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〈
自
適
の
生
〉
か
ら
「
娯
楽
」
ま
で

―
―
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る

　
　
「
余
暇
」
概
念
の
倫
理
学
的
・
美
学
的
解
釈
に
向
け
て
―
―加

　
藤
　
喜
　
市

現
代
を
代
表
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
研
究
者
の
一
人
で
あ
る
ブ
ロ
ー
デ
ィ
が
︑
か
つ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
に
お
け
る
﹁
忘

却
さ
れ
た
主
題
﹂
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
た
の
は
︑﹁
閑
暇
︵
ゆ
と
り
︶
に
か
ん
す
る
問
いthe question of leisure

﹂
で
あ
っ
た1

︒

古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
﹁
閑
暇σχολή
︵
ス
コ
レ
ー
︶2

﹂
の
概
念
は
︑
ラ
テ
ン
語
の
﹁
ス
コ
ラschola

﹂
を
介
し
て
︑
現
代
の

school

・Schule

・école

等
の
語
源
と
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
︒
こ
の
テ
ー
マ
に
か
ん
し
て
︑
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
立
場
か

ら
は
ヨ
ゼ
フ
・
ピ
ー
パ
ー
に
よ
る
﹃
余
暇
と
祝
祭
﹄
と
い
う
古
典
的
研
究
が
あ
る
も
の
の3

︑
肝
心
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
研

究
内
で
は
︑
等
閑
に
付
さ
れ
て
き
た
と
言
え
る
だ
ろ
う4

︒
彼
女
の
指
摘
か
ら
約
十
五
年
の
時
を
経
た
今
な
お
︑
こ
の
状
況
は
あ
ま

り
変
わ
っ
て
い
な
い5

︒﹁
徳
倫
理
学
﹂
の
理
論
的
基
盤
と
し
て
︑
近
年
再
評
価
の
進
む
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
に
お
い
て
︑﹁
幸

福
︵
エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア
︶﹂﹁
徳
︵
ア
レ
テ
ー
︶﹂﹁
無
抑
制
︵
ア
ク
ラ
シ
ア
︶﹂
と
い
っ
た
他
の
人
気
ト
ピ
ッ
ク
に
比
す
る
と
︑﹁
閑
暇
﹂

が
主
題
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
︒
と
り
わ
け
︑﹁
余
暇
の
時
を
過
ご
す
こ
とδιαγωγή

︵
デ
ィ
ア
ゴ
ー
ゲ
ー
︶6

﹂
と
の
関

係
を
め
ぐ
っ
て
︑
そ
の
充
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
︒
以
下
の
考
察
は
︑
こ
の
隙
間
を
埋
め
つ
つ
︑
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
倫
理
学
と
美
学
を
つ
な
ぐ
可
能
性
を
秘
め
た
も
の
と
し
て
︑
こ
れ
ら
の
概
念
の
哲
学
的
意
義
を
再
考
す
る
た
め
の
予
備
的
考

81

_倫理学紀要　第28輯.indb   81_倫理学紀要　第28輯.indb   81 2021/03/05   10:22:042021/03/05   10:22:04



察
で
あ
る
︒

＊
＊
＊

本
稿
の
構
成
と
し
て
︑
ま
ず
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
︑﹁
閑
暇
﹂
が
﹁
暇
な
し
﹂
と
の
対
比
で
用
い
ら
れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト

を
確
認
す
る
︒
具
体
的
に
は
︑﹃
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
﹄︵
以
下
︑
Ｅ
Ｎ
と
略
記
︶
第
十
巻
お
よ
び
﹃
政
治
学
﹄
第
七
巻
の
議
論
を
見

て
い
く
︵
第
一
節
︶︒
次
い
で
︑﹁
閑
暇
﹂﹁
余
暇
﹂
が
﹁
遊
びπαιδία

︵
パ
イ
デ
ィ
ア
︶﹂
と
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト

と
し
て
︑﹃
政
治
学
﹄
第
八
巻
第
三
章
と
第
五
章
を
取
り
上
げ
る
︵
第
二
節
︶︒

さ
ら
に
︑
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
﹁
遊
び
﹂
の
概
念
に
着
目
し
た
キ
ッ
ド
の
解
釈7

を
検
討
す
る
こ
と
で
︑﹁
閑
暇
﹂﹁
余
暇
﹂

に
か
ん
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
議
論
の
背
景
を
探
る
︵
第
三
節
︶︒
そ
の
う
え
で
︑
し
ば
し
ば
同
じ
意
味
と
み
な
さ
れ
る
﹁
閑
暇
﹂

と
﹁
余
暇
﹂
の
関
係
を
整
理
し
た
い
︵
第
四
節
︶︒

最
後
に
︑ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る﹁
余
暇
﹂概
念
の
射
程
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
︑Ｅ
Ｎ
の
観
想
論
︑お
よ
び﹃
形
而
上
学
﹄

第
十
二
巻
に
お
け
る
用
例
を
確
認
す
る
︒
今
後
に
残
さ
れ
た
問
い
を
見
据
え
つ
つ
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
﹁
余
暇
﹂
と
い
う

概
念
の
可
能
性
を
示
し
た
い
︵
第
五
節
︶︒

一　
「
閑
暇
」
と
「
暇
な
し
」

﹁
閑
暇
﹂
と
い
う
語
の
も
つ
意
味
と
し
て
︑
な
す
べ
き
仕
事
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
自
由
な
時
間
と
い
う
意
味
合
い
は
︑
も
っ
と

