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実
際
的
な
善to 

prakton 
agathon

で
あ
る
。
そ
も
そ
も
ギ
リ
シ
ア
語

の
「
倫
理
学ethike

」
は
、「
性
格ethos

」
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。

こ
の
語
は
、
生
ま
れ
つ
き
の
気
質physis

で
は
な
く
、
後
天
的
に
、
行

為
し
選
択
す
る
な
か
で
形
成
さ
れ
る
性
格
を
意
味
す
る
。
性
格
に
関
す
る

考
察
、
つ
ま
りethike

（
倫
理
学
）
と
は
、
人
間
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う

な
行
為
が
善
い
も
の
で
、
ど
う
し
た
ら
善
い
選
択
を
通
じ
て
、
善
い
も
の

を
獲
得
で
き
る
か
を
考
察
す
る
も
の
と
言
え
る
。

　

さ
て
、
そ
の
目
的
で
あ
る
最
高
善
と
は
な
に
か
と
い
え
ば
、
だ
れ
も
が

そ
の
た
め
に
行
為
し
選
択
す
る
幸
福eudaim

onia

で
あ
る
と
さ
れ
る
。

富
や
名
誉
は
幸
福
の
た
め
に
求
め
ら
れ
る
が
、
幸
福
は
ほ
か
の
も
の
の
た

め
に
追
求
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
（
一
巻
七
章1097a39-

b5

）。
す
な
わ
ち
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
学
は
、
幸
不
幸
と
密
接
な
関

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』（1
）の
冒
頭
で
、「
ど
の
術

techne

も
、
ど
の
方
法m

ethodos

も
、
ど
の
行
為praksis

も
、
ど
の

選
択proairesis

も
、
あ
る
ひ
と
つ
の
善
い
も
のagathon
を
目
指
し
て

い
る
よ
う
に
み
え
る
。
善
い
も
の
と
は
、
す
べ
て
が
目
指
す
も
の
と
言
わ

れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
」（1094a1-3

）
と
し
て
、
善
い
も
の
と
は
な
に
か

の
探
求
に
と
り
か
か
る
。
そ
れ
も
、
な
に
か
別
の
善
い
も
の
の
た
め
に
目

指
さ
れ
る
善
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
の
た
め
に
目
指
さ
れ
る
最
高
善
と
は

な
に
か
の
考
察
で
あ
る
（1094a20-22

）。
こ
の
善
に
関
す
る
知
識epis-

tem
e

は
、
政
治
術politike

で
あ
る
と
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
彼
の

考
え
る
探
求
が
実
践
哲
学
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
問
題
に
さ
れ

る
善
と
は
、
人
間
に
無
関
係
だ
っ
た
り
到
達
不
可
能
な
次
元
に
あ
っ
た
り

す
る
も
の
で
は
な
く
、
人
間
的
な
善to anthropinon agathon

で
あ
り
、

特
集
　
善
悪
を
め
ぐ
る
対
話
と
省
察

善
悪
の
認
識
　
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
倫
理
学
」
と
ニ
ー
チ
ェ
の
悲
劇
論

古
澤
ゆ
う
子
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れ
る
。「
甘
い
も
の
は
快
で
あ
る
」
と
い
う
普
遍
的
大
前
提
と
、「
い
ま
目

に
し
て
い
る
も
の
は
甘
い
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
具
象
的
小
前
提
が
あ
れ

ば
、
手
を
伸
ば
し
て
食
べ
る
と
い
う
行
為
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
甘
い
も
の
を
食
べ
す
ぎ
る
と
メ
タ
ボ
に
な
る
、
と
い
う
よ

う
な
、
も
う
ひ
と
つ
の
大
前
提
が
あ
る
場
合
、
目
の
前
の
も
の
は
健
康
に

良
く
な
い
と
い
う
悪
と
し
て
分
別logism

os

さ
れ
、
食
べ
な
い
と
い
う

行
為
の
選
択
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
快
を
求
め
る

食
べ
た
い
と
い
う
欲
望epithym

ia

に
引
き
ず
ら
れ
て
分
別
が
、
ふ
た
つ

の
普
遍
的
前
提
の
う
ち
「
甘
い
も
の
は
快
で
あ
る
」
に
傾
く
場
合
が
あ
る
。

一
時
的
な
快
よ
り
長
期
的
な
健
康
の
方
が
、
よ
り
大
き
い
快
で
あ
る
と
い

う
、
さ
ら
に
あ
る
も
う
ひ
と
つ
の
普
遍
的
見
解
に
よ
る
選
択
が
働
か
な
い

無
抑
制akrasia

の
状
態
で
あ
る
。
動
物
に
は
普
遍
的
見
解
が
な
く
個
別

的
具
象
的
見
解
に
よ
っ
て
の
み
行
為
す
る
。
し
か
し
、
人
間
に
お
い
て
無

抑
制
に
よ
っ
て
行
為
が
な
さ
れ
る
の
は
、
知
が
き
ち
ん
と
は
た
ら
か
な
い

無
知
の
状
態
で
あ
る
（1147b8

）。
つ
ま
り
知
る
と
い
う
本
来
の
正
し
い

意
味
で
知
り
な
が
ら
悪
＝
不
幸
を
選
ぶ
も
の
は
い
な
い
と
結
論
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
知
の
形
態
の
分
類
に
お
い
て
、
ロ
ゴ
ス
的
分
別
は
、
あ
る
大

前
提
と
あ
る
小
前
提
か
ら
は
、
こ
う
し
た
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
と
い
う
、

三
段
論
法
の
論
理
的
プ
ロ
セ
ス
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
複
数
の
前
提
の

ど
れ
と
ど
れ
を
選
択
す
べ
き
か
、
ど
の
欲
望
を
抑
制
す
べ
き
か
の
判
断
に

は
関
わ
ら
な
い
。
こ
の
判
断
は
別
の
知
、
フ
ロ
ネ
シ
スphronesis

の
役

係
を
持
つ
。
人
間
に
と
っ
て
の
幸
が
善
で
あ
る
と
の
前
提
か
ら
出
発
し
て

い
る
た
め
、「
倫
理
的
で
な
い
幸
福
」
や
「
不
幸
で
あ
っ
て
も
倫
理
的
」

と
い
っ
た
矛
盾
は
、
ま
ず
お
こ
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
倫
理
的

な
幸
福
を
求
め
不
幸
を
避
け
る
た
め
に
は
、
幸
福
と
は
何
で
あ
る
か
を
知

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
作
業
は
そ
れ
ほ
ど
、
簡
単
で
は

な
い
。
そ
こ
で
、「
最
高
善
が
幸
福
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
だ
れ
も

が
賛
成
す
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
も
っ
と
明

確
に
」
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
（1097b22

）。

　

七
巻
二
章
、
三
章
で
は
、「
知
り
な
が
ら
悪
を
な
す
も
の
は
い
な
い
」

と
い
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
論
が
詮
議
さ
れ
る
。
こ
の
箇
所
は
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
に
よ
る
プ
ラ
ト
ン
批
判
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
う
で
は

な
か
ろ
う
。
こ
こ
で
こ
の
論
は
、
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
は
否
定
さ
れ
る

と
し
て
も
、「
す
ぐ
れ
た
意
味
に
お
け
る
認
識epistem

e

に
反
し
て
行
為

す
る
者
は
い
な
い
」
と
い
う
、
厳
密
な
意
味
で
肯
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る（
2
）。「
知
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
が
、
厳
密
に
分
析
さ
れ
、
種
々
の

