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「実践的真理」の布置

は
じ
め
に

行
為
や
実
践
の
真
偽
と
は
何
か
。
現
代
倫
理
学
の
道
徳
の
存
在
論
に
お
い
て
し
ば
し
ば
問
わ
れ
る
こ
の
問
題）

1
（

を
、
は
じ
め
て
定
式
化
し
た
の
は

『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
第
六
巻
第
二
章
に
お
い
て
一
度
だ
け
「
実
践
的
真
理
（ἀλήθεια πρα-

κτική

）」
に
つ
い
て
の
言
及
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
謎
め
い
た
概
念
に
つ
い
て
、
哲
学
史
で
は
散
発
的
な
考
察
が
行
わ
れ
て
き
た）

2
（

。

こ
の
問
題
へ
と
新
た
な
光
を
当
て
た
の
は
Ｇ
・
Ｅ
・
Ｍ
・
ア
ン
ス
コ
ム
で
あ
る
。
彼
女
は
自
身
の
「
特
定
の
記
述
の
も
と
で
の
行
為
」
と
い
う

概
念
装
置
を
使
用
す
る
こ
と
で
、
実
践
的
真
理
の
問
題
に
切
り
込
ん
だ
。
こ
れ
を
着
火
剤
と
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
研
究
者
た
ち
に
よ
る
、
実

践
的
真
理
に
つ
い
て
の
現
在
に
至
る
ま
で
続
く
論
争
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
は
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
に
お
け
る
実
践
的
真
理
の
布
置
を
探
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
第
一
節
で
は
、『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
に
お

い
て
実
践
的
真
理
の
概
念
が
登
場
す
る
テ
ク
ス
ト
（
以
下
T1
）
を
第
六
巻
全
体
の
文
脈
と
と
も
に
参
照
し
、
そ
の
後
、
T1
の
中
のαὕτη

と
い
う
語

「
実
践
的
真
理
」
の
布
置

―
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
に
お
け
る
―

酒　

井　

健
太
朗
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の
指
示
対
象
と
そ
の
内
実
に
つ
い
て
の
問
題
を
提
示
す
る
。
第
二
節
で
は
、
実
践
的
真
理
に
つ
い
て
の
最
新
文
献
で
あ
るB

roadie （2016

） 

を
参

照
し
、
彼
女
に
よ
る
T1
の
テ
ク
ス
ト
解
釈
を
確
認
す
る
。B

roadie

はαὕτη

の
指
示
対
象
が
「
真
な
る
理
り
と
正
し
い
欲
求
の
結
合
物
で
あ
る
選

択
の
う
ち
の
理
り
の
部
分
」
で
あ
り
、
実
践
的
真
理
と
は
、
そ
の
理
り
の
部
分
が
正
し
い
欲
求
に
よ
っ
て
真
と
さ
れ
る
特
別
な
種
類
の
真
理
で
あ

る
と
主
張
す
る
。
第
三
節
で
は
、
立
派
な
選
択
が
生
じ
る
た
め
に
は
理
り
へ
の
欲
求
の
対
応
の
み
な
ら
ず
、
欲
求
へ
の
理
り
の
対
応
も
必
要
で
あ

る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、B

roadie

と
は
異
な
り
、αὕτη

の
指
示
対
象
を
「
真
な
る
理
り
と
正
し
い
欲
求
の
結
合
物
で
あ
る
立
派
な
選
択
」
そ

れ
自
体
と
し
て
解
釈
す
る
方
向
性
を
提
案
す
る
。
第
四
節
で
は
、
ア
ン
ス
コ
ム
の
主
張
を
手
が
か
り
に
、
実
践
的
真
理
と
は
〈
真
の
担
い
手
〉
と

し
て
の
「
真
な
る
理
り
と
正
し
い
欲
求
の
結
合
物
で
あ
る
立
派
な
選
択
」
と
、〈
真
に
す
る
も
の
〉
で
あ
る
「
そ
の
人
自
身
の
行
為
」
の
一
致
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
こ
か
ら
、
実
践
的
真
理
は
思
慮
あ
る
人
に
な
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
要
請
さ
れ
た
と
結
論
さ
れ
る
。

一
．「
実
践
的
真
理
」
の
文
脈
と
当
該
テ
ク
ス
ト
の
問
題
点

本
節
で
は
、『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
に
お
け
る
「
実
践
的
真
理
」
提
示
の
文
脈
と
当
該
テ
ク
ス
ト
を
参
照
し
た
の
ち
に
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
持

つ
問
題
点
を
指
摘
す
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
勇
気
や
節
制
を
代
表
と
す
る
「
人
柄
の
徳
（ἠθικὴ ἀρετή

）」
に
つ
い
て
論
じ
た
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
第
二
巻

－

第

五
巻
ま
で
と
異
な
り
、
そ
の
第
六
巻
で
は
「
思
考
の
徳
（διανοητικὴ ἀρετή

）」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
ず
、
第
六
巻
第
一
章
で
は
、
有
名
な

「
中
間
（μέσον

）」
の
学
説
が
振
り
返
ら
れ
る
。
そ
れ
ま
で
は
、
人
柄
の
徳
は
、
そ
れ
ら
が
中
間
に
関
わ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
定
義
さ
れ
て
い
た

が
（II 6 , 1106 b36 -1107 a2

）
3
（

）、
そ
の
中
間
が
ど
の
よ
う
に
決
定
さ
れ
る
か
は
明
言
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
決
定
が
「
正
し
い
理

り
（ὁ λόγος ὁ ὀρθός

）
が
告
げ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
」（V

I 1 , 1138 b19 -20

）
と
主
張
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
正
し
い
理
り
と
は
何
で
あ
る
か
、
す

な
わ
ち
、
こ
れ
の
基
準
と
は
何
で
あ
る
か
」（V

I 1 , 1138 b34

）
を
問
う
こ
と
が
第
六
巻
全
体
の
目
的
と
し
て
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。



─ 21 ─

「実践的真理」の布置

こ
の
答
え
は
第
六
巻
最
後
の
章
で
あ
る
第
十
三
章
に
お
い
て
、「
徳
と
は
単
に
正
し
い
理
り
に
基
づ
く
だ
け
で
な
く
、
正
し
い
理
り
を
伴
っ
た
性

向
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
思
慮
と
は
こ
う
し
た
事
柄
に
関
す
る
正
し
い
理
り
で
あ
る
」（1144 b26 -28

）
と
い
う
形
で
提
示
さ
れ
る
。
つ
ま

り
、
正
し
い
理
り
＝
思
慮
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
六
巻
全
体
は
正
し
い
理
り
と
し
て
の
思
慮
の
内
実
を
考
察
す
る
た
め
に
準
備
さ
れ
て
い
る

の
で
、
第
六
巻
の
個
々
の
テ
ー
マ
の
検
討
は
思
慮
の
問
題
に
帰
着
す
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
内
実
を
持
つ
第
六
巻
の
中
で
、
実
践
的
真
理
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