も
基
本
的
な
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
︑﹁
閑
暇
︵
ス
コ
レ
ー
︶﹂
と
﹁
暇
な
し
︵
ア
ス
コ
リ
ア
︶﹂
が

対
照
さ
れ
て
い
る
典
型
的
な
テ
ク
ス
ト
の
一
つ
は
︑
Ｅ
Ｎ
第
十
巻
後
半
の
観
想
論
で
あ
る
︒
観
想
的
生
と
実
践
的
生
の
関
係
を
論
じ

る
第
十
巻
第
七
章
に
︑
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒
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幸
福
は
閑
暇
に
存
す
る
と
思
わ
れ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
私
た
ち
は
︑
閑
暇
を
過
ご
す
た
め
に
暇
な
く
働
き

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︑
平
和
を
過
ご
す

た
め
に
戦
う
か
ら
で
あ
る
︒
ゆ
え
に
︑
行
為
に
か
か
わ
る
徳
の
活
動
は
︑
政
治
的
な
事
柄
や
戦
争
に
か
か
わ
る
事
柄
の
う
ち

で
な
さ
れ
る
が
︑そ
れ
ら
に
か
か
わ
る
実
践
は
︑暇
な
く
忙
し
い
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
戦
争
に
か
か
わ
る
行
為
な
ど
は
︑

ま
っ
た
く
も
っ
て
そ
う
で
あ
る
︒︵1177b4-8

︶

暇
な
く
働
く
の
は
閑
暇
の
た
め
で
あ
り
︑戦
う
の
は
平
和
の
た
め
で
あ
る
︒
こ
こ
に
は
︑﹁
閑
暇
﹂と﹁
暇
な
し
﹂の
間
︑あ
る
い
は﹁
平

和
﹂
と
﹁
戦
争
﹂
の
間
に
﹁
目
的
連
関
﹂
が
認
め
ら
れ
る
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
︒
政
治
的
な
事
柄
や
戦
争
に
か
か
わ
る
事
柄
な
ど
︑

実
践
的
徳
の
活
動
は
﹁
暇
な
く
忙
し
い
も
の
﹂
と
さ
れ
る
︒
こ
こ
か
ら
︑﹁
政
治・戦
争
に
か
か
わ
る
実
践
が
暇
の
な
い
も
の
で
あ
る
﹂

︵1177b16-8

︶
の
に
対
し
て
﹁
観
想
の
﹂
活
動
は
﹁
閑
暇
的
で
あ
る
﹂︵1177b22

︶
と
し
て
︑
こ
の
論
点
は
い
わ
ゆ
る
﹁
実
践
に
対

す
る
観
想
の
優
位
﹂
を
導
き
出
す
こ
と
に
な
る
︒
す
な
わ
ち
︑ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
︑観
想
的
生
こ
そ
が
﹁
も
っ
と
も
幸
福
﹂
で
あ
り
︑

﹁
徳
に
即
し
た
﹂
実
践
的
生
は
﹁
第
二
義
的
な
仕
方
で
幸
福
﹂
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
︵1178a8-9

︶
と
論
じ
進
む8

︒
こ
こ
で
確
認
し

て
お
き
た
い
の
は
︑﹁
閑
暇
﹂
と
﹁
暇
な
し
﹂
と
い
う
対
比
の
も
と
で
︑
完
全
な
幸
福
で
あ
る
観
想
活
動
と
結
び
つ
く
概
念
と
し
て
︑

﹁
閑
暇
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
対
照
関
係
が
示
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
は
他
に
も
︑
最
善
の
国
制
を
論
じ
て
い
る
﹃
政
治
学
﹄
第
七
巻
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
︒
同
巻
第
十
四
章
の
後
半
は
︑
国
政
を
担
う
政
治
家
の
目
指
す
べ
き
﹁
目
的
﹂
を
論
じ
て
い
る
︒
彼
ら
が
立
法
の
際
に

注
視
す
べ
き
﹁
魂
の
部
分
﹂
に
か
ん
す
る
議
論
を
踏
ま
え
て9

︑
生
や
行
為
に
も
区
分
が
導
入
さ
れ
る
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
﹁
目

的
連
関
﹂
が
適
用
さ
れ
る
︒
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生
の
全
体
も
︑
暇
な
し
と
閑
暇
︑
戦
争
と
平
和
に
区
分
さ
れ
て
︑
行
為
も
必
要
で
有
益
な
も
の
と
美
し
く
立
派
な
も
の10

に
区

分
さ
れ
る
︒︹
︙
︺
戦
争
は
平
和
の
た
め
に
︑
暇
な
し
は
閑
暇
の
た
め
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︑
必
要
で
有
益
な
こ
と
は
美
し
く
立
派
な
こ
と
の

た
め
に
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒︹
︙
︺
生
に
つ
い
て
も
︑
ま
た
行
為
の
選
択
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
︒
と
い
う
の

も
︑
暇
な
く
戦
う
こ
と
が
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
︑
そ
れ
よ
り
も
平
和
に
閑
暇
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
︒
ま
た
︑
必
要
で
有
益
な
こ
と
を
行
な
う
べ
き
だ
が
︑
そ
れ
よ
り
も
美
し
く
立
派
な
こ
と
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
︒

︵1333a30-33b3
︶

さ
ら
に
︑﹁
戦
争
は
平
和
の
た
め
に
﹂﹁
暇
な
し
は
閑
暇
の
た
め
に
﹂
と
い
う
こ
の
目
的
連
関
を
引
き
継
い
で
︑
続
く
第
十
五
章
で