場
合
が
考
察
さ
れ
る
が
、
善
悪
を
区
別
す
る
認
識
は
、
対
象
が
普
遍
的
抽

象
的
な
も
の
で
あ
れ
ば
論
理
的
認
識
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
、
対
象
が
個

別
的
具
象
的
な
も
の
で
あ
れ
ば
行
為
目
的
に
か
か
わ
る
認
識
に
よ
っ
て
、

結
論
が
直
接
行
為
に
移
行
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
実
践
的
三
段
論
法

の
よ
う
に
お
こ
な
わ
れ
る
わ
け
で
、
普
遍
的
見
解doxa

で
あ
る
大
前
提

と
、
個
別
的
な
も
の
に
か
か
わ
る
見
解
が
結
び
あ
わ
さ
れ
て
結
論
が
生
ま
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が
、
後
者
の
概
念
的
表
象
形
式
は
論
証
の
明
確
性
に
よ
っ
て
認
識
す
る
者

に
能
動
的
同
意
を
引
き
起
こ
す
概
念noem

ata

で
あ
り
、
単
な
る
直
覚

phantasm
ata

と
は
異
な
る
と
し
た
。
受
動
的
受
容
的
な
観
念
（
直
観

A
nschauung

）
と
、
能
動
的
自
発
的
思
考D

enken

の
区
別
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る（

4
）。

　

こ
こ
で
表
象
の
一
種
と
さ
れ
て
い
る
「
思
考
」
は
、
近
代
啓
蒙
主
義
の

「
概
念
」
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
啓
蒙
主
義
に
お
い
て
も
、
表
象
に

お
け
る
、
混
濁
状
態
か
ら
明
確
な
意
識
へ
の
プ
ロ
セ
ス
、
つ
ま
り
感
覚
の

暗
闇
か
ら
概
念
の
明
確
性
へ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
表
象
の
次
元
で
お
こ
な
わ

れ
る
と
さ
れ
て
き
た
が
、
不
明
確
で
混
濁
し
た
表
象
と
明
晰
明
確
な
表
象

の
違
い
が
、
意
識
的bew

usst

と
無
意
識
的unbew

usst

の
違
い
と
い

う
述
語
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、（
む
ろ
ん
フ
ロ
イ
ト
の

無
意
識
と
は
別
な
意
味
で
は
あ
っ
た
も
の
の
）「
意
識
」
が
、
ふ
た
つ
の

表
象
の
う
ち
の
明
確
な
方
の
表
象
の
名
称
で
あ
っ
た
こ
と
が
忘
れ
去
ら
れ

て
し
ま
っ
た
。

　

複
数
の
対
象
物
に
共
有
さ
れ
る
概
念
は
、
観
念
と
は
異
な
り
抽
象
的
で

あ
り
、
個
別
対
象
に
忠
実
な
観
念
に
比
し
て
内
容
が
細
る
の
で
、
概
念
が

一
般
的
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
つ
ま
り
抽
象
化
の
度
合
い
が
進
め
ば
進
む

ほ
ど
、
含
意
す
る
も
の
が
減
少
す
る
。
こ
の
よ
う
に
概
念
と
観
念
を
区
別

し
て
は
い
る
も
の
の
、
カ
ン
ト
は
二
つ
の
認
識
形
式
を
と
も
に
表
象
の
能

力
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

割
で
あ
る
。「
フ
ロ
ネ
シ
ス
を
持
つ
者
」
が
自
発
的
に
悪
を
行
う
こ
と
は

不
可
能
と
い
う
、
分
別logism

os

と
は
異
な
る
知
の
形
態
で
あ
る
。
フ

ロ
ネ
シ
ス
（
知
慮
・
賢
慮
）
と
は
、
物
事
の
善
悪
、
真
偽
を
見
分
け
る
知

で
あ
り
、
現
実
の
行
為
に
関
わ
る
。
学
問
的
知
恵
（
ソ
フ
ィ
アsophia

）

と
異
な
る
実
践
的
認
識
で
あ
る
。
ソ
フ
ィ
ア
が
、
一
般
的
な
知
識
に
関
わ

る
と
す
れ
ば
、
フ
ロ
ネ
シ
ス
は
個
別
事
象
に
関
す
る
知
恵
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
（『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
六
巻
七
章1141a13

）。

　

フ
ロ
ネ
シ
ス
に
つ
い
て
は
『
フ
ロ
ネ
シ
ス　

精
神
科
学
の
徳
』
の
タ
イ

ト
ル
を
持
つ
論
集
の
な
か
で
、
Ａ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
「
フ
ロ
ネ
シ
ス　

別

種
の
認
識
」
に
お
い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
認
識
論
と
近
代
啓
蒙
思
想
、

さ
ら
に
は
啓
蒙
主
義
批
判
に
お
け
る
種
々
の
認
識
形
態
を
比
較
考
察
し
て

い
る（

3
）。

　

善
悪
や
真
偽
を
判
別
す
る
認
識
に
関
し
て
、
近
代
の
初
頭
、
デ
カ
ル
ト

は
、
感
覚
や
伝
統
や
慣
習
を
排
除
し
た
混
じ
り
け
の
な
い
理
性
を
も
っ
て
、

確
実
な
知
識
た
る
真
理
を
探
究
す
る
方
法
を
求
め
『
方
法
序
説
』
を
著
し

た
。「
我
思
う
、
ゆ
え
に
我
あ
り
」
と
、
自
己
の
実
在
の
原
理
を
基
盤
に

し
た
デ
カ
ル
ト
の
合
理
主
義
は
、
認
識
論
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
と
さ

れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
認
識
が
確
実
で
あ
る
こ
と
の
論
証
を
表
象
の
明
確

性
に
求
め
る
合
理
的
思
考
の
尊
重
優
先
は
、
実
は
ギ
リ
シ
ア
古
代
の
ス
ト

ア
派
に
も
見
ら
れ
る
と
い
う
。
彼
ら
は
、
表
象
を
自
然
表
象
的
形
式
と
概

念
表
象
的
形
式
に
区
分
し
て
、
前
者
は
印
象typos

を
作
り
出
す
の
み
だ
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さ
れ
る
印
象
が
対
象
の
全
体
を
伝
え
る
の
に
対
し
、
明
晰
明
確
な
「
合

理
」
思
考
は
、
ま
ず
関
連
づ
け
た
り
分
割
し
た
り
拡
大
縮
小
や
類
比
と
い

っ
た
作
業
を
し
た
う
え
で
現
実
化
さ
れ
安
定
化
さ
れ
る
の
で
、
知
覚
さ
れ

た
対
象
物
か
ら
失
わ
れ
る
も
の
も
多
い
と
、
啓
蒙
主
義
が
批
判
さ
れ
る
。

特
に
芸
術
作
品
の
受
容
に
お
い
て
、
理
性
に
こ
だ
わ
り
、
感
覚
で
捉
え
た

も
の
が
こ
ぼ
れ
落
ち
る
ま
ま
、
概
念
に
依
存
し
た
「
真
理
」
探
求
に
専
念

す
る
と
、
批
判
さ
れ
る（

6
）。

　

こ
う
し
た
啓
蒙
的
抽
象
化
や
概
念
化
と
は
逆
方
向
に
向
か
う
対
象
の
全

的
受
容
の
可
能
性
を
、
ニ
ー
チ
ェ
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
の
中
に

み
た
。
彼
は
、
人
間
の
知
が
そ
も
そ
も
神
や
自
然
へ
の
反
逆
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
き
た
と
言
う
。
し
か
し
な
が
ら
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
に