T1　
［
一
］
魂
の
う
ち
に
は
三
つ
の
部
分
が
あ
り
、
そ
れ
は
行
為
（πρᾶξις

）
と
真
理
（ἀλήθεια

）
を
支
配
す
る
も
の
ど
も
で
あ
り
、
感
覚
（αἴσθησις

）、

知
性
（νοῦς

）、
欲
求
（ὄρεξις
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
で
感
覚
は
い
か
な
る
行
為
の
原
理
で
も
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
動
物
は
感
覚
を

持
つ
が
、
行
為
に
与
ら
な
い
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。［
二
］
知
性
に
お
け
る
肯
定
と
否
定
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
欲
求
に
お
け
る
追

求
と
忌
避
で
あ
る
。［
三
］
し
た
が
っ
て
、
人
柄
の
徳
は
選
択
に
関
係
す
る
性
向
（ἕξις

）
で
あ
り
、
選
択
は
思
案
に
基
づ
く
欲
求
で
あ
る
の

で
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
も
し
選
択
が
立
派
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
理
り
（λόγος

）
は
真
で
あ
り
、
欲
求
は
正
し
く
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
同
じ
も
の
を
理
り
は
肯
定
し
欲
求
は
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。［
四
］
と
す
れ
ば
、
こ
れ
（αὕτη

）
は
実
践
的
思
考
（διάνοια

）
で

あ
り
、
実
践
的
真
理
で
あ
る）

4
（

。［
五
］
し
か
し
、
観
照
的
で
あ
っ
て
行
為
に
関
わ
る
の
で
も
制
作
的
で
も
な
い
思
考
の
善
し
悪
し
は
真
と
偽
で

あ
る
（
と
い
う
の
も
、
こ
れ
［
真
理
の
把
握
］
は
す
べ
て
の
思
考
的
な
も
の
の
機
能
だ
か
ら
で
あ
る
）。
他
方
、
行
為
に
関
わ
る
思
考
の
機
能

は
正
し
い
欲
求
に
一
致
し
て
い
る
真
理
を
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。（V

I 2 , 1139 a17 -31

）

［
一
］
魂
の
三
つ
の
部
分
で
あ
る
感
覚
、
知
性
、
欲
求
が
行
為
と
真
理
を
支
配
す
る
が
、
動
物
が
行
為
し
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
感
覚
は
行
為
の
原

理
の
候
補
か
ら
外
さ
れ
る
。
そ
し
て
、［
二
］
残
っ
た
候
補
で
あ
る
知
性
と
欲
求
が
対
比
さ
れ
、
知
性
に
お
け
る
肯
定
と
否
定
が
欲
求
に
お
け
る
追

求
と
忌
避
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
次
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
［
三
］
人
柄
の
徳
が
選
択
に
関
係
す
る
性
向
で
あ
り
、
そ
の
選
択
と
は
思
案
に
基
づ
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く
欲
求
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
の
す
ぐ
の
ち
に
、
選
択
が
立
派
な
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
理
り
が
真
で
あ
り
、
欲
求
が
正
し
く
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
以
上
、
こ
の
「
思
案
に
基
づ
く
」
と
は
、
真
偽
に
関
わ
る
と
こ
ろ
の
知
性
的
な
い
し
思
考
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
、
選
択
に
は
知
性
と
欲
求
の
両
方
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
際
の
知
性
は
真
で
あ
り
欲
求
は
正
し
い
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
導
か
れ
る
。
そ
し
て
、［
四
］「
こ
れ
（αὕτη

）」
が
、
実
践
的
思
考
で
あ
り
、
実
践
的
真
理
で
あ
る
。
最

後
に
［
五
］
観
照
的
思
考
の
善
し
悪
し
が
真
偽
で
あ
り
、
行
為
に
関
わ
る
思
考
は
正
し
い
欲
求
に
一
致
し
て
い
る
真
理
を
捉
え
る
機
能
を
持
つ
と

言
わ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、［
四
］
のαὕτη
と
い
う
指
示
代
名
詞
の
内
実
が
問
題
と
な
る
。
こ
のαὕτη

が
「
実
践
的
思
考
で
あ
り
、
実
践
的
真
理
で
あ
る
」
と

言
わ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
内
実
の
確
定
は
実
践
的
真
理
の
明
確
化
と
同
義
で
あ
る
。

二
．αὕτη

の
内
実
に
つ
い
て
のB

roadie

の
解
釈

前
節
で
は
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
第
六
巻
の
文
脈
を
提
示
し
た
の
ち
、
実
践
的
真
理
が
言
及
さ
れ
た
T1
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
実
践
的
真
理

の
考
察
に
重
要
なαὕτη

の
内
実
が
不
明
瞭
で
あ
る
と
い
う
問
題
を
提
出
し
た
。
本
節
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
のB

roadie

の
研
究
を
参
照
す
る
。

さ
て
、B

roadie

は
、αὕτη

の
指
示
対
象
の
問
題
に
つ
い
て
簡
潔
に
し
て
要
を
得
た
ま
と
め
を
提
示
す
る
。
そ
の
際
に
彼
女
は
、
他
の
多
く
の

研
究
者
と
同
様
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
真
理
の
対
応
説
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る）

5
（

。
こ
れ
は
、
或
る
命
題
が
真
で
あ
る
の
は
そ
れ

が
事
実
と
対
応
し
て
い
る
と
き
で
あ
り
、
偽
で
あ
る
の
は
事
実
と
対
応
し
て
い
な
い
と
き
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
（cf. M

etaph. Γ 7 , 

1011 b26 -28

）。

ま
た
、
本
稿
で
は
、
実
践
的
真
理
の
問
題
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、「〈
真
に
す
る
も
の
〉（truth-m

aker

）」
と
「〈
真
の
担
い
手
〉（truth-

bearer

）」
の
二
つ
の
概
念
装
置
を
導
入
す
る
。
秋
葉
に
よ
れ
ば
、〈
真
に
す
る
も
の
〉
は
「
世
界
の
う
ち
に
存
在
す
る
こ
と
で
、
真
な
る
命
題
の
真
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理
性
を
根
拠
づ
け
る
存
在
者
」
と
規
定
さ
れ
、
た
と
え
ば
、「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
存
在
す
る
」
と
い
う
存
在
命
題
を
〈
真
に
す
る
も
の
〉
は
ソ
ク
ラ
テ

ス
と
い
う
個
体
そ
れ
自
身
で
あ
る）

6
（

。
他
方
、〈
真
の
担
い
手
〉
は
、
自
然
言
語
の
平
叙
文
を
使
っ
て
表
現
さ
れ
う
る
文
の
意
味
内
容
で
あ
る
命
題
で

あ
り
、
先
の
例
で
は
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
存
在
す
る
」
が
〈
真
の
担
い
手
〉
で
あ
る）

7
（

。
そ
し
て
、〈
真
の
担
い
手
〉
で
あ
る
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
存
在
す

る
」
と
い
う
命
題
が
真
で
あ
る
の
は
、
そ
の
命
題
に
対
応
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
い
う
個
体
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
り
、
命
題
が
偽
で
あ
る
の
は
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
存
在
し
な
い
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、〈
真
に
す
る
も
の
〉
と
〈
真
の
担
い
手
〉
と
い
う
概
念
装
置
は
、
真
理
の
対
応
説
と
の