は
﹁
閑
暇
の
た
め
の
徳
﹂︵1334a14
︶
と
し
て
︑﹁
節
度
﹂﹁
正
義
﹂
と
並
び
︑﹁
哲
学
﹂
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒

ま
た
︑
閑
暇
や
余
暇
の
時
を
過
ご
す
こ
と
の
た
め
に
役
立
つ
徳
の
中
に
は
︑
そ
の
働
き
が
閑
暇
の
た
め
の
も
の
と
︑
暇
な
く

働
く
た
め
の
も
の
が
あ
る
︒︹
︙
︺
さ
て
︑
勇
敢
と
忍
耐
は
暇
な
く
働
く
た
め
に
︑
哲
学
は
閑
暇
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
︒
節

度
と
正
義
は
ど
ち
ら
の
時
の
た
め
に
も
必
要
で
あ
る
が
︑
平
和
に
過
ご
す
︑
閑
暇
の
人
々
に
よ
り
い
っ
そ
う
必
要
で
あ
る
︒

︵1334a16-25

︶

お
そ
ら
く
︑こ
こ
で
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は﹁
知
恵
﹂﹁
勇
気
﹂﹁
節
度
﹂﹁
正
義
﹂と
い
う
プ
ラ
ト
ン
の
四
元
徳
で
あ
る
︒
国
家︵
ポ

リ
ス
︶
に
と
っ
て
︑
暇
の
な
い
戦
時
の
た
め
に
は
﹁
勇
気
や
忍
耐
﹂
と
い
う
徳
が
必
要
と
な
り
︑
こ
れ
に
対
し
て
︑
平
和
時
の
閑
暇

の
た
め
に
は
知
恵
︑
す
な
わ
ち
﹁
哲
学
﹂
が
必
要
と
な
る
︒
残
り
の
二
つ
︑﹁
節
度
と
正
義
﹂
が
平
和
時
に
よ
り
い
っ
そ
う
必
要
で

あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
︑
引
用
の
後
の
箇
所
で
は
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
至
福
者
の
島
﹂
の
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
く11

︒
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さ
て
︑以
上
見
て
き
た
Ｅ
Ｎ
お
よ
び
﹃
政
治
学
﹄
ど
ち
ら
の
場
合
で
も
︑﹁
暇
な
し
﹂
に
対
す
る
﹁
閑
暇
﹂
は
︑﹁
戦
争
﹂
に
対
す
る
﹁
平

和
﹂
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
お
り
︑﹁
目
的
連
関
﹂
の
上
位
項
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑い
ず
れ
の
議
論
に
お
い
て
も
︑

﹁
閑
暇
﹂
の
概
念
が
﹁
観
想
﹂
や
﹁
哲
学
﹂
と
い
っ
た
活
動
と
結
び
つ
い
て
い
た
︒

二
「
閑
暇
・
余
暇
」
と
「
遊
び
」

次
に
︑
閑
暇
や
余
暇
の
概
念
が
︑﹁
遊
び
﹂
と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
る
テ
ク
ス
ト
を
取
り
上
げ
る
︒﹃
政
治
学
﹄
第
八
巻
の
音
楽

教
育
論
で
は
︑﹁
閑
暇
と
暇
な
し
︵
平
和
と
戦
争
︶﹂
と
い
う
対
立
に
加
え
て
︑﹁
遊
び
﹂
と
い
う
第
三
の
要
素
が
導
入
さ
れ
て
い
る
︒

そ
の
際
︑
重
要
と
な
る
の
が
﹁
閑
暇
や
余
暇
の
快
楽

0

0

﹂
と
﹁
遊
び
の
快
楽

0

0

﹂
の
違
い
で
あ
る
︒

二
・
一 

閑
暇
と
遊
び

ま
ず
︑
第
八
巻
第
三
章
は
︑
前
節
で
確
認
し
た
﹁
閑
暇
と
暇
な
し
﹂
と
い
う
対
比
を
用
い
て
︑
最
善
の
国
制
に
お
け
る
音
楽
教
育

の
正
当
性
を
基
礎
づ
け
る
文
脈
に
あ
る
︒

先
人
た
ち
が
最
初
に
︹
音
楽
を
︺
教
育
に
含
め
た
の
は
︑
幾
度
も
語
ら
れ
た
よ
う
に
︑
自
然
そ
れ
自
体
が
真
当
な
仕
方
で

暇
な
し
に
働
く
こ
と
だ
け
で
な
く
︑
美
し
く
立
派
な
仕
方
で
閑
暇
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
求
め
る
か
ら
で
あ
る
︒

︵1337b29-32

︶
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
︑﹁
閑
暇
﹂
こ
そ
が
﹁
暇
な
し
﹂
の
目
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
た
う
え
で
︑﹁
何
を
し
て
閑
暇
を
過

ご
す
べ
き
か
﹂と
い
う
問
い
を
立
て
︑そ
れ
が﹁
遊
び
で
は
な
い
﹂︵1337b36

︶こ
と
を
確
認
す
る
︒﹁
と
い
う
の
も
︑も
し
そ
う
な
ら
︑

遊
び
が
生
の
目
的
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
﹂
で
あ
り
︑む
し
ろ
遊
び
は
仕
事
の
あ
い
ま
に
﹁
時
機
を
見
て
﹂︑快
い
﹁
休
息
の
た
め
に
﹂

用
い
る
べ
き
で
あ
る
︵1337b38-38a1

︶︒
遊
び
は
︑
閑
暇
に
行
な
う
活
動
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
︒
と
は
い
え
︑
こ
れ
は
閑
暇