お
い
て
和
解
が
生
ず
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
魔
力
の
も
と
で
は
、
人
と
人
と
が
再
び
結
ば
れ

る
の
み
な
ら
ず
、
疎
外
さ
れ
敵
視
さ
れ
圧
政
に
服
し
て
き
た
自
然
も
、

放
蕩
息
子
の
人
間
と
、
ふ
た
た
び
和
解
の
祝
宴
を
は
る
。
大
地
は
自
分

か
ら
贈
り
物
を
提
供
し
、
岩
山
や
砂
漠
の
獣
も
仲
間
の
よ
う
に
や
っ
て

く
る
。（『
悲
劇
の
誕
生
』
一
章
）（7
）

こ
れ
は
、
旧
約
聖
書
の
失
楽
園
や
、
ギ
リ
シ
ア
の
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
神
話
で

語
ら
れ
る
人
間
の
裏
切
り
が
、
解
消
さ
れ
る
光
景
で
あ
る
。

　

古
代
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
れ
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
認
識
を
表
象

の
う
ち
の
ひ
と
つ
の
形
式
と
み
な
す
ス
ト
ア
派
的
試
み
を
批
判
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
彼
の
認
識
論
が
近
代
啓
蒙
主
義
と
異
な
る
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
る
。
ま
た
彼
は
、
思
考
を
明
確
な
理
性
に
限
定
す
る
こ
と
を
批
判

す
る
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
推
し
進
め
て
表
象
に
真
偽
判
断
能
力
な
し
と

す
る（

5
）。こ
れ
は
、『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
の
フ
ロ
ネ
シ
ス
考
察
に
み
ら

れ
る
よ
う
な
、
認
識
分
析
が
お
こ
な
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ

う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
表
象
に
は
実
在
事
物
経
験
が
不
可
能
で
あ
る

と
す
る
の
は
、
表
象
が
現
実
と
関
わ
ら
な
い
、
な
ん
ら
か
の
認
識
形
態
で

あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
は
な
い
。
表
象
の
役
目
は
、
自
分
自
身
で
認
識
を

獲
得
す
る
の
で
は
な
く
知
覚
が
獲
得
し
た
認
識
を
現
在
化
さ
せ
、
思
考
が

生
み
出
す
他
の
も
の
と
結
ぶ
こ
と
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

我
々
は
世
界
を
表
象
す
る
こ
と
で
認
識
す
る
よ
う
に
考
え
て
い
る
が
、
そ

の
よ
う
に
み
え
る
だ
け
で
あ
る
。
認
識
内
容
を
表
象
内
容
で
あ
る
か
の
よ

う
に
と
ら
え
て
い
る
が
、
本
来
な
ら
両
者
は
厳
密
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
た
と
え
ば
、
色
を
表
象
す
る
と
は
、
感
覚
が
色
を
感
覚
し
た
と
き

の
み
で
、
表
象
自
体
は
、
感
覚
が
認
識
し
区
別
し
た
も
の
を
現
在
化
す
る

の
で
あ
っ
て
、
表
象
そ
の
も
の
が
色
を
認
識
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

デ
カ
ル
ト
以
来
（
と
い
っ
て
も
実
は
古
代
の
ス
ト
ア
派
に
も
類
似
の
考

え
方
は
あ
っ
た
の
だ
が
）
の
合
理
主
義
を
批
判
す
る
反
啓
蒙
思
想
に
お
い

て
は
、
デ
カ
ル
ト
が
排
除
し
た
感
覚
や
因
習
（
経
験
）
に
よ
っ
て
も
た
ら
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空
を
飛
ぶ
道
具
を
考
案
す
る
、
文
明
の
営
み
で
あ
る
。

　

実
を
食
し
た
後
の
イ
ヴ
に
産
み
の
苦
し
み
が
与
え
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
、
子
を
産
む
こ
と
が
エ
デ
ン
の
外
で
始
ま
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
子
供
の
誕
生
は
、
親
に
よ
る
疑
似
創
造
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
も
あ

り
、
人
間
は
神
の
創
造
世
界
を
二
次
的
に
創
造
し
直
す
と
と
も
に
、
子
を

産
ん
で
種
族
を
創
り
出
す
こ
と
に
も
な
っ
た
。
し
か
し
同
時
に
、
子
孫
を

な
し
た
親
は
「
土
に
返
る
」
死
の
運
命
に
従
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
知

識
の
実
を
食
し
て
、
す
ぐ
死
ぬ
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、「
決
し
て
死
ぬ
こ

と
は
な
い
」
と
の
蛇
の
こ
と
ば
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
神
は
「
善
悪
を
知

る
者
と
な
っ
た
」
人
が
「
命
の
木
か
ら
も
取
っ
て
食
べ
、
永
遠
に
生
き
る

者
と
な
る
」
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
エ
デ
ン
の
園
を
閉
鎖
し
た
か
ら
で
あ

る
（
創
世
記
三
章
二
二
〜
二
四
節
）。
す
な
わ
ち
善
悪
を
知
る
知
恵
は
、

死
と
い
う
代
償
を
払
っ
て
手
に
入
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
う
し
た
人
間
の
営
み
を
可
能
に
す
る
知
恵
を
、
ニ
ー
チ
ェ
は
『
悲
劇

の
誕
生
』
九
章
で
、
自
然
ま
た
は
神
へ
の
反
逆
と
関
連
づ
け
る
（GdT

, 

55-60

）。
神
話
的
思
考
に
よ
れ
ば
、

　

人
が
所
有
し
う
る
最
良
最
高
の
も
の
は
、
不
敬
な
罪
に
よ
っ
て
獲
得

し
た
が
ゆ
え
に
、
人
類
は
そ
の
罪
の
結
果
と
し
て
、
侮
辱
に
怒
っ
た
天

上
の
神
々
が
送
る
、
多
く
の
苦
悩
や
災
い
を
引
き
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

（GdT
, 59 

）

　

旧
約
聖
書
創
世
記
は
、
最
初
の
人
間
が
、「
善
悪
の
知
識
の
木
」
の
実

を
食
し
て
、
楽
園
か
ら
追
放
さ
れ
た
と
語
る
。
神
は
「
園
の
す
べ
て
の
木

か
ら
取
っ
て
食
べ
な
さ
い
。
た
だ
し
、
善
悪
の
知
識
の
木
か
ら
は
、
決
し

て
食
べ
て
は
な
ら
な
い
。
食
べ
る
と
必
ず
死
ん
で
し
ま
う
」
と
教
え
た
。

し
か
し
、
神
が
人
に
添
わ
せ
た
最
初
の
女
に
向
か
い
、
神
の
創
造
物
の
な

か
で
「
最
も
賢
い
」
蛇
が
言
っ
た
。「
決
し
て
死
ぬ
こ
と
は
な
い
。
そ
れ

を
食
べ
る
と
目
が
開
け
、
神
の
よ
う
に
善
悪
を
知
る
も
の
と
な
る
こ
と
を

神
は
ご
存
じ
な
の
だ
」。
そ
こ
で
女
は
取
っ
て
食
べ
、
女
か
ら
渡
さ
れ
た

男
も
食
べ
た
。
そ
の
結
果
、
目
が
開
け
、
裸
へ
の
羞
恥
を
お
ぼ
え
イ
チ
ジ

ク
の
葉
で
隠
し
、
神
へ
の
恐
怖
に
お
び
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
言
い
つ
け