相
性
が
よ
い
。

以
上
の
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、B

roadie

の
議
論
を
参
照
し
よ
う
。
彼
女
は
、αὕτη

の
内
実
と
し
て
以
下
の
三
パ
タ
ー
ン
が
想
定
可
能
で

あ
る
と
述
べ
る）

8
（

。

（
1
）
選
択
（προαίρεσις

）

（
2a
）
真
な
る
理
り
と
正
し
い
欲
求
の
結
合
物
と
し
て
の
選
択

（
2b
）
真
な
る
理
り
と
正
し
い
欲
求
の
結
合
物
と
し
て
の
選
択
の
理
り
の
部
分

αὕτη

は
女
性
単
数
指
示
代
名
詞
で
あ
る
た
め
、（
1
）
の
「
選
択
」
が
文
法
的
に
は
最
も
自
然
な
選
択
肢
で
あ
る
。
他
方
、αὕτη

の
性
が
女
性
で

あ
る
の
は
そ
の
直
後
のδιάνοια

とἀλήθεια

に
引
き
ず
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
解
す
れ
ば
、αὕτη

の
指
示
対
象
と
し
て
女
性
名
詞
を
想
定
す
る
必

要
は
な
く
な
る
。
そ
こ
でB

roadie

が
提
案
す
る
の
が
（
2a
）
と
（
2b
）
で
あ
る
。

ま
た
、B

roadie

は
実
践
的
真
理
に
つ
い
て
以
下
の
五
つ
の
解
釈
を
提
示
す
る）

9
（

。
そ
れ
ぞ
れ
、
上
記
の
（
1
）
の
選
択
肢
を
取
れ
ば
A
に
、（
2a
）

の
選
択
肢
を
取
れ
ば
C
に
、
そ
し
て
（
2b
）
の
選
択
肢
を
取
れ
ば
B
、
B*
、
C*
に
繋
が
る
。
こ
こ
で
は
彼
女
の
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
に
つ
い
て
の
要

点
を
示
す
。
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A
：
立
派
な
選
択
は
全
体
と
し
て
断
定
的
真
理）

（1
（

で
あ
る
。
こ
こ
で
、
選
択
の
理
り
の
要
素
が
断
定
的
内
容
を
供
給
し
、
欲
求
の
要
素
が
実
際
に
断

定
を
行
う
と
し
て
み
よ
う
。
立
派
な
選
択
が
〈
真
の
担
い
手
〉
で
あ
る
の
は
、
欲
求
の
お
か
げ
で
、
そ
れ
が
真
な
る
断
定
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

B
：
立
派
な
選
択
に
お
け
る
真
理
は
、
そ
れ
自
体
は
思
い
な
し
（δόξα

）
で
あ
る
と
こ
ろ
の
理
り
と
し
て
の
構
成
要
素
の
断
定
的
真
理
に
過
ぎ
な

い
。
し
か
し
、
こ
の
思
い
な
し
が
実
践
的
で
あ
る
の
は
、
関
連
す
る
欲
求
が
現
前
す
る
と
き
に
限
ら
れ
る
。
欲
求
が
現
前
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

理
り
の
真
は
単
に
偶
然
的
に
実
践
的
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
実
践
的
で
も

0

0

あ
る
真
理
に
す
ぎ
ず
、
概
念
的
合
金
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。

B*
：
実
践
的
真
理
と
は
特
別
な
種
類
の
理
り
に
つ
い
て
の
通
常
の
断
定
的
真
理
で
あ
る
。
こ
の
理
り
が
特
別
で
あ
る
の
は
、
B
と
異
な
り
、
関
連

す
る
欲
求
が
不
在
で
あ
れ
ば
、
理
り
は
そ
も
そ
も
偶
然
的
で
す
ら
な
く
役
に
立
た
な
い
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

C
：
実
践
的
真
理
と
は
断
定
的
真
理
で
は
な
い
特
別
な
種
類
の
真
理
（
豊
か
な
意
味
の
真
理
）
で
あ
る
。
断
定
的
真
理
は
紛
れ
当
た
り
や
偶
然
的

な
も
の
で
あ
り
え
る
が
、
豊
か
な
意
味
で
の
真
理
は
学
知
と
理
解
の
完
全
な
達
成
を
示
す
。
そ
し
て
、
実
践
的
真
理
と
は
、
理
論
的
探
求
と
は
異

な
る
実
践
的
探
求
の
最
高
の
知
的
達
成
を
印
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。

C*
：
真
な
る
理
り
の
側
に
は
正
し
い
欲
求
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
豊
か
な
意
味
の
真
理
と
は
、
正
し
い
欲
求
を
伴
っ
た
断
定
的
真
理
の

こ
と
で
あ
る
。

B
roadie

自
身
は
、（
2b
）
の
選
択
肢
を
排
除
せ
ず
、
か
つ
豊
か
な
意
味
の
真
理
を
救
う
こ
と
の
で
き
る
C*
を
自
身
の
解
釈
と
し
て
提
示
す
る）

（（
（

。
す



─ 25 ─

「実践的真理」の布置

な
わ
ち
彼
女
は
、
実
践
的
真
理
に
お
け
る
〈
真
の
担
い
手
〉
を
選
択
の
う
ち
の
真
な
る
理
り
、〈
真
に
す
る
も
の
〉
を
正
し
い
欲
求
と
解
す
る
の
で

あ
る
。
な
ぜB

roadie

は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
実
践
的
真
理
の
理
り
の
側
面
を
強
調
す
る
の
か
。
彼
女
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
実
践
的
真
理
を
提

示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
慮
が
真
正
に
知
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
思
慮
は
技
術
知
の
よ
う
な
も
の
で
も
な

け
れ
ば
、
倫
理
的
抽
象
物
に
つ
い
て
の
永
遠
真
理
に
関
係
す
る
も
の
で
も
な
い
。B

roadie

は
こ
の
両
者
の
中
間
地
点
を
進
む
こ
と
に
よ
り
、
個
々

の
状
況
に
関
わ
り
な
が
ら
も
知
的
な
も
の
で
あ
る
思
慮
の
性
格
が
実
践
的
真
理
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
の
で

あ
る）

（1
（

。三
．
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
選
択
概
念
に
つ
い
て

前
節
で
は
、B

roadie

に
よ
るαὕτη
と
実
践
的
真
理
に
つ
い
て
の
解
釈
を
参
照
し
た
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、αὕτη

の
内
実
は
真
な
る
理
り
と
正
し

い
欲
求
の
結
合
物
の
う
ち
の
理
り
の
部
分
で
あ
り
、
実
践
的
真
理
と
は
そ
の
理
り
の
部
分
が
正
し
い
欲
求
と
一
致
す
る
こ
と
で
生
じ
る
豊
か
な
意

味
で
の
真
理
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
実
践
的
真
理
の
理
り
の
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
思
慮
を
知
的
な
も
の
と
し
て
性
格
づ
け
る
た
め
で
あ

る
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
本
節
は
、
選
択
概
念
に
つ
い
て
の
考
察
を
通
じ
て
、αὕτη

