離
す
る
と
き
、
そ
れ
は
原
罪
に
象
徴
さ

れ
る
、
人
間
自
身
の
「
人
間
と
し
て
す
ら
存
在
し
な
い
」
こ
と
、「
悪
し
き
形
」
が
成
立
す
る
。
人
間
は
そ
こ
に
二
つ
の
分
裂
し
た
自
然
を
背
負
っ

た
、
心
の
内
部
で
の
葛
藤
が
生
じ
る
。
そ
の
意
味
で
人
間
は
絶
え
ず
悪
、
罪
、
す
な
わ
ち
意
志
に
よ
る
「
在
る
べ
き
自
然
」
か
ら
の
背
反
の
可
能

性
に
晒
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
罪
、
悪
と
は
人
間
の
負
の
可
能
性
と
し
て
、「
悪
し
き
自
然
／
本
性
」
が
、
人
間
の
「
在
る
が
ま
ま
の
自
然
」
の

中
に
混
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
人
間
に
あ
っ
て
は
「
在
る
が
ま
ま
の
自
然
」
と
「
在
る
べ
き
自
然
」
と
の
間
に
は
、「
在
る
が
ま
ま

の
自
然
」
が
「
悪
し
き
自
然
」
と
な
り
得
る
と
い
う
意
味
で
、
最
後
ま
で
緊
張
関
係
が
孕
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
善
を
欠
く
、
欠

如
し
た
存
在
」
と
い
う
中
間
項
を
介
し
て
、「
存
在
」
と
「
善
」
と
の
間
の
隙
間
、
間
隙
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
在
る
べ
き
自
然
／
本
性
」
は
、

人
間
に
あ
っ
て
は
、
始
め
か
ら
備
わ
っ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
そ
れ
は
「
善
く
な
り
行
く
」
と
い
う
「
善
そ
の
も
の
」
へ
と
向
う
先
に
、
言
わ
ば

理
念
と
し
て
あ
る
。
そ
の
乖
離
を
埋
め
る
に
は
、
人
間
自
身
の
努
力
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
単
純
な
「
回
帰
」
で
は
な
い
。
人
間
の

罪
と
は
、
人
間
が
そ
の
「
在
る
べ
き
自
然
」
た
る
「
善
そ
の
も
の
」「
神
」
か
ら
離
反
し
て
、
悪
徳
を
追
求
す
る
こ
と
で
、
人
間
性
と
し
て
の
「
存

在
性
」
を
欠
如
し
た
状
態
で
あ
る
。
逆
に
人
間
が
「
善
」
を
追
求
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
ら
の
本
来
的
自
然
た
る
「
在
る
べ
き
自
然
」
に
回
帰

し
よ
う
と
す
る
営
み
で
あ
る
。
し
か
る
に
人
間
の
「
自
然
／
本
性
」
と
神
の
「
自
然
／
本
性
」
と
は
異
な
る
。
つ
ま
り
、「
在
る
べ
き
自
然
」、「
神
」

は
一
種
の
超
越
概
念
で
あ
り
、
神
の
「
存
在
」
と
「
善
」
の
働
き
に
与
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
人
間
は
「
善
い
人
」
に
は
な
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、

本
来
の
「
在
る
べ
き
自
然
」
か
ら
、
罪
に
よ
っ
て
堕
落
し
、
そ
の
後
に
「
在
る
が
ま
ま
の
自
然
」
と
し
て
生
起
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
逆
の

道
は
、
一
旦
、
罪
、
堕
落
し
た
形
を
克
服
し
た
、「
在
る
が
ま
ま
の
自
然
」
に
立
ち
帰
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
本
来
の
「
在
る
べ
き
自
然
」
に

再
帰
し
て
行
く
と
い
う
道
を
辿
る
。
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他
方
、
神
に
お
い
て
は
「
在
る
べ
き
自
然
」
と
い
う
形
で
「
神
は
善
そ
の
も
の
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、「
在
る
が
ま
ま
の
自
然
」
と
「
在
る
べ
き

自
然
」
と
の
間
に
は
何
ひ
と
つ
乖
離
は
生
じ
な
い
。
両
者
は
、
神
に
あ
っ
て
は
合
致
す
る
の
で
あ
る
。
神
は
「
端
的
な
意
味
で
存
在
す
る
」
と
同