に
そ
む
い
た
人
と
蛇
に
向
か
い
、
神
は
イ
ヴ
に
産
み
の
苦
し
み
、
ア
ダ
ム

に
地
を
耕
す
労
苦
を
宣
告
し
て
、
楽
園
の
外
へ
と
追
放
し
た
。
し
か
し
な

が
ら
獣
の
皮
の
衣
服
を
与
え
る
配
慮
を
示
し
、
人
類
を
滅
ぼ
す
こ
と
は
な

い
（
創
世
記
二
章
一
六
節
〜
三
章
二
四
節
。
引
用
は
新
共
同
訳
『
聖
書
』

か
ら
）。

　

こ
れ
は
、
人
間
の
文
化
の
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
る
。
人
は
自
然
の
ま
ま

の
姿
に
留
ま
る
こ
と
な
く
衣
服
を
ま
と
う
。
野
生
の
植
物
を
食
す
る
こ
と

に
満
足
せ
ず
、
農
耕
に
よ
り
食
料
を
生
産
し
、
大
地
の
鉱
物
を
金
属
へ
と

精
錬
し
て
道
具
を
つ
く
る
。
楽
園
の
生
活
と
は
異
な
り
労
苦
を
伴
う
が
、

自
然
を
自
分
の
欲
求
に
即
し
て
作
り
変
え
、
エ
ラ
も
ヒ
レ
も
持
た
な
い
も

の
と
し
て
創
造
さ
れ
た
の
に
水
を
渡
り
潜
る
船
を
作
り
、
翼
も
な
い
の
に
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に
、
冗
談
か
本
気
か
わ
か
ら
ず
、
多
く
の
反
論
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
女
性

的
特
性
へ
の
偏
見
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
セ
ム
系
神
話
で
男
性
ア
ダ
ム
や
、

こ
れ
も
男
性
系
と
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
蛇
の
果
た
し
た
役
割
が
見
逃
さ
れ
、

ア
ー
リ
ア
系
神
話
で
、
災
い
を
も
た
ら
し
た
と
語
ら
れ
る
最
初
の
女
パ
ン

ド
ー
ラ
へ
の
言
及
も
な
い
。
と
い
っ
て
も
、
こ
う
し
た
反
論
は
、
こ
の
半

分
冗
談
か
と
も
思
わ
れ
る
こ
の
箇
所
で
、
さ
し
て
重
要
と
も
思
わ
れ
な
い
。

ニ
ー
チ
ェ
が
こ
こ
で
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
セ
ム
系
と
ア
ー
リ

ア
系
に
お
け
る
男
女
の
差
、
も
し
く
は
ど
の
民
族
に
も
見
ら
れ
る
そ
も
そ

も
の
男
女
の
差
で
は
な
く
、「
個
が
普
遍
に
入
り
込
も
う
と
す
る
英
雄
的

衝
動
」
で
あ
ろ
う
。
彼
が
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
の
行
動
に
見
る
の
は
「
個
別
の

呪
縛
を
乗
り
越
え
て
、
ひ
と
つ
の
世
界
存
在
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
す
る

試
み
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
神
話
の
英
雄
は
「
事
物
に
隠
さ
れ
た
根

源
的
矛
盾
に
突
き
当
た
り
悩
む
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
人
間
に
許
さ
れ
た

人
間
世
界
に
い
る
か
ぎ
り
個
は
個
と
し
て
安
住
し
て
い
ら
れ
る
が
、
神
々

の
世
界
に
入
り
込
も
う
と
す
る
と
他
の
個
に
併
存
す
る
個
と
し
て
個
別
化

に
苦
し
む
こ
と
に
な
る
。
自
然
は
も
は
や
彼
に
調
和
す
る
も
の
で
は
な
く
、

彼
は
大
地
を
傷
つ
け
作
物
を
得
よ
う
と
努
め
、
獣
を
狩
り
家
畜
を
飼
っ
て

食
肉
や
衣
服
に
利
用
し
よ
う
と
考
え
る
。
知
恵
の
実
を
食
し
た
ア
ダ
ム
が
、

神
に
「
お
前
の
ゆ
え
に
、
土
は
呪
わ
れ
る
も
の
と
な
っ
た
」（
創
世
記
三

章
一
七
節
）
と
言
わ
れ
る
状
態
で
あ
る
。

　

自
然
へ
の
反
逆
ゆ
え
の
苦
し
み
は
、
自
然
と
対
立
す
る
知
恵
に
よ
る
も

と
い
う
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
世
界
の
文
化
起
源
神
話
に
は
、
神
々
の

独
占
物
で
あ
っ
た
火
や
、
食
物
や
技
術
が
も
た
ら
さ
れ
て
人
間
が
恩
恵
を

受
け
る
物
語
が
多
く
あ
る
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
貢
献
の
あ
っ

た
文
化
英
雄
は
大
変
な
苦
難
の
末
に
成
功
す
る
、
あ
る
い
は
そ
の
後
に
む

ご
い
罰
を
受
け
る
と
さ
れ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
、
こ
れ
を
人
類
の
「
最
初
の

哲
学
的
問
題
」
と
み
な
し
、「
神
と
人
の
関
係
の
解
き
が
た
い
矛
盾
」
が

「
す
べ
て
の
文
化
の
戸
口
に
岩
の
塊
の
よ
う
に
す
え
ら
れ
る
」
と
言
う
。

ど
の
民
族
に
お
い
て
も
、
人
間
の
文
化
の
は
じ
ま
り
を
、
自
然
や
神
々
へ

の
裏
切
り
や
冒
瀆
や
罪
と
み
な
し
て
呵
責
を
感
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

と
い
う
の
で
あ
る
。

　

奇
妙
に
も
、
ニ
ー
チ
ェ
は
こ
こ
で
、
セ
ム
系
神
話
と
ア
ー
リ
ア
系
神
話

に
相
違
を
見
る
。
セ
ム
系
の
堕
罪
神
話
に
お
い
て
は
、「
好
奇
心
や
、
噓

の
み
せ
か
け
や
、
誘
惑
さ
れ
や
す
さ
や
、
好
色
と
い
っ
た
、
要
す
る
に
主

に
女
性
的
な
感
情
が
、
災
い
の
原
因
と
さ
れ
て
い
る
」
が
、
ア
ー
リ
ア
系

は
、「
能
動
的
な
罪
を
本
来
の
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
的
徳
と
す
る
高
貴
な
見
方
」

を
す
る
と
い
う
。
そ
こ
で
ア
ー
リ
ア
人
は
「
冒
瀆Frevel

」
を
男
性
、

「
罪Sünde

」
を
女
性
と
理
解
し
、「
最
初
の
冒
瀆
は
男
が
、
最
初
の
罪
は

女
が
な
し
た
」
と
す
る
。「
冒
瀆
」
が
男
性
名
詞
、「
罪
」
が
女
性
名
詞
と

い
う
、
論
拠
と
も
い
え
な
い
不
明
確
な
理
由
を
持
ち
込
ん
だ
こ
の
記
述
は
、

す
ぐ
あ
と
に
あ
げ
ら
れ
る
ゲ
ー
テ
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
か
ら
の
引
用
と
と
も
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世
界
を
破
壊
し
た
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
は
罪
人
で
は
な
く
、
彼
自
身
は
苦
悩
の

う
ち
に
解
体
さ
れ
破
滅
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
彼
の
行
為
に
よ
っ
て
新
し

い
世
界
、
よ
り
高
い
世
界
が
で
き
あ
が
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
像
は
、
神
罰
を
受
け
よ
う
と
も
知
恵
に
よ
る
創
造