の
活
動
が
楽
し
み
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
︑﹁
閑
暇
を
過
ご
す
こ
と
﹂は
︑遊
び
と
は
別
の﹁
快
楽
﹂を
含
む
と
さ
れ
る
︒

だ
が
︑閑
暇
を
過
ご
す
こ
と
は
そ
れ
自
体
︑快
楽
と
幸
福
と
至
福
に
生
き
る
こ
と
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑

暇
な
く
働
い
て
い
る
人
々
で
は
な
く
︑
暇
を
も
つ
人
々
に
備
わ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
暇
な
く
働
く
人
は
︑
未
だ
備
わ
っ
て
い

な
い
何
か
の
た
め
に
働
く
が
︑
苦
痛
を
伴
う
の
で
は
な
く
︑
快
楽
を
伴
う
と
あ
ら
ゆ
る
人
が
考
え
て
い
る
幸
福
は
︑
目
的
で

あ
る
か
ら
︒︵1338a1-6

︶

閑
暇
は
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
﹁
快
楽
と
幸
福
と
至
福
に
生
き
る
こ
と12

﹂
を
有
す
る
︒
こ
の
閑
暇
を
過
ご
す
と
い
う
幸
福
が13

︑﹁
暇

な
く
働
い
て
い
る
人
々
﹂
に
で
は
な
く
﹁
暇
で
あ
る
人
々
﹂
に
だ
け
可
能
で
あ
る
の
は
︑
前
者
の
人
々
が
﹁
何
か
の
た
め
に
働
く
﹂

の
に
対
し
て
︑
後
者
の
人
々
が
享
受
す
る
幸
福
は
﹁
目
的
﹂
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
︒

こ
こ
で
︑
幸
福
は
苦
痛
で
は
な
く
﹁
快
楽
を
伴
う
﹂
と
さ
れ
て
い
る
が
︑﹁
人
々
は
こ
の
よ
う
な
︹
幸
福
の
︺
快
楽
と
し
て
同
じ

快
楽
を
定
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
﹂︒﹁
各
人
は
︑彼
ら
自
身
お
よ
び
各
々
の
性
向
に
即
し
て︹
快
楽
を
定
め
て
お
り
︺︑最
善
の
人
は
︑

最
善
の
快
楽
・
も
っ
と
も
美
し
く
立
派
な
も
の
か
ら
生
じ
る
快
楽
を
︹
定
め
て
い
る
︺﹂︵1338a9-10

︶14

︒
こ
の
最
善
の
快
楽
に
与

る
﹁
自
由
人
ら
し
い
時
の
過
ご
し
方
﹂
と
し
て
︑
昔
の
人
々
は
音
楽
を
教
育
に
含
め
た
の
で
あ
る
︵1338a13-22

︶︒
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二
・
二 

余
暇
と
遊
び

さ
ら
に
︑﹁
閑
暇
の
快
楽
﹂
と
﹁
遊
び
の
快
楽
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹁
余
暇
﹂
と
﹁
遊
び
﹂
の
関
係
と
し
て
︑
第
八
巻
第
五
章
で
も
詳

し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
同
章
に
お
い
て
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
音
楽
教
育
の
目
的
と
し
て
︑﹁
教
育・遊
び・余
暇
﹂︵1339a16-26

︶

と
い
う
選
択
肢
を
立
て
て
お
り
︑
こ
れ
ら
三
つ
は
ど
れ
も
人
々
が
音
楽
に
与
る
理
由
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
︒
三
つ
の
目
的
の
う

ち
︑
同
章
の
主
題
と
な
る
の
は
む
し
ろ
音
楽
に
よ
る
﹁
教
育
﹂
で
あ
る
が15

︑
そ
れ
に
先
立
っ
て
ま
ず
︑
教
育
を
除
く
二
つ
に
つ
い

て
検
討
さ
れ
て
い
る
︵b14-b42

︶︒
い
ま
確
認
し
た
い
の
は
こ
ち
ら
の
ほ
う
で
あ
り
︑
遊
び
と
余
暇
に
共
通
す
る
点
と
し
て
︑
ど
ち

ら
も
﹁
快
い
も
の
﹂
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
︒
以
下
は
︑
遊
び
の
快
さ
を
語
る
引
用
で
あ
る
︒

と
い
う
の
も
︑
遊
び
は
休
息
の
た
め
の
も
の
だ
が
︑
休
息
が
快
い
も
の
で
あ
る
の
は
必
然
で
あ
る
︵
と
い
う
の
も
︑︹
休
息
は
︺

労
苦
ゆ
え
の
苦
痛
を
癒
す
一
種
の
治
療
で
あ
る
か
ら
︶︹
︙
︺︵1339b15-7

︶

た
と
え
ば
︑
仕
事
の
あ
い
ま
の
散
歩
や
ち
ょ
っ
と
し
た
ミ
ニ
ゲ
ー
ム
が
息
抜
き
・
気
分
転
換
と
な
る
よ
う
に
︑
遊
び
は
﹁
休
息

anapausis

﹂
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
が
︑
そ
う
し
た
休
息
は
︑
或
る
種
の
気
晴
ら
し
と
し
て
の
楽
し
み
だ
と
言
え
る
︒
注
意
す

べ
き
は
︑
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
快
さ
が
︑﹁
苦
痛
を
癒
す
﹂
と
い
う
意
味
で
の
消
極
的
な
快
楽
だ
と
い
う
点
で
あ
る
︒
現
代
で
言