の
指
示
対
象
が
真
な
る
理
り
と
正
し
い
欲
求
の
結
合
物

と
し
て
の
立
派
な
選
択
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、B

roadie

の
解
釈
に
反
論
を
加
え
る
。

ま
ず
、
本
稿
はαὕτη

の
指
示
対
象
に
つ
い
て
、B

roadie

の
よ
う
に
（
1
）
選
択
と
（
2a
）
真
な
る
理
り
と
正
し
い
欲
求
の
結
合
物
と
し
て
の

選
択
を
区
別
す
る
必
要
は
な
い
と
主
張
す
る
。
と
い
う
の
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
、（
少
な
く
と
も
「
立
派
な
」）
選
択
と
は
真
な
る
理

り
と
正
し
い
欲
求
の
結
合
物
以
外
の
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
T1
直
後
の
次
の
テ
ク
ス
ト
を
参
照
し
よ
う
。

T2　

行
為
の
端
初
は
選
択
で
あ
り
―
運
動
が
そ
れ
か
ら

0

0

0

0

で
あ
る
と
こ
ろ
の
そ
れ

0

0

［
起
動
因
］
で
あ
り
、
そ
れ
の
た
め

0

0

0

0

0

に
で
あ
る
そ
れ

0

0

［
目
的
因
］
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で
は
な
い
―
選
択
の
端
初
は
欲
求
な
ら
び
に
何
か
の
た
め
の
理
り
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
知
性
や
思
考
を
欠
い
て
も
、
人
柄
の
性
向
を
欠

い
て
も
、
選
択
は
成
立
し
な
い
。
と
い
う
の
も
、
行
為
に
お
い
て
善
く
や
る
こ
と
も
そ
の
反
対
の
［
悪
い
］
こ
と
も
、
思
考
や
人
柄
を
欠
い

て
は
成
立
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。（V

I 2 , 1139 a31 -35

）

T1
の
「
真
な
る
理
り
＋
正
し
い
欲
求
→
立
派
な
選
択
」
と
は
異
な
り
、
T2
で
は
「
知
性
な
い
し
思
考
＋
人
柄
の
性
向
→
選
択
」
と
い
う
微
妙
に
異

な
っ
た
図
式
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
、
こ
こ
で
は
、
選
択
の
一
方
の
構
成
要
素
で
あ
る
理
り
（λόγος

）
と
知
性
（νοῦς

）
な
い
し
思
考

（διάνοια

）
が
互
換
可
能
な
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め）

（1
（

、
他
方
の
構
成
要
素
で
あ
る
「
欲
求
」
に
相
当
す
る
も
の
は
「
人
柄
の
性
向
」
で

あ
る
と
い
う
予
測
が
立
て
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
一
つ
の
問
題
が
生
じ
る
。
通
常
、
人
柄
の
性
向
は
目
的
に
関
わ
る
も
の
と
規
定
さ
れ
る
が

（e. g. V
I 12 , 1144 a7 -8

）、
こ
の
こ
と
と
、
そ
の
直
前
で
、
選
択
が
行
為
の
目
的
因
で
は
な
く
起
動
因
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
矛
盾
す
る

の
で
は
な
い
か
。
実
際
、
思
慮
あ
る
人
の
選
択
に
つ
い
て
は
、「
思
慮
は
そ
の
標
的
へ
と
至
る
も
の
ど
も
を
正
し
く
す
る
」（V

I 12 , 1144 a8 -9

）
を

代
表
と
す
る
テ
ク
ス
ト
を
典
拠
と
し
て
、
目
的
達
成
の
手
段
を
そ
の
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
、

手
段
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
為
が
生
じ
る
と
い
う
、
選
択
に
つ
い
て
の
起
動
因
の
観
点
か
ら
の
解
釈
が
生
ま
れ
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

選
択
は
本
当
に
手
段
に
の
み
関
わ
る
の
か
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
そ
の
人
に
備
わ
っ
て
い
る
も
の
が
悪
徳
で
あ
れ
ば
、
そ
の
悪
徳
は
行
為
の
原
理
を
破
壊
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
選
択
は
う

ま
く
い
か
な
い
こ
と
に
な
る
と
述
べ
る
（V

I 5 , 1140 b16 -20

）。
こ
の
行
為
の
原
理
は
「
そ
れ
の
た
め
に
行
為
が
あ
る
よ
う
な
そ
れ
」
と
さ
れ
て

お
り
、
明
ら
か
に
目
的
因
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
原
理
と
し
て
の
目
的
因
の
内
実
は
「
よ
く
生
き
る
こ
と
一
般
を
思
案
す
る
人
が
思
慮

あ
る
人
で
あ
る
だ
ろ
う
」（V

I 5 , 1140 a30 -31

）
と
い
う
言
明
か
ら
よ
り
理
解
さ
れ
る
。
T1
［
三
］
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
選
択
は
思
案
に
基
づ
く

欲
求
で
あ
る
た
め
、
思
慮
あ
る
人
の
思
案
が
よ
く
生
き
る
こ
と
一
般
を
対
象
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
思
案
を
構
成
要
素
と
す
る
思
慮
あ
る
人

の
選
択
も
ま
た
よ
く
生
き
る
こ
と
一
般
を
対
象
と
す
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
く
生
き
る
こ
と
一
般
と
は
、
幸
福
（εὐδαιμονία

）
の
こ
と
で
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あ
る
と
考
え
ら
れ
る）

（1
（

。
と
い
う
の
も
、
第
六
巻
第
十
二
章
末
尾
で
行
為
の
原
理
に
つ
い
て
再
度
語
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
原
理
は
「
目
的
す
な
わ
ち

最
高
善
」（1144 a32 -33

）
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
最
高
善
と
は
通
常
、
幸
福
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
原

理
と
し
て
の
目
的
因
の
内
実
は
、
よ
く
生
き
る
こ
と
一
般
と
し
て
の
幸
福
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
解
釈
が
正
し
け
れ
ば
、
悪
徳
を
持
っ
た
人
に
は
行
為
の
原
理
で
あ
り
目
的
で
も
あ
る
幸
福
が
見
え
な
い
た
め
に
、
選
択
が
正
し
い
も
の

と
な
ら
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
他
方
、
悪
徳
で
は
な
く
人
柄
の
徳
が
備
わ
っ
て
い
れ
ば
選
択
は
正
し
い
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
選
択
に
は
人

柄
の
徳
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
選
択
が
目
的
達
成
の
手
段
（
起
動
因
）
の
み
な
ら
ず
目
的
そ
の
も
の
（
目
的
因
）

に
も
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、（
立
派
な
）
選
択
は
真
な
る
理
り
＝
知
性
な
い
し
思
考
と
、
正
し
い
欲
求
＝
人
柄
の
徳
の

両
者
な
く
し
て
は
成
立
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、B

roadie

に
よ
る
（
1
）
と
（
2a
）
の
区
別
は
本
来
な
さ
れ
る
必
要
が
な
い
も
の
で
あ
る
。

次
に
、αὕτη

の
指
示
対
象
に
つ
い
て
の
問
題
を
再
考
し
よ
う
。B

roadie

がαὕτη

の
指
示
対
象
と
し
て
（
2b
）
を
採
用
す
る
の
は
、（
1
）
が
導

く
A
が
次
の
よ
う
な
問
題
を
持
つ
か
ら
で
あ
る）

（1
（

。

（
i
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
思
い
な
し
と
選
択
を
、
前
者
は
真
偽
に
関
わ
る
が
後
者
は
善
悪
に
関
わ
る
と
い
う
と
い
う
根
拠
か
ら
区
別
す
る
（e.g. 