を
止
め
な
い
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
と
対
比
さ
れ
る
。

　

こ
の
巨
人
族
の
芸
術
家
は
、
人
間
を
創
造
し
オ
リ
ュ
ン
ポ
ス
神
族
を

少
な
く
と
も
滅
ぼ
せ
る
と
い
う
反
抗
的
信
条
を
も
つ
。
そ
れ
も
彼
の
よ

り
高
い
知
恵
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
永
遠
に
続
く
苦
し
み
で
罰

せ
ら
れ
る
が
、
永
遠
の
苦
悩
で
さ
え
も
代
償
と
し
て
軽
い
ほ
ど
偉
大
な

天
才
の
す
ば
ら
し
い
能
力
、
芸
術
家
の
苦
い
誇
り
。
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
の

オ
イ
デ
ィ
プ
ス
が
、
聖
者
の
勝
利
の
歌（

9
）で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
が

ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
詩
作
の
内
容
と
心
で
あ
る
。（GdT

, 56 

）

　

こ
れ
が
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
悲
劇
の
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
で
あ
る
と
さ
れ
る

が（
10
）、
こ
の
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
と
同
じ
く
、「
観
照
的
」
ア
ー
リ
ア
人
は
、

人
間
の
不
幸
を
、
人
間
が
確
信
を
も
っ
て
お
こ
な
っ
た
神
々
へ
の
冒
瀆
に

よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
苦
悩
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
個
が
普
遍
に
入
り
込

も
う
と
す
る
英
雄
的
衝
動
」
の
結
果
で
あ
る
と
し
て
、
是
認
す
る
と
い
う

の
で
あ
る
。

　

人
間
の
文
化
の
始
ま
り
を
、
神
を
冒
瀆
す
る
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
の
知
恵
と

の
で
、
そ
れ
は
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
悲
劇
に
登
場
す
る
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
苦
悩

で
も
あ
る
と
、
ニ
ー
チ
ェ
は
考
え
る
。

　

こ
の
知
恵
は
、
あ
の
恐
ろ
し
い
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
三
重
の
運
命
に
お

い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
考
え
る
。
彼
は
、
自
然
の
謎
、
あ
の
二
重
存

在
の
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
謎
を
解
き
、
父
の
殺
害
者
、
母
の
夫
と
し
て
、

聖
な
る
自
然
秩
序
を
破
壊
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
、
神
話
が

我
々
に
囁
こ
う
と
す
る
の
は
、
知
恵
が
、
ま
さ
に
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的

知
恵
が
反
自
然
的
悪
逆
で
あ
り
、
知
に
よ
っ
て
自
然
を
奈
落
に
突
き
落

と
し
た
も
の
は
、
自
分
自
身
の
身
に
お
い
て
も
自
然
解
体
を
経
験
す
る

こ
と
に
な
る
。「
知
恵
の
切
っ
先
は
知
恵
者
に
向
け
ら
れ
る
。
知
恵
は

自
然
に
対
す
る
犯
罪
で
あ
る
」
と
い
っ
た
恐
ろ
し
い
こ
と
ば
で
神
話
は

我
々
に
呼
び
か
け
る
の
だ
。（GdT

, 55-56

）

　

し
か
し
な
が
ら
こ
の
知
恵
は
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
知
恵
で
あ
り
、
オ

イ
デ
ィ
プ
ス
も
高
貴
な
人
間
と
し
て
描
か
れ
る
と
、
ニ
ー
チ
ェ
は
考
え
る
。

「
高
貴
な
人
間
は
罪
を
犯
さ
な
い
〔
…
…
〕
彼
の
行
為
の
せ
い
で
、
あ
ら

ゆ
る
法
則
や
あ
ら
ゆ
る
自
然
秩
序
、
そ
し
て
倫
理
的
世
界
ま
で
破
壊
さ
れ

る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
ま
さ
に
こ
の
行
為
に
よ
っ
て
、
転
覆
し
た
旧
世
界

の
廃
墟
の
上
に
新
し
い
世
界
が
建
立
し
、
よ
り
高
い
魔
法
環
が
で
き
る
」

と
い
う（

8
）。
つ
ま
り
、
自
然
的
秩
序
あ
ら
ゆ
る
法
則
、
さ
て
は
ま
た
倫
理
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ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
陶
酔
の
直
観
を
重
視
し
て
い
る
と
見
え
る
が
、
悲
劇
の

誕
生
に
は
ア
ポ
ロ
ン
的
な
も
の
が
不
可
欠
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
夢
に
あ
ら

わ
れ
る
よ
う
な
芸
術
家
の
直
観
で
あ
る
。
こ
の
「
直
観
」
は
、
生
ま
れ
な

が
ら
に
そ
な
わ
る
直
感
と
は
異
な
り
、
長
年
正
し
く
積
み
上
げ
ら
れ
た
実

践
的
経
験
に
よ
り
構
築
さ
れ
る
知
識
で
あ
り
、
知
恵
と
い
う
意
味
で
ア
ポ

ロ
ン
的
な
も
の
で
あ
る
。

　

デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
、
ア
ポ
ロ
ン
的
と
名
付
け
ら
れ
た
こ
の
二
種
類
の

う
ち
第
二
の
「
直
観
」
は
、
前
述
の
通
り
制
御
不
能
の
偶
有
性
を
持
つ
知

性
ヌ
ー
ス
が
協
働
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
フ
ロ
ネ
シ
ス
と
類
似
関
係
に

あ
る
か
と
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
直
観
の
と
ら
え
方
と
種
別
と
い
う

面
で
相
違
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　

直
観Intuition

と
は
通
常
（
い
ず
れ
に
せ
よ
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ

ス（
11
）以
来
）、
論
考
や
省
察
を
通
さ
ず
得
ら
れ
る
、
も
の
の
全
体
経
験
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
あ
そ
こ
に
い
る
の
は
人
だ
」
と
い
っ

た
単
純
な
見
方
か
ら
、
人
物
の
行
動
や
性
格
に
対
す
る
素
早
い
判
断
、
芸

術
作
品
の
美
に
関
す
る
鑑
賞
判
断
な
ど
の
全
体
経
験
に
ま
で
用
い
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
直
観
は
、
寒
暖
軽
重
の
区
別
や
色
別
で
終
わ
ら
ず
、
判
断
を

と
も
な
う
も
の
で
あ
る
。「
あ
そ
こ
に
見
え
る
人
影
は
、
小
さ
い
か
ら
子

供
だ
」「
道
路
の
向
か
い
側
に
あ
る
赤
色
は
、
赤
信
号
だ
」
と
い
っ
た
、

知
性
に
よ
る
判
断
で
あ
る
。

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
偶
有
性
を
伴
う
判
断
で
あ
る
「
直

自
然
を
解
体
す
る
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
＝
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
知
恵
に
関
連
さ

せ
る
ニ
ー
チ
ェ
が
、
ア
ポ
ロ
ン
的
な
も
の
と
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の

を
論
ず
る
と
き
、
そ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
認
識
プ
ロ

セ
ス
を
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
な
ら
っ
て
、
三
段
階
に
考
え
て
い
る

と
み
え
る
。
第
一
段
階
は
感
覚
か
ら
受
容
す
る
に
す
ぎ
な
い
種
々
の
印
象

で
、
な
ん
の
対
象
も
区
別
で
き
な
い
、
ぼ
ん
や
り
濁
っ
た
か
た
ち
の
な
い

も
の
で
あ
る
。
こ
の
感
受Em

pfindung

は
、
空
間
と
時
間
と
因
果
関
係

を
通
じ
て
、
か
た
ち
を
な
し
て
一
つ
の
対
象
と
な
る
。
こ
の
過
程
は
、
人

が
無
意
識
に
で
は
あ
っ
て
も
「
考
え
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
な
し
と
げ
ら
れ