時
に
「
在
る
が
ま
ま
の
自
然
」
が
そ
の
ま
ま
「
在
る
べ
き
自
然
」
の
姿
と
な
る
。
そ
れ
は
一
つ
の
理
念
を
体
現
化
し
て
い
る
。
も
し
神
の
存
在
が

消
去
さ
れ
る
な
ら
、
万
有
の
善
き
も
の
は
、
何
も
存
在
し
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
神
に
あ
っ
て
は
「
存
在
」
と
「
善
」
と
は
同
一
で

あ
る
。

さ
て
神
は
「
始
源
（principium

, 3 .m
.（ , 3 .10 .（

）」
に
し
て
、「
終
極
（term

inus, 3 .m
.（

）」
で
あ
り
、「
目
的
、
終
わ
り
（finis, 3 .11 .41

）」
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
の
姿
は
「
球
（3 .12 .3（

）」
に
準
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
「
善
そ
の
も
の
」
た
る
神
は
、「
自
ら
発
し
（ab integris abso-

lutisque procedens, 3 .10 .5
）」、
自
己
自
身
に
お
い
て
終
わ
る
円
環
構
造
を
な
し
て
い
る
。
神
は
始
動
因
で
あ
る
と
同
時
に
目
的
因
で
も
あ
る
。

万
有
の
「
実
際
の
姿
」
か
ら
「
在
る
べ
き
完
成
」
へ
の
回
帰
と
は
、
始
動
因
と
し
て
の
神
の
も
と
か
ら
、
目
的
因
た
る
、「
善
そ
の
も
の
」
た
る

神
へ
向
か
っ
て
の
回
帰
を
通
じ
て
、「
在
る
べ
き
自
然
」
に
立
ち
帰
る
こ
と
で
完
成
さ
れ
る
。
こ
の
営
み
は
し
か
し
無
限
に
進
行
す
る
。
し
た
が
っ

て
「
在
る
が
ま
ま
の
自
然
」
か
ら
「
在
る
べ
き
自
然
」
へ
の
方
向
性
は
、
万
有
が
始
動
因
に
よ
っ
て
動
き
、
自
ら
の
始
ま
り
に
向
う
と
同
時
に
、

目
的
た
る
「
善
」
を
追
求
す
る
こ
と
で
実
現
さ
れ
る
。「
存
在
す
る
も
の
は
全
て
善
い
も
の
で
あ
る
」
と
は
、
全
存
在
が
「
在
る
が
ま
ま
の
自
然
」

に
お
い
て
あ
る
、「
存
在
」
が
、
そ
の
始
動
因
に
し
て
目
的
因
た
る
、「
善
そ
の
も
の
」
た
る
神
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
つ
ま
り
「
善
い
が
ゆ
え
に
在
る
」
と
い
う
一
つ
の
理
論
的
因
果
関
係
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
人
間
性
」
の

内
に
は
「
在
る
」
こ
と
の
内
に
「
在
る
べ
き
善
さ
」
が
潜
在
し
て
い
る
の
で
あ
る（

９
（。

結　
論

わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
第
一
章
に
お
い
て
「
悪
の
問
題
」
を
扱
っ
た
。
そ
こ
で
は
「
悪
人
は
無
力
で
あ
り
、
全
き
意
味
で
は
存
在
し
な
い
」
と
い
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う
点
、
そ
し
て
さ
ら
に
「
悪
人
で
在
る
」
こ
と
は
取
り
も
直
さ
ず
、「
人
間
で
在
る
」
と
い
う
、
人
間
性
の
完
成
へ
の
方
向
性
を
も
失
う
こ
と
を
意

味
す
る
と
、
指
摘
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
「
人
間
で
在
る
」
こ
と
の
内
に
は
「
悪
し
き
形
」
に
向
う
傾
向
性
が
あ
る
と
同
時
に
、「
善
そ
の
も
の
」

た
る
神
へ
の
志
向
性
が
内
在
し
て
い
る
と
論
じ
た
。
こ
こ
迄
は
言
わ
ば
「
人
間
の
道
徳
性
」
の
側
面
か
ら
の
考
察
で
あ
っ
た
。
以
下
、
こ
れ
迄
の