E
E

 II 10 , 1226 a4

）。
そ
れ
ゆ
え
、
選
択
に
真
偽
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
ii
）
T1 ［
三
］
や
［
五
］
の
記
述
は
、
理
り
が
す
で
に
真
で
あ
り
、
正
し
い
欲
求
は
そ
れ
に
付
加
的
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
読
め
る
。

し
か
し
、
A
で
は
選
択
の
理
り
の
部
分
で
は
な
く
、
選
択
全
体
が
断
定
的
真
理
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
A
の
内
容
は
T1
の
テ

ク
ス
ト
と
合
致
し
な
い
。

こ
の
う
ち
、（
i
）
の
問
題
は
、（
2a
）
が
導
く
C
を
採
用
す
れ
ば
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
真
理
は
断
定
的
真
理
で
は
な
い
豊
か
な
意
味
で
の
真
理

と
な
る
た
め
解
消
さ
れ
る
。
し
か
し
、B

roadie

は
、（
ii
）
の
問
題
点
が
C
に
も
共
通
す
る
と
考
え
る）

（1
（

。
す
な
わ
ち
、
A
や
C
の
選
択
肢
を
採
用
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し
〈
真
の
担
い
手
〉
を
立
派
な
選
択
と
解
す
る
こ
と
は
、
T1
［
五
］
の
「
行
為
に
関
わ
る
思
考
の
機
能
は
正
し
い
欲
求
に
一
致
し
て
い
る
真
理
を

捉
え
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、〈
真
の
担
い
手
〉
と
し
て
理
り
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
合
致
し
な
い
と
主
張
す
る
の
で

あ
る
。

し
か
し
、
T1
［
五
］
は
、
欲
求
か
ら
独
立
し
た
理
り
に
よ
る
真
理
の
よ
う
な
も
の
を
本
当
に
想
定
し
て
い
る
の
か
。
A
や
C
の
選
択
肢
を
取
る

人
々
は
、
そ
の
よ
う
な
真
理
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
の
か
。
た
と
え
ばR

eeve

は
、
そ
も
そ
も
T1
［
五
］
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、B

roadie

が
C*
で
考
え
て
い
る
よ
う
な
〈
真
の
担
い
手
〉
と
し
て
の
真
な
る
理
り
を
正
し
い
欲
求
が
真
に
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
逆
に
、
真
な
る
理

り
が
欲
求
を
〈
正
し
く
す
る
も
の
〉（correctness-m

aker

）
で
あ
る
と
解
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
有
徳
な
人
に
お
い
て
、
欲

求
が
理
り
に
耳
を
傾
け
従
う
が
ゆ
え
に
（I 13 , 1102 b31

）、
両
者
は
一
致
す
る
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（I 13 , 1102 b28

）
（1
（

）。

以
上
のB

roadie

とR
eeve

の
考
え
は
排
他
的
な
も
の
で
は
な
い
。
先
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、αὕτη

の
指
示
対
象
は
立
派
な
選
択
で
あ

り
、
そ
れ
は
真
な
る
理
り
と
正
し
い
欲
求
の
両
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
立
派
な
選
択
が
成
立
し
て
い
る
と
き
、
真
な

る
理
り
と
正
し
い
欲
求
は
相
互
依
存
的
に
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
理
り
は
正
し
い
欲
求
に
よ
っ
て
真
に
さ
れ
、
欲
求
は
真

な
る
理
り
に
よ
っ
て
正
し
く
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
T2
で
は
思
考
の
徳
（
真
な
る
理
り
）

と
人
柄
の
徳
（
正
し
い
欲
求
）
か
ら
選
択
が
構
成
さ
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
し
て
、
こ
れ
ら
両
者
の
徳
の
相
互
依
存
関
係
が
述
べ
ら
れ
る

箇
所
も
あ
る
（V

I 13 , 1144 b30 -32 , 1145 a1 -2

）。
こ
の
相
互
依
存
性
を
最
も
よ
く
表
す
の
が
、
両
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
選
択
」
と
い
う
概
念
な

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
T1
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
選
択
と
は
真
偽
と
善
悪
が
融
合
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、（
1
）
や
（
2a
）
で
は
な
く
（
2b
）
を
選
ぶ
積
極
的
な
理
由
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
本
稿
は
こ
れ
以
降
、αὕτη

の
指
示
対
象
そ

の
も
の
は
文
法
的
に
自
然
な
「
選
択
」
と
い
う
語
で
あ
り
、
そ
の
内
実
が
「
真
な
る
理
り
と
正
し
い
欲
求
の
結
合
物
」
で
あ
る
と
し
て
議
論
を
進

め
る
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、（
2b
）
の
選
択
肢
を
取
ら
な
い
こ
と
で
、
本
稿
は
実
践
的
真
理
の
〈
真
の
担
い
手
〉
が
理
り
で
は
な
く
立
派
な
選
択
で

あ
る
と
い
う
見
解
に
も
コ
ミ
ッ
ト
す
る
。
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四
．〈
真
に
す
る
も
の
〉
と
し
て
の
思
慮
あ
る
人
の
行
為

前
節
で
は
、R

eeve

の
解
釈
を
援
用
す
る
こ
と
でB

roadie

の
解
釈
に
反
論
を
加
え
、
真
な
る
理
り
と
正
し
い
欲
求
の
相
互
依
存
性
を
確
認
す

る
こ
と
に
よ
り
、αὕτη

の
指
示
対
象
を
真
な
る
理
り
と
正
し
い
欲
求
の
結
合
物
と
し
て
の
立
派
な
選
択
で
あ
る
と
解
し
た
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な

解
釈
の
も
と
で
は
、
実
践
的
真
理
の
〈
真
の
担
い
手
〉
は
理
り
で
は
な
く
立
派
な
選
択
に
な
る
こ
と
も
示
さ
れ
た
。
本
節
は
、
実
践
的
真
理
の
要

請
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

本
稿
第
二
節
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
、B

roadie

は
実
践
的
真
理
を
、
思
慮
の
持
つ
知
的
性
格
を
強
調
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
も
の
と
解
し
て
い

た
。
し
か
し
、
前
節
で
得
ら
れ
た
知
見
か
ら
は
、
彼
女
の
解
釈
と
は
異
な
っ
た
実
践
的
真
理
の
布
置
が
見
え
て
く
る
。

ま
ず
、
T2
で
選
択
概
念
が
行
為
の
起
動
因
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
し
よ
う
。
当
時
の
通
念
（cf. III 3 , 1112 a15 -17

）
を
反
映
し

た
こ
の
記
述
は
、
選
択
が
行
為
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
次
に
、
ア
ン
ス
コ
ム
の
「
思
考
と
行
為
」
と
い
う
論
文
か
ら
以
下