る
。
感
覚
に
感
受
さ
れ
た
も
の
が
、
こ
う
し
た
形
状
化
を
経
る
こ
と
に
よ

り
、
は
じ
め
て
対
象
は
明
確
な
姿
を
現
わ
し
、
抽
象
や
結
合
や
分
離
と
い

っ
た
思
考
作
業
が
可
能
と
な
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
、
第
一
段
階
の
感
覚
的
感

受
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
い
て
は
「
意
志
」
に
よ
る
感
受
を
、
デ

ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
と
す
る
。
こ
れ
に
対
峙
す
る
ア
ポ
ロ
ン
的
な
も

の
は
、
ま
だ
合
理
的rational

思
考
で
は
な
く
、
第
二
段
階
の
形
状
化
で

あ
る
。
と
い
う
の
も
ア
ポ
ロ
ン
的
な
も
の
と
は
、
明
ら
か
に
審
美
的
（
感

覚
的
＝
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
的ästhetisch

）
な
も
の
の
一
部
で
あ
る
。
こ

う
し
た
思
考
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
は
、
感
覚
の
受
容
し
た
情
報
を
、
ひ
と

つ
の
対
象
に
形
状
化
す
る
思
考
の
は
た
ら
き
の
う
ち
、
第
一
第
二
段
階
が

直
観Intuition

と
さ
れ
、
ふ
た
つ
の
直
観
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ニ
ー
チ
ェ
は
『
悲
劇
の
誕
生
』
で
、
対
象
か
ら
直
接
受
け
取
る
音
楽
的
デ
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し
て
受
け
入
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
印
象
が
明
確
な
知
覚
（W

ahrneh-

m
ung

）
に
移
行
し
、
対
象
の
観
念
（A

nschauung

）
と
接
合
す
る
段

階
で
す
で
に
、
認
識
行
為
の
か
た
ち
が
成
立
し
、
最
初
の
印
象
（A

ppre-

hensionen

）
を
ま
と
め
あ
げ
る
と
カ
ン
ト
は
考
え
る
。
す
べ
て
の
対
象

は
、
多
く
の
印
象
の
連
続
の
な
か
、
つ
ま
り
時
間
の
中
で
、
そ
し
て
こ
の

印
象
の
連
続
の
な
か
、
つ
ま
り
空
間
の
中
で
、
知
覚
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

つ
ま
り
、
知
覚W

ahrnehm
ung

に
は
、
物
そ
れ
自
体D

ing an sich

を
伝
え
る
単
純
な
感
受Em

pfindung

と
、
時
空
間
で
形
成
さ
れ
る
観
念

が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
前
者
を
、
盲

目
的
無
意
識
的
な
意
志
と
同
定
し
、
ニ
ー
チ
ェ
は
こ
れ
を
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ

ス
的
な
も
の
と
よ
ん
だ
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
ま
た
、
こ
の
直
接
的

経
験
、
す
な
わ
ち
感
受
が
、
空
間
的
時
間
的
観
念
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る

と
き
（principium

 
individuationis

個
体
化
の
原
理
）、
す
で
に
観
念

形
成
の
思
考
の
一
種
で
あ
る
が
、
た
だ
し
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
理
性
に
よ

る
結
合
や
分
離
と
い
っ
た
自
発
行
為
に
先
行
し
て
い
る
と
言
う
。

　

ニ
ー
チ
ェ
『
悲
劇
の
誕
生
』
一
章
で
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
個

体
化
の
原
理
と
ア
ポ
ロ
ン
的
な
も
の
が
関
連
づ
け
ら
れ
る
（GdT

, 
23  

-24
）。「
ア
ポ
ロ
ン
に
つ
い
て
は
、
誇
張
さ
れ
た
意
味
で
、
シ
ョ
ー
ペ
ン

ハ
ウ
ア
ー
が
、
マ
ヤ
の
ベ
ー
ル
に
囚
わ
れ
た
人
間
に
つ
い
て
言
う
こ
と
が
、

あ
て
は
ま
ろ
う
。」
と
そ
の
関
連
づ
け
が
誇
張
、
ま
た
は
奇
矯exzen-

trisch

で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、『
意
志
と
表
象
』
で
描
か
れ
る
、

観
」
の
正
確
性
に
疑
い
を
持
っ
て
い
た
と
察
せ
ら
れ
る
。
彼
は
こ
う
し
た

直
観
は
ま
だ
混
濁
し
て
抽
象
的
だ
と
し
て
い
る
。
何
か
を
さ
っ
と
見
た
だ

け
で
は
、
お
お
ざ
っ
ぱ
で
他
の
多
く
の
も
の
と
共
有
す
る
概
観
し
か
わ
か

ら
ず
、
そ
の
意
味
で
一
般
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
初
期
的
知
か
ら
、

本
当
の
知
が
成
立
す
る
に
は
長
い
道
程
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
の
道
程
の

最
終
段
階
が
統
一
的
・
全
体
的
経
験
で
あ
る（

12
）。
こ
の
最
終
段
階
に
あ
る

フ
ロ
ネ
シ
ス
を
、「
直
観
」
と
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な

が
ら
フ
ロ
ネ
シ
ス
に
は
、
豊
か
な
経
験
が
前
提
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

刀
剣
判
定
家
は
「
直
観
」
で
名
剣
を
見
分
け
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
多
く

の
経
験
を
と
も
な
う
長
年
の
鑑
定
で
培
っ
た
判
断
で
あ
り
、
単
な
る

「
勘
」
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

し
か
し
、
合
理
的
思
考
に
対
峙
す
る
も
の
と
し
て
近
代
に
お
い
て
用
い

ら
れ
る
「
直
観
」
概
念
に
お
い
て
は
、
対
象
に
関
す
る
初
期
的
知
に
お
け

る
「
直
観
」
と
、
こ
の
フ
ロ
ネ
シ
ス
の
区
別
が
明
確
で
な
い
と
思
わ
れ
る
。

近
代
的
「
直
観
」
の
正
し
さ
は
、
合
理
的
思
考
の
あ
る
な
し
次
第
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
理
に
よ
る
思
考
に
つ
い
て
、
す
で
に
カ
ン
ト
が

観
念
自
体
に
お
け
る
区
分
け
を
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
人
が
あ
る
物
を

見
る
と
、
ま
ず
は
、
そ
こ
か
ら
多
く
の
感
覚
的
印
象
を
受
け
る
が
、
そ
れ

を
カ
ン
ト
は
感
受
（Em

pfindung

）
と
呼
ん
だ
。
感
受
は
完
全
に
受
動

的
で
、
受
け
取
っ
た
印
象
を
ま
だ
少
し
も
客
観
化
せ
ず
、
そ
れ
を
そ
れ
と
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章
に
お
け
る
ア
ポ
ロ
ン
的
な
も
の
の
と
ら
え
方
に
お
い
て
、
さ
ら
に
明
確

に
な
る
（GdT

, 
26 

）。「
ギ
リ
シ
ア
人
の
目
の
能
力
は
信
じ
ら
れ
な
い
く

ら
い
明
確
で
確
実
で
彫
塑
的
で
あ
り
、
色
彩
へ
の
明
る
く
率
直
な
喜
び
を

伴
っ
て
い
る
」
が
、「
彼
ら
の
夢
も
筋
と
輪
郭
と
色
別
と
配
列
の
論
理
的

因
果
性
」
を
有
す
る
と
言
う
。

　