各
論
点
を
総
括
し
て
、
こ
こ
で
は
本
稿
の
目
的
た
る
「
存
在
」
と
「
善
」
に
つ
い
て
、
可
能
な
限
り
論
じ
て
み
よ
う
。

人
間
が
「
善
き
行
為
」
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
営
み
を
通
じ
て
「
実
際
の
姿
」
か
ら
、
本
来
的
人
間
性
の
完
成
に
向
っ
て
、「
在
る
べ
き

自
然
」
へ
と
戻
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
戻
る
べ
き
自
然
、
人
間
の
本
来
の
「
善
さ
」
は
、「
善
そ
の
も
の
」
た
る
神
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ

る
。
よ
っ
て
人
間
が
「
善
き
行
為
」
を
遂
行
す
る
こ
と
は
、
本
来
的
に
は
「
神
」
に
向
か
っ
て
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

人
間
は
「
善
き
行
為
」
を
為
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
「
善
さ
」、「
徳
」
を
「
善
き
行
為
」
と
し
て
成
立
さ
せ
る
。
そ
の
と
き
「
善
そ
の
も
の
」

た
る
神
か
ら
の
「
善
き
働
き
か
け
」
に
与
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
「
神
は
自
ら
を
通
じ
て
（per se

）
万
有
を
秩
序
づ
け
る
」
の
で
あ
る

か
ら
し
て
、
人
は
、
そ
の
神
か
ら
の
「
恵
み
」「
助
け
（divinum

 praesidium

）」
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
善
き
形
、
徳
」
を
形
成
す
る
。
こ

れ
は
同
時
に
、
人
が
「
善
き
形
、
善
き
人
、
徳
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
「
善
く
為
し
得
る
」、
つ
ま
り
「
神
性
に
与
る
」
と
い
う
形
で
、

一
種
の
循
環
構
造
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
の
「
善
き
行
為
」
と
、「
神
の
善
き
働
き
」
と
の
相
互
の
補
完
的
な
恊
働
性
が
働
い
て
い
る
。
こ

の
と
き
人
は
、
自
ら
の
力
に
よ
っ
て
「
善
き
行
い
」
を
為
す
と
い
う
能
動
性
と
、「
神
の
恵
み
を
受
け
る
」
と
い
う
意
味
で
の
受
動
性
を
有
し
て
い

る
。こ

こ
で
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
が
、
自
ら
の
「
理
性
的
能
力
」
の
象
徴
た
る
「
哲
学
」
の
手
で
「
人
間
は
理
性
的
動
物
で
あ
る
」
と
い
う
定
義
を
退

け
さ
せ
た
こ
と
の
意
味
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
理
性
と
は
「
言
葉
（
ロ
ゴ
ス
）」
で
あ
る
。「
哲
学
」
は
「
ロ
ゴ
ス
」
に
よ
っ
て
導
く
。
人
は
「
ロ

ゴ
ス
」
に
よ
っ
て
普
遍
へ
と
開
か
れ
る（

（1
（

。
人
間
の
理
性
は
、
神
の
直
知
に
は
至
り
得
な
い
（supergressa, 5 .4 .30 -33

）。
し
か
し
そ
れ
は
、
自
ら

の
内
に
、
よ
り
高
次
の
能
力
に
与
り
得
る
「
ロ
ゴ
ス
」
と
い
う
力
を
核
と
し
て
持
つ
。
そ
れ
は
「
言
葉
」
の
持
つ
力
た
る
、
信
仰
と
い
う
、
言
わ

ば
「
不
完
全
な
知
」
が
意
味
を
持
つ
場
で
あ
る
。
神
的
働
き
を
宿
す
、「
ロ
ゴ
ス
」
の
力
を
人
間
は
自
ら
の
本
来
的
自
己
の
内
に
孕
ん
で
い
る
の
で
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あ
る
。

人
は
絶
え
ず
「
存
在
」
と
「
善
」
と
の
乖
離
に
よ
っ
て
、「
悪
、
罪
」
に
「
自
然
か
ら
の
背
反
」
と
い
う
形
で
可
能
的
に
開
か
れ
て
い
る
。
そ
こ

か
ら
の
本
来
の
「
善
」
た
る
神
へ
向
け
帰
る
に
は
、「
祈
り
、
悔
い
改
め
」
の
契
機
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
を
為
す
と
き
人
は
、「
人
間
性
」
と
は