の
テ
ク
ス
ト
を
引
用
す
る
。

T3　

人
が
立
派
な
「
選
択
」（good ‘choice’

）
を
形
成
し
遂
行
す
る
と
仮
定
す
れ
ば
、
そ
れ
［
実
践
的
真
理
］
は
、
行
為
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

る
、
す
な
わ
ち
真
に
さ
れ
る
（
な
ぜ
な
ら
、
彼
が
行
う
こ
と
の
記
述
は
、
彼
が
そ
れ
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
真
に
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る）

（1
（

）。

ア
ン
ス
コ
ム
は
、
実
践
的
真
理
に
お
け
る
〈
真
の
担
い
手
〉
を
「
私
は
F
を
行
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
行
為
の
記
述
、〈
真
に
す
る
も
の
〉
を
「
S

が
F
を
行
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
行
為
の
実
例
と
し
て
い
る）

（1
（

。
こ
れ
は
本
稿
第
二
節
で
参
照
さ
れ
た
A

－

C*
ま
で
の
い
ず
れ
と
も
異
な
る
解
釈
で

あ
る
。
そ
し
て
、
ア
ン
ス
コ
ム
は
「『
真
』
や
『
偽
』
が
な
さ
れ
る
こ
と
［
行
為
］
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
無
意
味
な
述
語
で
あ
る
」
と
い
う
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反
論
に
対
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
は
そ
の
よ
う
な
立
場
の
対
極
に
位
置
す
る
の
で
あ
り
、「
真
」
や
「
偽
」
の
述
語
を
行
為
に
適
用
す
る

こ
と
は
精
確
か
つ
適
切
な
こ
と
で
あ
る
と
結
論
す
る）

11
（

。

さ
て
、
自
身
の
「
特
定
の
記
述
の
も
と
で
の
行
為
」
と
い
う
概
念
を
背
景
に
据
え
た
ア
ン
ス
コ
ム
の
解
釈
に
つ
い
て
、B

roadie

は
尊
重
す
る
態

度
を
見
せ
つ
つ
も
採
用
で
き
な
い
と
考
え
る
。
と
い
う
の
も
、
T1
は
行
為
者
の
実
際
の
行
為
の
問
題
に
な
ん
ら
焦
点
を
当
て
ず
、
む
し
ろ
選
択
と

そ
の
要
素
（
理
り
と
欲
求
）
を
強
調
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る）

1（
（

。
た
し
か
に
、
本
稿
も
実
践
的
真
理
の
〈
真
の
担
い
手
〉
を
理
り
と
欲
求
の
結
合
物

と
し
て
の
選
択
と
解
す
る
以
上
、
ア
ン
ス
コ
ム
の
解
釈
に
全
面
的
に
同
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
先
に
示
し
た
よ
う
に
、
選
択
と
行

為
は
緊
密
な
関
係
を
持
つ
。
本
稿
は
実
践
的
真
理
の
〈
真
の
担
い
手
〉
を
選
択
と
し
つ
つ
も
、
ア
ン
ス
コ
ム
に
従
い
、〈
真
に
す
る
も
の
〉
を
行
為

と
解
す
る
可
能
性
を
探
っ
て
み
た
い
。

そ
も
そ
も
、
本
稿
前
節
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
T1
［
五
］
で
「
真
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
選
択
の
構
成
要
素
に
す
ぎ
な
い
理
り
で
あ

る
一
方
、
T1
［
四
］
のαὕτη

の
指
示
対
象
は
選
択
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
選
択
そ
の
も
の
が
実
践
的
真
理
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る

（
そ
し
て
、
先
に
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
選
択
は
実
践
的
真
理
の
〈
真
の
担
い
手
〉
で
あ
る
）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
理
り
が
真
で
あ
る
こ
と
と
、

選
択
が
実
践
的
真
理
の
〈
真
の
担
い
手
〉
で
あ
る
こ
と
は
区
別
し
て
考
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
も
し
両
者
が
区
別
さ
れ
る
と
す

れ
ば
、〈
真
の
担
い
手
〉
と
し
て
の
選
択
そ
の
も
の
を
〈
真
に
す
る
も
の
〉
は
選
択
の
構
成
要
素
と
は
別
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
、
ア
ン
ス
コ
ム
が
述
べ
る
よ
う
に
、〈
真
に
す
る
も
の
〉
の
候
補
と
し
て
行
為
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
な
ぜ
な
ら
、
実
践
的
真
理
が

行
為
に
関
わ
る
真
理
で
あ
る
以
上
、
選
択
も
ま
た
行
為
に
関
わ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
、
T1

［
三
］
の
「
同
じ
も
の
を
理
り
は
肯
定
し
欲
求
は
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
一
文
で
あ
る
。R

eeve

は
こ
の
「
同
じ
も
の
」
を
行
為
と

解
し
、
実
践
的
真
理
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
理
り
が
真
で
あ
り
欲
求
が
正
し
い
こ
と
に
加
え
て
、
当
の
行
為
が
現
前
す
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ

た）
11
（

。
行
為
が
現
前
し
な
け
れ
ば
、
選
択
は
立
派
な
も
の
と
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、〈
真
の
担
い
手
〉
で
あ
る
立
派
な
選
択
を
〈
真
に

す
る
も
の
〉
は
行
為
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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次
に
、
な
ぜ
、〈
真
の
担
い
手
〉
で
あ
る
選
択
を
行
為
が
真
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
す
な
わ
ち
、
実
践
的
真
理
は
何
の
た
め
に
要

請
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
こ
の
考
察
の
過
程
に
お
い
て
、〈
真
に
す
る
も
の
〉
が
行
為
で
あ
る
こ
と
も
さ
ら
に
証
拠
づ
け
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
行
為
と
そ
の
構
成
要
件
に
つ
い
て
述
べ
る
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
第
二
巻
第
四
章
か
ら
以
下
の
テ
ク
ス
ト
を
参

照
し
よ
う
。

T4　

徳
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
行
為
は
、
そ
の
行
為
が
一
定
の
状
態
を
備
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
行
為
者
が
一
定
の
性
向
を
備
え
て
行
為
す
る

場
合
に
の
み
、
正
義
に
か
な
っ
た
仕
方
で
行
わ
れ
た
り
、
節
度
あ
る
仕
方
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
行
為
者
が
備
え
る
べ
き
性

向
と
は
、
第
一
に
、
知
り
な
が
ら
行
為
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
選
択
す
る
こ
と
に
基
づ
い
て
、
し
か
も
そ
れ
自
身
の
ゆ
え
に
そ
れ
を
選
択
す

る
こ
と
に
基
づ
い
て
行
為
す
る
こ
と
、
第
三
に
、
確
固
と
し
て
揺
る
ぎ
な
い
さ
ま
で
行
為
す
る
こ
と
で
あ
る
。［
…
…
］
し
か
し
、
徳
を
備
え

て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
知
っ
て
い
る
と
い
う
条
件
は
ま
っ
た
く
強
み
を
も
た
な
い
か
、
わ
ず
か
し
か
強
み
を
も
た
な
い
が
、
正
義
に
か
な
っ