す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
ニ
ー
チ
ェ
は
、
観
念
自
体
に
存

在
す
る
形
成
要
素
を
ア
ポ
ロ
ン
的
な
も
の
と
同
一
視
し
た
。
つ
ま
り
ニ
ー

チ
ェ
の
ア
ポ
ロ
ン
的
な
も
の
と
は
、
ま
だ
省
察
で
は
な
く
、
省
察
に
よ
っ

て
対
象
を
分
裂
分
離
す
る
こ
と
の
な
い
思
考
で
あ
り
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス

的
な
も
の
が
全
体
を
直
接
的
に
経
験
す
る
中
に
あ
っ
て
、
形
成
要
素
と
し

て
直
接
に
作
用
す
る
。
こ
う
い
う
か
た
ち
で
、
ア
ポ
ロ
ン
的
な
も
の
と
デ

ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
を
悲
劇
作
品
と
い
う
か
た
ち
に
作
り
上
げ
る
こ

と
に
成
功
し
た
の
が
、
悲
劇
時
代
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
で
あ
っ
た
と
い
う

の
が
、
ニ
ー
チ
ェ
の
主
張
で
あ
る
。

　

人
間
の
行
為
の
選
択
の
基
準
を
、
幸
福
と
い
う
最
高
善
に
お
い
た
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
「
倫
理
学
」
の
知
の
一
形
態
、
意
識
的
概
念
の
普
遍
性
と

人
が
体
験
す
る
具
体
的
個
別
的
経
験
の
媒
介
を
す
る
フ
ロ
ネ
シ
ス
と
、
ソ

ク
ラ
テ
ス
と
プ
ラ
ト
ン
の
主
知
主
義
に
「
悲
劇
の
死
」
を
み
る
ニ
ー
チ
ェ

の
語
る
ア
ポ
ロ
ン
的
な
も
の
と
の
あ
い
だ
の
相
違
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味

に
お
い
て
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

荒
れ
狂
う
海
で
小
舟
に
乗
る
船
人
を
引
用
す
る
。
人
は
襲
い
か
か
る
波
に

四
方
を
囲
ま
れ
な
が
ら
、
個
体
化
の
原
理
と
い
う
小
舟
を
信
頼
し
て
泰
然

と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
個
体
化
の
原
理
と
い
う
マ
ヤ
の
ベ
ー
ル
の
迷

妄
に
捉
え
ら
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
揺
る
が
な
い
信
頼
を
抱
き
泰
然
と
座
り

続
け
る
姿
勢
の
な
か
に
、
ア
ポ
ロ
ン
的
な
も
の
が
も
っ
と
も
崇
高
な
表
現

を
見
い
だ
し
て
い
る
。「
ア
ポ
ロ
ン
自
身
を
個
体
化
の
原
理
の
す
ば
ら
し

い
神
像
と
よ
ん
で
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
神
像
の
身
振
り
と
ま
な

ざ
し
が
、「
仮
象
」
の
喜
び
と
知
を
そ
の
美
と
と
も
に
、
我
々
に
語
り
か

け
て
く
る
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
す
る
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
も
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア

ー
の
引
用
か
ら
説
明
さ
れ
る
。「
同
じ
箇
所
で
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、

恐
ろ
し
い
恐
怖
を
描
い
て
く
れ
た
。
人
が
突
然
、
現
象
の
認
識
形
態
に
惑

い
、
根
拠
の
原
理
が
な
ん
ら
か
の
形
に
お
い
て
壊
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
見

え
る
と
き
、
人
は
非
常
な
恐
怖
に
お
そ
わ
れ
る
」。
し
か
し
、
こ
の
恐
ろ

し
い
恐
怖
に
喜
び
に
満
ち
た
恍
惚
が
加
わ
る
と
き
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的

な
も
の
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
恍
惚
は
「
個
体
化
の
原

理
が
破
壊
さ
れ
る
と
き
、
人
間
の
も
っ
と
も
内
的
な
根
底
か
ら
、
そ
う
、

生
来
の
自
然
か
ら
立
ち
上
っ
て
く
る
」
も
の
で
、
酩
酊
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と

考
え
れ
ば
わ
か
り
や
す
い
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
と
の
相
違
は
、『
悲
劇
の
誕
生
』
二
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com
-

m
unes

ま
た
は
省
察
的
表
象repraesentatio dis-

cursiva

で
あ
る
。〔
…
…
〕
概
念
は
、
一
般
的
表
象

も
し
く
は
複
数
の
対
象
が
共
有
す
る
も
の
の
表
象
で

あ
る
が
ゆ
え
に
、
見
解
と
異
な
る
」
と
言
わ
れ
る
。

（Logik, Jäsche, A
 139/40

）.

（
5
）A

ristotelis D
e anim

a, rec. W
illiam

 D
avid 

Ross, O
xford 1956, III, 3, 428a1-5.

（
6
）H

ans Georg Gadam
er, W

ahrheit und M
e-

thode, T
übingen 1965 

（2. A
ufl.

）, 17-19; 295-
307; 

511.

邦
訳
ガ
ダ
マ
ー
『
真
理
と
方
法
1：

哲

学
的
解
釈
学
の
要
綱
』
轡
田
收
訳
、
法
政
大
学
出
版

局
、
一
九
八
六
年
、『
真
理
と
方
法
2：

哲
学
的
解

釈
学
の
要
綱
』
轡
田
收
・
巻
田
悦
郎
訳
、
法
政
大
学

出
版
局
、
二
〇
〇
八
年
。

（
7
）Friedrich 
W

ilhelm
 
N
ietzsche, 

D
ie 

Geburt 
der T

ragödie oder Griechentum
 und Pessi-

m
ism

us, in: W
erke in drei Bänden, D

arm
-

stadt 1997, 24; 55-60.

（
以
下
同
書
の
引
用
は
略

号GdT

と
ペ
ー
ジ
数
で
本
文
中
に
示
す
。）

（
8
）
ニ
ー
チ
ェ
の
描
く
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
像
が
、
ソ
フ
ォ
ク

レ
ス
悲
劇
の
描
く
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
で
あ
る
か
は
大
い

に
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
の
『
オ
イ

デ
ィ
プ
ス
王
』
に
お
い
て
は
、
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
謎

を
解
い
た
知
恵
は
、
テ
ー
バ
イ
市
民
に
よ
っ
て
も
、

オ
イ
デ
ィ
プ
ス
自
身
に
よ
っ
て
も
市
を
救
っ
た
賞
賛

す
べ
き
偉
業
と
さ
れ
て
お
り
、
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
は
自

然
を
象
徴
す
る
も
の
で
は
な
く
、
排
除
す
べ
き
怪
物

で
あ
り
、
そ
の
謎
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か

に
つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
ニ

ー
チ
ェ
の
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
・
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
関
係

解
釈
は
、
同
時
代
の
文
学
者
や
画
家
に
影
響
を
与
え

た
。
た
と
え
ば
、
ホ
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
戯
曲
『
オ

イ
デ
ィ
プ
ス
と
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
』
で
は
、
ス
フ
ィ
ン

ク
ス
が
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
名
と
素
性
を
知
っ
て
お
り
、

謎
を
か
け
る
こ
と
も
せ
ず
に
、
自
ら
崖
下
に
身
を
投

げ
た
と
語
ら
れ
る
。
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
は
、
人
間
の
女