え
ば
︑
Ｂ
Ｇ
Ｍ
を
聴
い
た
り
︑
鼻
歌
を
口
ず
さ
ん
だ
り
す
る
場
合
の
よ
う
に
︑﹁
遊
び
﹂
と
し
て
の
音
楽
は
﹁
眠
り
や
酔
い
﹂
の
ご

と
く
快
い
︒
だ
が
︑そ
れ
は
遊
び
そ
れ
自
体
が﹁
真
剣
に
取
り
組
む
も
のspoudaion

﹂だ
か
ら
で
は
な
い
︒
音
楽
が
心
地
よ
い
の
は
︑

私
た
ち
の
気
分
を
和
ら
げ
︑
疲
れ
を
癒
し
て
く
れ
る
か
ら
︑
つ
ま
り
︑﹁
休
息
﹂
と
し
て
役
立
つ
か
ら
な
の
で
あ
る
︵1139a17-21

︶︒

他
方
︑
こ
う
し
た
﹁
遊
び
﹂
だ
け
で
な
く
﹁
余
暇
﹂
も
ま
た
︑
快
い
と
さ
れ
る
︒ 
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ま
た
︑余
暇
の
時
を
過
ご
す
こ
と
は
︑﹁
美
し
さ・立
派
さ
﹂だ
け
で
な
く
︑快
楽
も
有
す
る

0

0

0

0

0

0

必
要
が
あ
る
と
同
意
さ
れ
て
い
る︵
と

い
う
の
も
︑
幸
福
で
あ
る
こ
と
は
︑
そ
れ
ら
両
者
か
ら
成
る
か
ら
で
あ
る16

︶︒︵1339b17-9

︶

 ﹁
余
暇
の
時
を
過
ご
す
こ
と
﹂
は
︑﹁
美
し
さ・立
派
さkalon

﹂
だ
け
で
な
く
﹁
快
楽
﹂
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
の
﹁
快
楽
﹂

を
説
明
す
る
た
め
に
﹁
幸
福
﹂
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
快
楽
は
﹁
遊
び
﹂
の
快
楽
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
︒

先
に
み
た
第
八
巻
第
三
章
の
議
論
と
同
じ
く
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
︑
遊
び
を
人
生
の
目
的
と
す
る
こ
と
を
批
判
す
る
︒
し
ば
し

ば
人
は
﹁
遊
び
﹂
そ
れ
自
体
を
﹁
目
的
﹂
と
考
え
て
し
ま
い
︑
両
者
の
快
楽
を
混
同
し
て
し
ま
う
︵1339b31-8

︶︒
人
々
が
遊
び
を

目
的
に
し
て
し
ま
う
こ
と
の
理
由
は
︑︵
ⅰ
︶﹁
目
的
﹂
も
遊
び
の
﹁
偶
然
的
な
﹂
快
楽
も
︑
ど
ち
ら
も
﹁
生
じ
る
も
の
の
た
め
に
望

ま
し
い
の
で
は
な
い
﹂
と
い
う
点
に
お
い
て
類
似
し
て
お
り
︑
そ
れ
ゆ
え
︑︵
ⅱ
︶
遊
び
の
﹁
偶
然
的
な
﹂
快
楽
を
︑
目
的
の
快
楽

だ
と
み
な
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
︒
幸
福
と
い
う
﹁
目
的
﹂
も
﹁
遊
び
﹂
の
快
楽
も
︑
さ
ら
な
る
目
的
の
た
め
で
は
な
い
︑
す
な

わ
ち
︑何
か
を
積
極
的
に
生
み
出
す
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
一
致
す
る
︒
だ
が
︑幸
福
が﹁
目
的
﹂そ
れ
自
体
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑

先
の
引
用
で
見
た
よ
う
に
︑﹁
遊
び
﹂
の
も
た
ら
す
快
楽
は
︑あ
く
ま
で
﹁
労
苦
や
苦
痛
﹂
を
癒
す
﹁
休
息
﹂
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
︒

休
息
の
た
め
の
﹁
遊
び
﹂
と
そ
れ
自
体
で
﹁
目
的
﹂
で
あ
る
幸
福
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
も
た
ら
す
快
楽
の
点
で
峻
別
さ
れ
る
︒

以
上
で
確
認
し
た
第
八
巻
第
三
章
と
第
五
章
の
議
論
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
は
︑﹁
遊
び
﹂
の
快
楽
の
意
義
そ
の
も
の
が
否
定
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
点
で
あ
る
︒﹁
遊
び
は
休
息
に
役
立
つ
も
の
で
あ
り
︑
暇
な
く
働
く
こ
と
が
労
苦
と
緊
張
を
伴
う
﹂
の
で

あ
る
か
ら
︑﹁
私
た
ち
は
遊
び
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂︒﹁
た
だ
し
︑
薬
の
よ
う
に
そ
れ
を
調
合
し
て
︑
適
し
た
と
き
に

そ
れ
を
使
う
よ
う
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
﹂︵1337b38-42

︶︒

人
々
が
幸
福
と
い
う
目
的
を
達
成
で
き
る
の
は
稀
で
あ
り
︑
休
息
・
遊
び
を
用
い
る
機
会
は
多
い
か
ら
︑﹁
音
楽
の
快
楽
に
休
息

を
得
る
こ
と
は
有
用
で
あ
る
﹂︵1339b25-27

︶︒
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
︑
万
人
が
音
楽
か
ら
得
ら
れ
る
﹁
共
通
の
快
楽
﹂︑﹁
自
然
本
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性
的
な
快
楽
﹂︵1340a2-4