た
行
為
や
節
度
あ
る
行
為
を
何
度
も
積
み
重
ね
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
と
こ
ろ
の
、
そ
れ
以
外
の
二
つ
の
条
件
は
少
な
く
な
い
と
い
う
よ
り
決

定
的
で
あ
る
。（II 4 , 1105 a28 -1105 b5

）

行
為
者
の
行
為
が
徳
あ
る
も
の
で
あ
る
た
め
の
三
つ
の
条
件
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
徳
を
備
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
第
一
の
条
件
は

そ
れ
ほ
ど
重
視
さ
れ
な
い
が
、
徳
あ
る
行
為
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
他
の
二
つ
の
条
件
は
決
定
的
な
役
割
を
果
た
す
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

T4
か
ら
は
、
本
稿
の
考
察
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
徳
あ
る
行
為
の
構
成
要
件
の
一
つ
と
し
て
選
択
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
と
、
そ
の
構
成

要
件
と
し
て
の
選
択
は
行
為
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
こ
と
の
二
点
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
或
る
行
為
X
が

徳
あ
る
行
為
で
あ
る
た
め
に
は
或
る
選
択
Y
が
必
要
で
あ
る
が
、
Y
そ
の
も
の
は
X
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
し
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か
に
、
こ
こ
に
は
行
為
と
選
択
に
つ
い
て
の
循
環
的
な
説
明
が
存
在
す
る）

11
（

。
し
か
し
、
T4
を
含
む
第
二
巻
第
四
章
は
全
体
と
し
て
、「
徳
あ
る
人
」、

「
善
き
人
」、「
優
れ
て
善
き
人
（ὁ σπουδαῖος

）」
に
な
る
こ
と
を
目
指
す
文
脈
の
う
ち
に
あ
る
た
め
（1105 a17 -19 , 1105 b9 -18

）、
T4
で
も
、
徳

あ
る
人
に
な
る
た
め
に
は
、
実
際
に
自
身
で
徳
あ
る
行
為
を
繰
り
返
し
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）

11
（

。

そ
し
て
、
徳
に
最
も
固
有
の
も
の
は
選
択
で
あ
る
た
め
（III 2 , 1111 b5 -6

）、
徳
あ
る
人
に
な
る
た
め
に
は
、
理
り
と
欲
求
か
ら
構
成
さ
れ
る
選

択
に
自
身
の
行
為
を
繰
り
返
し
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
優
れ
て
善
き
人
と
同
一
視
さ

れ
る）

11
（

思
慮
あ
る
人
に
と
っ
て
す
ら
、
そ
の
ま
っ
と
う
な
選
択
に
は
行
為
が
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
人
は
無
抑
制
な
人
と

な
っ
て
し
ま
う
と
述
べ
る
（V

II 10 , 1152 a8 -9 , 15 -17

）。
以
上
か
ら
、〈
真
の
担
い
手
〉
で
あ
る
立
派
な
選
択
を
〈
真
に
す
る
も
の
〉
が
行
為
で

あ
る
こ
と
の
十
分
な
証
拠
づ
け
が
な
さ
れ
た
。

最
後
に
、
優
れ
て
善
き
人
と
実
践
的
真
理
の
関
係
を
述
べ
る
以
下
の
テ
ク
ス
ト
を
参
照
し
よ
う
。

T5　

実
際
、
優
れ
て
善
き
人
が
個
々
の
事
柄
を
正
し
く
判
定
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
真
な
る
こ
と
が
優
れ
て
善
き
人
に
は
見
え
て

い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状
態
に
応
じ
て
、
そ
れ
に
固
有
な
も
の
が
美
し
く
ま
た
快
い
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
優
れ
て

善
き
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
真
実
を
見
る
と
い
う
点
で
は
る
か
に
秀
で
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
優
れ
て
善
き
人
は
、
あ
た
か
も
そ
う
し
た

美
し
さ
や
快
さ
を
判
定
す
る
尺
度
で
あ
り
基
準
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。（III 4 , 1113 a29 -33

）

優
れ
て
善
き
人
＝
思
慮
あ
る
人
に
は
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
真
な
る
こ
と
」
す
な
わ
ち
実
践
的
真
理
の
〈
真
の
担
い
手
〉
で
あ
る
立
派
な
選
択
が

見
え
て
い
る
（cf. V

I 11 , 1143 b13 -14

）。
た
だ
し
、
先
に
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
思
慮
あ
る
人
は
そ
の
立
派
な
選
択
に
合
致
し
た
実
際
の
行

為
を
行
う
人
で
あ
る
。
そ
し
て
、
思
慮
あ
る
人
に
お
い
て
は
〈
真
の
担
い
手
〉
で
あ
る
立
派
な
選
択
と
〈
真
に
す
る
も
の
〉
で
あ
る
行
為
が
常
に

一
致
し
て
い
る
。
両
者
が
常
に

0

0

一
致
し
て
い
な
け
れ
ば
そ
の
人
を
尺
度
や
基
準
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
最
終
的
に
思
慮
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あ
る
人
に
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
人
は
、〈
真
の
担
い
手
〉
で
あ
る
立
派
な
選
択
と
〈
真
に
す
る
も
の
〉
で
あ
る
行
為
が
常
に
一
致
し
た
、
実
践

的
真
理
の
体
現
者
と
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
本
稿
は
以
下
の
よ
う
に
結
論
す
る
。
実
践
的
真
理
と
い
う
概
念
は
、
思
慮
あ
る
人
に
な
る
と
い
う
学
び
の
観
点
か
ら
導
入

さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
思
慮
あ
る
人
に
な
る
た
め
、
ま
ず
は
思
考
の
徳
と
同
一
視
さ
れ
る
理
り
を
真
に
、
人
柄
の
徳
と
同
一
視
さ
れ
る
欲
求
を
正

し
い
も
の
と
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
理
り
と
欲
求
の
両
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
互
い
の
こ
と
を
〈
真
に
す
る
も
の
〉
と
〈
正
し
く
す

る
も
の
〉
と
し
て
必
要
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
思
慮
あ
る
人
に
な
る
た
め
に
、
こ
の
両
者
を
常
に
突
き
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を

T1
は
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
そ
の
突
き
合
わ
せ
た
結
果
と
し
て
生
じ
る
立
派
な
選
択
を
〈
真
に
す
る

も
の
〉
は
、
そ
の
人
の
そ
の
都
度
の
行
為
で
あ
る
。
立
派
な
選
択
を
他
な
ら
ぬ
自
分
の
も
の
と
す
る
た
め
、
す
な
わ
ち
そ
れ
を
真
な
る
も
の
と
す

る
た
め
、
実
際
に
行
為
す
る
こ
と
が
さ
ら
に
必
要
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、〈
真
の
担
い
手
〉
で
あ
る
立
派
な
選
択
と
〈
真
に
す
る
も
の
〉
で
あ
る

行
為
が
一
致
し
て
い
る
事
態
こ
そ
が
「
実
践
的
真
理
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
実
践
的
真
理
の
基
準
と
な
る
思
慮
あ
る
人
に
な
る
こ
と
こ
そ
、

『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
と
い
う
著
作
の
最
終
的
な
目
的
な
の
で
あ
る）

11
（

。

お
わ
り
に

A
nthony K

enny

はJonathan B
arnes

へ
の
献
呈
論
文
の
冒
頭
部
分
で
、
か
つ
てB

arnes

がK
enny

の
も
と
で
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
を

学
ん
で
い
た
と
き
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
は
実
践
的
真
理
な
ど
存
在
し
な
い
と
い
う
試
論
を
書
い
た
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る）

11
（

。
本

稿
の
考
察
は
、
こ
のB

arnes

の
見
解
と
異
な
り
、『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
の
中
核
的
概
念
と
し
て
の
実
践
的
真
理
の
布
置
を
明
ら
か
に
し
た）

11
（

。
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註

（
1
）	 cf. 