異
な
る
「
神
性
」
へ
と
、「
善
そ
の
も
の
」
た
る
「
神
へ
回
帰
す
る
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
人
間
の
人
間
性
の
完
成
の
最
終
形
態
で
あ
る
。

「
存
在
す
る
も
の
は
全
て
善
き
も
の
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
は
「
善
き
も
の
は
全
て
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
人
間
に
あ
っ
て
「
存
在
」
と
は
、「
善
」
な
し
で
は
成
立
し
な
い
と
い
う
意
味
で
、「
善
」
で
あ
る
為
の
必
要
条
件
で
あ
り
、「
善
」
は

「
存
在
」
が
存
在
と
し
て
完
成
す
る
た
め
の
充
分
条
件
で
あ
る
。
そ
し
て
「
神
」
は
「
端
的
な
意
味
で
の
存
在
で
あ
る
」。
そ
れ
ゆ
え
、「
善
そ
の
も

の
」
た
る
「
神
」
の
「
存
在
」
は
、
人
間
の
「
善
さ
」
の
究
極
的
根
拠
で
あ
る
。「
神
」
が
「
在
る
」
が
ゆ
え
に
、
人
間
は
「
善
い
」。
人
間
は
自

ら
の
力
で
「
徳
」
を
成
立
さ
せ
る
。
そ
れ
は
「
万
有
を
自
ら
を
通
じ
て
秩
序
づ
け
る
」
神
の
「
善
き
働
き
」
と
い
う
「
恵
み
」、「
神
的
助
け
」
と
、

人
間
の
働
き
と
の
恊
働
に
よ
る
。

言
い
方
を
換
え
れ
ば
、「
善
き
行
い
」
を
為
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
は
「
端
的
な
意
味
で
の
存
在
」
た
る
、「
神
」
の
「
存
在
性
」
を
も
分
有

し
得
る
。
そ
の
営
み
は
「
至
福
そ
の
も
の
」
た
る
「
神
」
の
「
神
性
」
を
、「
善
」
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
分
有
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ

ゆ
え
、
人
は
「
善
き
行
為
を
為
す
」
こ
と
に
よ
っ
て
、「
神
」
か
ら
の
「
恵
み
の
光
（lux

）」
を
受
け
、「
至
福
な
る
人
」
と
な
り
、「
神
々
と
な
る
」

の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
人
が
「
善
を
為
す
」
こ
と
は
取
り
も
直
さ
ず
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
人
が
、「
理
念
」
た
る
「
在
る
べ
き
自
然
」
た
る
、

「
神
」
へ
と
、「
ロ
ゴ
ス
」
の
力
を
通
し
て
、「
ロ
ゴ
ス
」
を
神
と
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
（divina ratio 4 .（ .（  cum

 deo colloqui hom
ines. 

5 .3 .34

）、「
回
帰
す
る
」
こ
と
な
の
で
あ
る
。

神
は
「
充
溢
（plenissim

um
, sufficientia, 3 .10 .10

）」
で
あ
る（

（（
（

。
善
に
溢
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
を
世
界
に
分
ち
与
え
る
。
第
４
巻
で
の

「
悪
の
問
題
」
を
通
り
抜
け
た
と
き
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
心
に
は
、「
闇
」
の
世
界
か
ら
の
一
条
の
光
が
差
し
込
ん
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

彼
は
そ
こ
で
、
神
に
向
っ
て
「
祈
る
（3 .m

.（

）（spes precesque5 .（ .4（

）」。
そ
し
て
悪
人
達
は
生
き
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
死
に
行
く
。
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註　
テ
キ
ス
ト
はTeubner

版
を
用
い
た
。

（
１
）	
第
４
巻
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
で
の
対
話
内
容
と
比
べ
る
と
、『
慰

め
』
は
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
独
自
の
観
点
（
神
々
に
な
る
）
か
ら
の
再
構
築
で
あ
る
と
考
え
る
。

（
2
）	

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
あ
っ
て
も
「
真
の
知
者
（sophos

）」
は
「
神
」
の
み
で
あ
っ
た
。（cf.