︶
の
有
用
性
を
認
め
て
い
る17

︒

三 「
最
善
の
生
」
と
「
遊
び
」
の
身
体
性

こ
れ
ま
で
︑ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て﹁
閑
暇
﹂や﹁
余
暇
﹂が
論
じ
ら
れ
る
二
つ
の
文
脈
を
確
認
し
て
き
た
︒
す
な
わ
ち
︑︵
１
︶

﹁
閑
暇
と
暇
な
し
﹂
が
対
照
的
に
語
ら
れ
る
場
合
︑
お
よ
び
︵
２
︶
そ
の
対
比
だ
け
で
な
く
︑
第
三
の
要
素
と
し
て
﹁
遊
び
﹂
が
併

せ
て
検
討
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
︒
本
節
で
は
︑
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
﹁
遊
び
﹂
と
い
う
概
念
に
着
目
し
た
近
年
の
キ
ッ
ド

の
論
考
を
手
が
か
り
に
し
て18

︑﹁
閑
暇
﹂
と
﹁
余
暇
﹂
を
め
ぐ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
議
論
の
背
景
を
考
え
て
み
た
い
︒

さ
て
︑前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
︑ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は︵
遊
び
の
有
用
性
を
認
め
る
と
は
い
え
︶あ
き
ら
か
に﹁
遊
び
﹂よ
り
も﹁
閑

暇
﹂
や
﹁
余
暇
﹂
の
ほ
う
を
重
視
し
て
い
る
︒
こ
の
背
景
と
し
て
キ
ッ
ド
が
挙
げ
る
の
は
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
議
論
が
プ
ラ
ト
ン

﹃
法
律
﹄
の
立
場
に
対
し
て
応
答
し
て
い
る
と
い
う
側
面
で
あ
る
︒﹃
法
律
﹄
第
七
巻
に
は
﹁
遊
び
﹂
と
い
う
概
念
が
一
種
の
︿
神
的

遊
戯
﹀
と
捉
え
ら
れ
て
︑
人
間
に
と
っ
て
理
想
の
生
き
方
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
︒

現
在
で
は
一
般
に
︑
真
剣
な
仕
事
は
遊
び
の
た
め
に
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
︒
た
と
え
ば
︑
戦
争
に
関
す
る

こ
と
は
真
剣
な
仕
事
で
あ
り
︑
そ
れ
は
平
和
の
た
め
に
︑
う
ま
く
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
︒
し

か
し
事
実
は
︑戦
争
の
う
ち
に
は
真
の
意
味
の
遊
び
も
︑わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
言
う
に
足
る
だ
け
の
教
育
︵
パ
イ
デ
イ
ア
ー
︶

も
現
に
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
し
︑
将
来
も
な
い
で
し
ょ
う
︒
し
か
し
︑
わ
た
し
た
ち
の
主
張
か
ら
す
れ
ば
︑
こ
の
教
育
こ
そ
︑

わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
最
も
真
剣
な
こ
と
な
の
で
す
︒
で
す
か
ら
︑
各
人
は
︑
平
和
な
生
活
を
で
き
る
だ
け
長
く
︑
で
き
る

だ
け
善
く
過
ご
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
︒
で
は
︑
正
し
い
生
き
方
と
は
何
で
し
ょ
う
か
︒
ひ
と
は
一
種
の
遊
び
を
楽
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し
み
な
が
ら
︑
つ
ま
り
︑
犠
牲
を
捧
げ
た
り
歌
を
歌
っ
た
り
踊
っ
た
り
し
な
が
ら
︑
生
涯
を
過
ご
す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
︒︵803D

-E

:
森
・
加
来
・
池
田
訳
を
一
部
改
変
︶

引
用
の
前
半
で
は
﹁
戦
争
と
平
和
﹂
と
い
う
対
比
が
念
頭
に
置
か
れ
て
お
り
︑
平
和
時
の
﹁
教
育
︵
パ
イ
デ
イ
ア
︶﹂
こ
そ
が
﹁
真

剣
な
仕
事
﹂
だ
と
さ
れ
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
人
間
に
と
っ
て
の
目
指
す
べ
き
﹁
正
し
い
生
き
方
﹂
が
︑
歌
っ
た
り
踊
っ
た
り
し
て
︑

神
に
犠
牲
を
捧
げ
る
と
い
う
﹁
一
種
の
遊
び
﹂
と
し
て
提
案
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
﹁
遊
び
﹂
に
際
し
て
︑
い
っ
た
い
ど
の
神
に
犠
牲

を
捧
げ
る
べ
き
か
︵
ど
の
よ
う
な
生
き
方
を
選
ぶ
べ
き
か
︶
は
︑
神
に
お
任
せ
す
る
し
か
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
人
間
は
神
の
﹁
操
り

人
形
﹂︵804B

︶
の
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
︙
︙
と
い
う
内
容
が
続
い
て
い
く19

︒

﹁
真
の
意
味
の

0

0

0

0

0

遊
び
﹂と
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
︑プ
ラ
ト
ン
が
考
え
て
い
る
の
は
通
常
の
意
味
の﹁
遊
び
﹂で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
だ
が
︑

そ
う
だ
と
し
て
も
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
﹁
遊
び
﹂
を
理
想
の
生
き
方
と
し
て
認
め
な
か
っ
た
︒
キ
ッ
ド
や
ゴ
ー
テ
ィ
エ
・
ジ
ョ
リ

フ
の
見
立
て
に
よ
る
と20

︑
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
﹁
遊
び
﹂
を
否
定
し
て
﹁
降
格D

em
otion

﹂
さ
せ
る
た
め
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

が
持
ち
出
し
て
き
た
の
が
︑
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
﹁
閑
暇
﹂
や
﹁
余
暇
﹂
の
概
念
な
の
で
あ
る
︒