佐
藤 （2017:  58 -63

）.

（
2
）	 cf. Pakalux （2010:  145 -146

）.

（
3
）	

引
用
と
参
照
に
つ
い
て
、『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
に
関
し
て
は
巻
、
章
、
ベ
ッ
カ
ー
版
の
ペ
ー
ジ
数
を
、
そ
の
他
の
著
作
の
場
合
に
は
著
作
名
も
含
め

て
指
示
す
る
こ
と
に
し
、
訳
の
底
本
と
し
て 

Ｏ
Ｃ
Ｔ 

版
を
用
い
る
。
ま
た
、（ 

）
は
原
語
を
、［ 

］
は
筆
者
に
よ
る
補
足
な
い
し
説
明
を
示
す
。
以
下

同
様
。 

（
4
）	 B

roadie （1991:  222

） 

の
よ
う
にαὕτη
… ἡ διάνοια καὶ ἡ ἀλήθεια

を
主
語
に
、πρακτική

を
補
語
と
解
す
る
方
向
性
も
あ
る
。
本
稿
で
は
、
加
藤 （1973:  

185

） 

やIrw
in （1999:  87

） 

、
そ
し
てR

eeve （2013:  48

）
と
同
じ
く
、αὕτη

を
主
語
、ἡ διάνοια καὶ ἡ ἀλήθεια πρακτική

を
補
語
と
解
し
て
い
る
。

（
5
）	 Pakalux （2010

）, R
eeve （2013

）, O
lfert （2014

）.

（
6
）	

秋
葉 （2014:  43

）.

（
7
）	

秋
葉 （2014:  55 -56

）

（
8
）	 B

roadie （2016:  282 n4

）.

（
9
）	

以
下
の
論
述
はB

roadie （2016:  287 -294

） 

に
拠
る
。

（
10
）	 B

roadie （2016:  283 -284

） 

は
T1
が
単
な
る
命
題
（proposition

）
で
は
な
く
断
定
（assertion

）
に
つ
い
て
の
真
を
述
べ
て
い
る
と
解
す
る
た
め
こ
の

よ
う
な
言
葉
を
用
い
る
。

（
11
）	 B

roadie （2016:  296

）.

（
12
）	 B

roadie （2016:  296 -298

）.
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（
13
）	 Irw

in （1999:  239

）. 
（
14
）	 Irw

in （1999:  242 -243

）, R
eeve （2013:  155

）

（
15
）	 B

roadie （2016:  287

）. 

ま
た
、Pakaluk （2010:  151 -152

） 

もἅυτη

の
指
示
対
象
はπροαίρεσις

で
は
な
くδιάνοια

で
あ
り
、〈
真
の
担
い
手
〉
は
命

題
で
あ
る
と
解
す
る
。
し
か
し
、
彼
は
こ
の
解
釈
の
根
拠
を
示
さ
な
い
た
め
、O

lfert （2014:  215 n28

） 

に
よ
っ
て
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
16
）	 B

roadie （2016:  293

）.

（
17
）	 R

eeve （2013:  119

）. 

ま
た
、
加
藤 （1973:  411 -412 n8

） 

もR
eeve

と
同
じ
見
解
を
採
る
。

（
18
）	 A

nscom
be （1981:  77

）.

（
19
）	 cf. Pakaluk （2010:  148
）. 
ま
た
、A

nscom
be （2005

） 

に
お
い
て
も
、
彼
女
は
〈
真
に
す
る
も
の
〉
を
行
為
そ
の
も
の
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

（
20
）	 A

nscom
be （1981:  77

）. 

ま
た
、
実
践
的
知
識
（practical know

ledge

）」
ひ
い
て
は
実
践
的
真
理
に
つ
い
て
ア
ン
ス
コ
ム
が
『
イ
ン
テ
ン
シ
ョ
ン
』
で

示
す
異
な
っ
た
理
解
に
つ
い
て
は
神
崎 （2004:  208

） 

を
参
照
。

（
21
）	 B

roadie （2016:  295

）.

（
22
）	 R

eeve （2013:  119 -120

）. 

な
お
、R

eeve

自
身
は
〈
真
に
す
る
も
の
〉
を （R

φ
∧

D
φ

） ∧
φ

と
記
号
化
し
、
こ
れ
を
「
事
態
」
と
呼
ん
で
い
る
。
他

方
、B

roadie （2016:  294

） 

に
よ
れ
ば
、
ア
ン
ス
コ
ム
が
T3
で
想
定
し
て
い
た
〈
真
に
す
る
も
の
〉
は
、
世
界
に
お
け
る
事
実
や
出
来
事
で
は
な
い
、
ま

さ
に
そ
の
人
が
行
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
行
為
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
ン
ス
コ
ム
とR

eeve

の
見
解
は
異
な
っ
て
い
る
。
以
下
で
明
ら
か
に
さ

れ
る
よ
う
に
、
本
稿
は
ア
ン
ス
コ
ム
と
同
じ
く
、
行
為
を
ま
さ
に
当
人
の
行
為
と
し
て
捉
え
る
。
ま
た
、
岩
田 （1985:  65

） 

は
、
こ
の
「
同
じ
も
の
」

を
「
目
的
と
手
段
の
全
体
」
と
解
し
、
本
稿
やR

eeve

と
は
異
な
っ
た
解
釈
を
行
う
。

（
23
）	 cf. 

神
崎 （2014:  75 n2

）.

（
24
）	

実
践
的
思
考
が
行
為
を
通
し
て
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
も
の
と
し
て
、B

urnyeat （1981:  73

）
とB

roadie （1991:  225

）
を
参
照
。

（
25
）	

神
崎 （2014:  469

）.

（
26
）	 II 2 , 1103 b26 -31 . cf. 

岩
田 （1985:  55 -57

）.

（
27
）	 K

enny （2011:  277

）.
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（
28
）	

本
稿
は
二
〇
一
五
年
四
月
二
十
九
日
に
開
催
さ
れ
た
西
日
本
古
代
哲
学
会
第
十
回
大
会
（
於　

福
岡
大
学
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
）
の
発
表
「
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
Z
巻
に
お
け
る
「
実
践
的
真
理
」
に
つ
い
て
」
を
改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
の
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
松
永

雄
二
先
生
、
当
日
司
会
を
し
て
い
た
だ
い
た
新
島
龍
美
先
生
を
は
じ
め
、
参
加
者
の
皆
様
に
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。

（
九
州
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
院
・
助
教
）