『
弁
明
』23 a5 -（

）
そ
の
意
味
で
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
「
知

恵
（sophia
）」
と
「
知
慮
（
プ
ロ
ネ
ー
シ
ス
）」
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
は
、
再
考
の
余
地
が
あ
る
。
尚
、
註
（
５
）
も
参
照
の
こ
と
。

（
3
）	 cf.J.M

arenbon. （1
）p.112

とp.11（

参
照
。

（
4
）	 K

.Sue-lo Tw
u

は
「
こ
れ
は
慰
め
な
の
か
」
と
い
う
問
い
の
下
に
、
第
３
巻
で
の
「
私
」
が
「
哲
学
」
の
方
法
を
「
内
在
化
（internalize

）」
し
て
い

る
こ
と
で
、
人
間
の
「
祈
り
」
に
よ
っ
て
第
３
巻
の
議
論
（
至
福
論
）
と
第
５
巻
で
の
「
人
間
と
神
と
の
交
わ
り
」
が
達
成
さ
れ
る
と
、
解
す
る
。

（3 .p.33 -52

）
し
か
し
こ
の
解
釈
で
は
第
４
巻
で
の
「
善
き
人
が
善
い
行
為
を
為
し
遂
げ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
「
神
々
と
な
る
」
と
い
う
、
人
間
の
行
為

の
能
動
的
側
面
が
、
全
く
消
え
て
し
ま
う
。

（
5
）	

プ
ラ
ト
ン
『
メ
ノ
ン
』
篇
と
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』（
第
２
巻
第
６
章110（ b3（ -110（ a2 ,

さ
ら
に
第
６
巻
第
13
章1144 b1 -1145 a11

）

に
あ
っ
て
は
「
人
徳
（ē thikē  aretē

）」
の
形
成
に
は
「
プ
ロ
ネ
ー
シ
ス
（
実
践
知
）」
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
れ
は
善
き
行
為
を
主
導
す
る
知
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
両
者
に
あ
っ
て
は
「
徳
は
知
で
あ
る
」。
こ
れ
に
対
し
て
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
場
合
「
善
に
つ
い
て
の
完
全
な
知
」
は
人
間
か
ら
す
る

と
、
一
種
の
超
越
概
念
で
あ
り
、
神
の
み
が
持
ち
得
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
に
は
最
終
的
に
不
可
知
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
注
２
で
言
及

し
た
背
景
の
下
、「
知
り
つ
つ
悪
を
犯
す
も
の
は
い
な
い
」
と
い
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、
プ
ラ
ト
ン
と
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
に
あ
っ
て
も
、
一

貫
し
て
保
持
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
場
合
そ
れ
は
「
知
恵
」
と
「
プ
ロ
ネ
ー
シ
ス
」
と
の
両
側
面
か
ら
捉
え
直
す
必
要
が
あ
る
。「
無

知
」
は
三
者
に
お
い
て
、
一
種
の
「
悪
徳
」
な
の
で
あ
る
。
尚
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
メ
ノ
ン
』
篇
で
の
「
ア
レ
テ
ー
」
が
「
人
徳
」
で
あ
る
と
い
う
視
点

に
つ
い
て
は
、
松
永
雄
二
先
生
の
ご
教
示
に
従
う
。（cf.J.M

agee.（2

）, p.1（（ .
し
か
しM

agee

は
こ
の
「
善
に
つ
い
て
の
知
」
の
側
面
を
全
く
外
し
て

い
る
ば
か
り
で
な
く
、
論
旨
と
し
て
や
や
短
絡
的
な
印
象
を
受
け
る
。）

（
（
）	

プ
ラ
ト
ン
の
『
ピ
レ
ボ
ス
』
篇
の
快
楽
主
義
批
判
は
、
見
方
を
変
え
れ
ば
「
善
き
生
」
を
巡
っ
て
の
プ
ラ
ト
ン
自
身
の
「
善
」
へ
と
向
う
思
考
脈
絡
の

内
に
あ
る
と
考
え
る
。
プ
ラ
ト
ン
に
あ
っ
て
「
善
」
は
「
原
因
（aitiā

）」
と
し
て
の
「
知
（nū s

）30 d2 -31 a10

」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
。
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（
（
）	

こ
の
点
に
関
し
て
はM

. F. B
urnyeat. 1（（（

年
、
拙
稿 1（（（

年
を
参
照
。

（
（
）	

こ
こ
で
はG

. E
. M

oore

の
提
唱
し
た
「
自
然
主
義
的
誤
謬
」
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。
差
し
当
た
り
『
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
と
エ
ウ
チ
ュ
ケ
ス
駁
論
』
で