で
は
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
︑
な
ぜ
﹁
遊
び
﹂
が
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒﹁
遊
び
﹂
と
い
う
語
が

持
つ
﹁
軽
蔑
的
なpejorative

﹂
意
味
を
避
け
た
か21

︑あ
る
い
は
︑ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
﹁
仕
事
か
ら
解
放
さ
れ
た
際
の
活
動
﹂
と
﹁
仕

事
の
目
標
と
な
る
よ
う
な
活
動
﹂
を
区
別
し
た
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
だ
が
︑
こ
れ
ら
以
上
に
キ
ッ

ド
が
重
視
す
る
の
が
︑﹁
最
善
の
生
﹂
と
そ
の
担
い
手
に
か
ん
す
る
議
論
で
あ
る
︒﹁
人
間
で
あ
る
か
ら
に
は
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
こ

と
に
つ
い
て
︑
死
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
に
は
死
す
べ
き
も
の
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
に
つ
い
て
︑
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
る
べ
き
で
は

な
く
︑
許
さ
れ
る
か
ぎ
り
不
死
に
与
り
︑
自
己
の
内
な
る
最
高
の
も
の
に
即
し
て
生
き
る
た
め
に
︑
万
事
を
行
な
う
よ
う
に
す
べ
き

で
あ
る
﹂︵11773b31-4

︶︒
Ｅ
Ｎ
の
観
想
論
に
お
け
る
こ
の
有
名
な
箇
所
を
引
い
た
う
え
で
︑キ
ッ
ド
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒
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﹁︹
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
︺
こ
の
よ
う
に
遊
び
を
拒
絶
す
る
理
由
は
︑
最
善
の
生
と
い
う
も
の
が
神
的
な
生
に
似
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
ら
で
あ
り
︑
そ
の
生
に
お
け
る
最
善
の
活
動
が
︑
身
体
と
そ
の
制
約
か
ら
も
っ
と
も
解
き
放
た
れ
た
活
動
に
似
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る22

﹂︒

考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
︑﹁
身
体
的
な
活
動an em

bodied activity

﹂
で
あ
る
遊
び
と
﹁
非
身
体
的
な
活
動a disem

bodied ac-

tivity

﹂
で
あ
る
観
想
と
い
う
区
別
で
あ
る
︒
非
身
体
的
な
神
的
観
想
を
模
範
と
す
る
以
上
︑
身
体
的
な
活
動
で
あ
る
遊
び
は
﹁
最
善

の
生
き
方
﹂
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
キ
ッ
ド
は
︑﹁
遊
び
﹂
の
有
す
る
こ
の
﹁
身
体
的em

bodied

﹂
と
い

う
特
徴
に
つ
い
て
さ
ら
に
説
明
し
て
い
る
︒
ま
ず
︑こ
の
文
脈
で
問
題
と
な
る
の
は
﹁
魂
﹂
と
﹁
身
体
﹂
の
二
分
法
と
い
う
よ
り
も
︑

む
し
ろ
﹁
魂
と
身
体
の
結
合
体
﹂
と
﹁
知
性nous

﹂
の
対
比
で
あ
る
と
指
摘
す
る23

︒
そ
の
う
え
で
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
﹁
遊
び
﹂

は
︑
た
ん
に
身
体
を
用
い
る
と
い
う
よ
り
も
強
い
意
味
で
﹁
身
体
的bodily

﹂
だ
と
キ
ッ
ド
は
言
う
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
の
文
脈
で
遊

び
は
﹁
遊
び
や
眠
り
︑
酩
酊
と
い
っ
た
活
動
を
カ
バ
ー
す
る
﹂﹁
弛
緩anesis

︵relaxation

︶﹂
と
い
う
意
味
で
﹁
身
体
的
﹂
と
言
わ

れ
て
い
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る24

︒
キ
ッ
ド
の
挙
げ
る
ユ
ニ
ー
ク
な
例
を
引
く
な
ら
ば
︑﹁
弛
緩
し
て
い
る
間
︑
魂
は
本
来
の
意
味
で

は
機
能
し
て
お
ら
ず
︑そ
の
機
能
を
休
止
し
て
い
る
︒
ま
る
で
︑魂
と
身
体
の
結
合
体
に
つ
い
て
︑一
時
的
に
そ
の
バ
ッ
テ
リ
ー
パ
ッ

ク
の
ス
イ
ッ
チ
が
切
ら
れ
て
︑
身
体
の
み
が
自
由
落
下
し
続
け
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒25

﹂

つ
ま
り
︑︿
遊
び
の
身
体
性
﹀
と
は
︑
魂
を
休
ま
せ
る
た
め
に
身
体
が
担
う
︵
過
去
の
経
験
に
由
来
し
て
身
体
が
動
く
だ
け
︶

と
い
う
意
味
で
の
身
体
性
で
あ
る
︵﹁
と
い
う
の
も
︑
そ
の
よ
う
な
魂
の
運
動
は
弛
緩
で
あ
り
︑
快
楽
ゆ
え
に
休
息
で
あ
る
﹂

︵1337b42-38a1

︶︶︒
キ
ッ
ド
は
︑﹃
天
に
つ
い
て
﹄
や
﹃
自
然
学
小
論
集
﹄
の
﹁
睡
眠
と
覚
醒
に
つ
い
て
﹂
な
ど
の
﹁
弛
緩
﹂﹁
休
止・