性
の
顔
と
獅
子
や
鷲
な
ど
獣
の
胴
体
を
も
つ
「
二
重

存
在
」
で
あ
る
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ボ
イ
オ
テ
ィ

ア
地
方
伝
説
で
は
、
道
行
く
人
々
に
謎
を
か
け
、
解

け
な
い
者
の
命
を
奪
っ
た
が
、
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
に
謎

を
解
か
れ
て
自
ら
身
を
投
げ
て
死
ん
だ
と
伝
え
ら
れ

る
。
ど
の
よ
う
な
謎
で
あ
っ
た
か
は
、
ソ
フ
ォ
ク
レ

ス
悲
劇
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
が
、
他
に
伝
わ
る

異
伝
で
は
「
朝
は
四
本
、
昼
は
二
本
、
夕
べ
は
三
本

の
足
で
歩
く
も
の
は
な
に
か
」
で
、
答
え
は
人
間
で

あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
人
間
と
は
何
者
ぞ
、
も
し

く
は
「
お
ま
え
は
何
者
か
」
と
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
を
問
う
謎
で
あ
っ
た
と
の
解
釈
は
可
能
で
あ
る
。

ニ
ー
チ
ェ
は
こ
の
考
え
方
を
、
さ
ら
に
推
し
進
め
、

人
間
で
も
獣
で
も
あ
る
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
は
「
自
然
」

で
あ
っ
て
、
そ
の
謎
を
解
く
知
恵
を
持
つ
こ
と
は
、

自
然
秩
序
の
破
壊
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
謎
を

解
く
知
恵
を
身
に
つ
け
た
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
は
、
父
殺

し
、
母
と
の
結
婚
と
い
う
反
自
然
的
行
為
を
な
し
た
。

知
に
よ
っ
て
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
を
倒
し
、
崖
か
ら
奈
落

に
突
き
落
と
し
た
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
で
あ
る
が
、
彼
自

身
も
父
母
や
母
と
の
間
に
生
ま
れ
た
子
供
た
ち
と
の

関
係
に
お
い
て
、
自
分
自
身
の
自
然
が
解
体
す
る
経

験
を
被
ら
ず
に
は
い
な
い
と
説
く
。

（
9
）
中
世
聖
者
伝
説
に
語
ら
れ
る
聖
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
、

近
親
相
姦
か
ら
生
ま
れ
、
母
と
結
婚
し
た
が
、
激
し

い
贖
罪
行
為
の
す
え
に
教
皇
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う

註
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に
罪
な
く
し
て
相
姦
の
罪
を
犯
し
た
聖
者
と
の
類
比

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
解
釈
も
、
ア

イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
作
『
縛
ら
れ
た
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
』
に

相
当
す
る
も
の
か
ど
う
か
に
関
し
て
は
、
大
き
な
疑

義
が
あ
る
。
作
者
の
敬
神
に
つ
い
て
、
ニ
ー
チ
ェ
も

触
れ
て
い
る
が
、
ゼ
ウ
ス
へ
の
敬
神
篤
い
ア
イ
ス
キ

ュ
ロ
ス
の
悲
劇
に
お
け
る
登
場
人
物
と
し
て
は
、
あ

ま
り
に
も
近
代
的
で
あ
り
、『
悲
劇
の
誕
生
』
の
こ

の
箇
所
で
も
引
用
さ
れ
る
ゲ
ー
テ
の
詩
「
プ
ロ
メ
テ

ウ
ス
」
に
よ
り
近
い
と
言
え
よ
う
。

（
10
）
ニ
ー
チ
ェ
の
、
こ
う
し
た
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
や
プ
ロ
メ

テ
ウ
ス
解
釈
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
美
学
講
義
で
説
い
た

弁
証
法
的
歴
史
観
に
か
な
り
近
い
と
見
え
る
。
拙
論

「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
』
解
釈
の
批
判

的
考
察
」『
ヘ
ー
ゲ
ル
學
報
』
三
号
、
一
九
九
六
年

参
照
。

（
11
）D

uns Scotus

に
よ
れ
ば
、
人
が
対
象
を
見
た
り
聞

い
た
り
五
感
で
感
得
す
る
と
、
ま
ず
多
数
の
感
覚
的

印
象
を
得
る
が
、
そ
れ
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
同
時
に
こ

の
複
数
の
感
覚
的
感
得
を
、
統
合
的
な
全
体
経
験
に

形
成
す
る
。
こ
れ
がsim

ul totum

「
同
時
に
全
体

で
あ
る
こ
と
」
で
あ
る
。
彼
は
、
こ
の
全
体
経
験
を
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
偶
発
的
知
覚
と
同
じ
で
あ
る
と

考
え
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
偶
発
的
知
覚
に
も
知

性
ヌ
ー
ス
が
、
偶
発
的
に
作
用
し
て
い
る
と
す
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
人
が
何
か
を
見
て
、
た
だ

「
赤
い
」「
丸
い
」
と
言
う
だ
け
で
な
く
、「
赤
信
号

だ
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
　
　

ニ
ー
チ
ェ
の
ア
ポ
ロ
ン
的
な
も
の
は
、
前
理
性
的

経
験
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ

ト
ゥ
ス
の
言
う
直
感
的
経
験
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ

ン
ト
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
、
こ
の
観
念
的
直

観
を
種
別
し
た
。
感
受sensation

は
、
単
に
感
覚

的
印
象
（
こ
れ
が
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
の
言
う

多
数
の
印
象
）
を
感
受
す
る
の
み
だ
が
、
こ
れ
ら
の

印
象
を
空
間
と
時
間
に
配
置
す
る
の
は
、
知
覚

W
ahrnehm

ung

で
あ
り
、
こ
の
知
覚
に
、
前
理
性

的
な
統
一
要
素
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
統
一
形

成
要
素
が
、
ニ
ー
チ
ェ
の
言
う
ア
ポ
ロ
ン
的
な
も
の

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
感
じ
た
り
体
験
し
た
り
と
い
う

直
接
経
験
で
は
あ
る
が
、
は
じ
め
の
印
象
段
階
と
異

な
る
、
観
念
形
成
に
貢
献
す
る
要
素
を
持
つ
と
さ
れ

て
い
る
。
そ
こ
で
、intuitio 

sensitiva

に
ヌ
ー
ス

の
介
入
を
見
て
、
こ
の
ヌ
ー
ス
が
多
数
の
感
覚
的
印

象
を
ひ
と
つ
の
全
体
に
ま
と
め
る
と
す
る
ド
ゥ
ン

ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
の
考
え
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

ア
ポ
ロ
ン
的
な
も
の
は
、
観
念
や
直
観
に
お
い
て
、

自
然
発
生
的
に
起
こ
る
が
、
こ
の
後
介
入
し
て
く
る

哲
学
的
悟
性
は
、
細
目
分
析
や
新
結
合
に
よ
っ
て
、

ア
ポ
ロ
ン
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
統
一
を
破
壊
し
て

し
ま
う
。
そ
の
よ
う
に
し
て
芸
術
に
敵
対
す
る
の
が
、

悲
劇
時
代
に
終
焉
を
も
た
ら
す
ソ
ク
ラ
テ
ス
哲
学
の

主
知
主
義
で
あ
る
と
、
ニ
ー
チ
ェ
は
考
え
る
。

（
12
）
こ
の
こ
と
が
、
三
角
形
の
内
角
の
和
の
例
で
説
明
さ

れ
て
い
る
。A

ristotelis A
nalytica Posteriora I, 

K
ap. 4 und 5.