のnatura

論
に
は
踏
み
込
ん
で
い
な
い
。

（
（
）	 W

. W
etherbee

（2 .p.2（（ -302

）
は
こ
の
「
力
あ
る
自
然
」
と
い
う
概
念
の
含
む
曖
昧
性
を
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
一
方
で
「
自
己
実
現
（self-realization

）」

と
、
他
方
で
「
神
の
愛
」
に
よ
っ
て
成
立
す
る
「
自
己
保
存
（self-reservation

）」
の
両
義
を
分
け
る
。
前
者
は
「
人
間
が
神
々
と
な
る
」
と
い
う
方

向
の
下
、「
人
間
の
自
由
意
志
」
の
問
題
で
あ
り
、
後
者
は
「
神
の
摂
理
」
の
下
、
人
間
に
対
し
て
規
制
す
る
力
で
あ
る
と
し
、
両
者
の
「
背
反
性
」
を

強
調
す
る
。

	

し
か
し
人
間
の
「
罪
」
の
問
題
は
こ
の
解
釈
で
は
解
決
し
な
い
。
人
間
は
「
神
の
意
志
」
に
反
し
て
で
も
、「
善
な
る
自
然
」
に
反
し
て
で
も
「
悪
、
罪

を
犯
す
」
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
。
人
間
が
「
悪
を
為
す
」
と
い
う
側
面
が
、
こ
の
解
釈
で
は
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
。

（
10
）	

余
談
だ
が
、
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
私
的
言
語
批
判
」
は
「
言
語
批
判
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
意
味
を
持
つ
。「
痛
み
」
そ
の
も
の
と
い
う
原
初

的
パ
ト
ス
の
「
私
秘
性
」
は
依
然
と
し
て
保
持
さ
れ
る
、
と
考
え
る
。
同
様
の
こ
と
は
「
期
待
と
し
て
の
快
楽
」
の
「
快
感
」
に
つ
い
て
も
言
え
る
の

で
は
な
い
か
。（『
ピ
レ
ボ
ス
』
篇3（ a4
のtū to to pathē m

a

を
読
む
。）
そ
れ
ゆ
え
こ
の
点
で
は
、
松
永
先
生
の
最
終
講
義
で
の
お
考
え
に
背
く
こ
と

は
覚
悟
し
て
い
る
。

	

哲
学
は
一
面
で
は
ロ
ゴ
ス
に
よ
る
探
求
の
営
み
で
あ
る
と
共
に
、
他
方
刹
那
的
パ
ト
ス
（
悲
し
み
、
喜
び
、
苦
悩
、
絶
望
、
そ
れ
ら
全
て
を
含
め
た
上

で
の
）、
情
熱
、
愛
求
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
九
大
の
修
士
時
代
に
、
先
生
か
ら
与
え
ら
れ
た
「
何
の
為
に
哲
学

し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
私
な
り
の
現
時
点
で
の
答
え
と
し
た
い
。
そ
の
意
味
で
『
慰
め
』
は
真
に
「
哲
学
書
」
な
の
で
あ
る
。

（
11
）	 W

. J. A
sbell. Jr.

（（3

）. p.3 -1（

）
は
「
自
足
（autarkeia

）」
概
念
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
広
義
で
の
そ
れ
か
ら
、
プ
ラ
ト
ン
的
な
狭
義
の
そ
れ
に
移

行
し
て
い
る
と
す
る
。
し
か
し
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
で
の
「
自
足
」
は
例
え
ば
、10（（ b（

な
ど
の
そ
れ
は
む
し
ろ
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
ピ
レ
ボ
ス
』

篇（（ a

で
の
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
と
考
え
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
も
そ
れ
は
、
例
え
ば11（（ a（

以
下
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
神
」
の
「
観
想
的
活

動
」
に
つ
い
て
使
用
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
の
「
充
足
」
こ
そ
が
、『
ピ
レ
ボ
ス
』
篇
で
の
「
知
」
と
共
に
「
善
き
生
」
を
構
成
す
る
「
真
実
の
快
楽
の

生
」
と
し
て
の
「
喜
び
」
に
他
な
ら
な
い
。
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