休
息
﹂
に
か
ん
す
る
テ
ク
ス
ト
を
取
り
上
げ
な
が
ら
自
説
の
補
強
を
行
な
っ
て
お
り26

︑
さ
ら
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
﹁
不
動
の

動
者
﹂
に
ま
で
話
を
広
げ
て
︑
身
体
的
運
動
ど
こ
ろ
か
精
神
的
運
動
を
欠
い
た
そ
の
あ
り
方
が
︑
プ
ラ
ト
ン
﹃
法
律
﹄
に
お
け
る
も

の
と
は
異
な
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る27

︒
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四　

閑
暇
と
余
暇
を
め
ぐ
っ
て

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
閑
暇
・
余
暇
に
か
ん
す
る
議
論
が
︑
プ
ラ
ト
ン
﹃
法
律
﹄
に
対
す
る
応
答
だ
と
い
う
理
解
は
︑
そ
の
通
り

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
︑﹁
遊
び
﹂
の
身
体
性
と
い
う
指
摘
は
︑︵
遊
び
に
よ
る
弛
緩
に
際
し
て
︑
果
た
し
て
本
当
に
魂
が
働
か

な
く
な
る
の
か
と
い
う
疑
問
は
残
る
が
︶︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
遊
び
を
最
善
の
生
と
し
て
認
め
な
い
理
由
と
し
て
は
妥
当
だ
ろ
う
︒

Ｅ
Ｎ
第
一
巻
の
幸
福
論
の
観
点
か
ら
し
て
も
︑
人
生
の
目
的
で
あ
る
幸
福
を
﹁
徳
に
即
し
た
魂
の
活
動
﹂︵1098a16-7

︶
だ
と
見
な

す
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
は
︑
魂
を
休
ま
せ
る
﹁
遊
び
﹂
を
幸
福
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
︒

キ
ッ
ド
の
解
釈
に
よ
っ
て
︑﹁
閑
暇
・
余
暇
﹂
と
﹁
遊
び
﹂
の
間
の
差
異
は
示
さ
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
け
れ
ど
も
︑
キ
ッ
ド

を
は
じ
め
と
し
た
近
年
の
解
釈
で
は
︑﹁
閑
暇
﹂
と
﹁
余
暇
﹂
の
関
係
が
充
分
に
あ
き
ら
か
で
は
な
い
︒
多
く
の
場
合
︑
二
つ
の
概

念
は
互
換
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る28

︒

た
し
か
に
︑
閑
暇
と
余
暇
の
互
換
性
を
支
持
す
る
テ
ク
ス
ト
も
存
在
す
る
︒
た
と
え
ば
︑﹃
政
治
学
﹄
第
七
巻
で
は
﹁
閑
暇
や

余
暇
の
時
を
過
ご
す
こ
と
の
た
め
にπρὸς τὴν σχολὴν καὶ διαγωγὴν

﹂
と
い
う
か
た
ち
で
閑
暇
と
余
暇
の
語
が
並
列
さ
れ
て
お

り
︑
こ
こ
で
は
閑
暇
が
余
暇
の
時
を
過
ご
す
こ
と
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
︒
さ
ら
に
︑
第
八
巻
第
三
章
に
お

い
て
音
楽
教
育
の
必
要
性
を
正
当
化
す
る
文
脈
で
︑
音
楽
が
必
要
な
の
は
﹁
余
暇
の
う
ち
で
の
閑
暇
の
た
め
にπρὸς τὴν ἐν τῇ 

διαγωγῇ σχολὴν

﹂︵1338a9-10

︶︑
あ
る
い
は
﹁
閑
暇
の
う
ち
で
余
暇
の
時
を
過
ご
す
た
め
にπρὸς τὴν ἐν τῇ σχολῇ διαγωγήν

﹂

︵1338a13-22

︶
と
い
っ
た
表
現
も
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
二
つ
の
句
で
は
﹁pros

＋
対
格
﹂
と
﹁en

＋
与
格
﹂
の
中
身
が
入
れ
替
わ
っ

て
お
り
︑
か
つ
て
は
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
が
疑
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た29

︒
だ
が
︑
二
つ
の
表
現
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
殆
ど

同
じ
だ
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
︒
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こ
こ
で
は
︑﹁
余
暇
の
時
を
過
ご
す
こ
とδιαγωγή

︵
デ
ィ
ア
ゴ
ー
ゲ
ー
︶﹂
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
語
の
成
り
立
ち
か
ら
考
え
て
み
た

い
︒
こ
の
語
は
︑
字
義
通
り
に
は
﹁
通
し
て
導
く
こ
とδιὰ

＋ἀγωγή

:leading through

﹂
を
意
味
す
る
が
︑﹁
生
涯
を
過
ご
す
こ

とpassing of life

﹂﹁
人
生
行
路w

ay or course of life

﹂
等
の
意
味
も
あ
り
︑
こ
こ
か
ら
︵
ⅰ
︶
時
の
過
ご
し
方w

ay of passing 

tim
e

︑︵
ⅱ
︶
愉
し
みam

usem
ent

︑
さ
ら
に
は
︵
ⅲ
︶
娯
楽
・
暇
つ
ぶ
しpastim

e

と
い
っ
た
語
義
も
派
生
し
て
く
る30

︒

前
世
紀
の
比
較
的
古
い
時
期
の
訳
語
を
見
る
か
ぎ
り
︑
従
来
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
音
楽
教
育
論
に
お
け
る
デ
ィ
ア
ゴ
ー
ゲ
ー
に

か
ん
し
て
は
︑︵
ⅱ
︶
の
愉
し
み
の
要
素
を
中
心
に
据
え
て
︑﹁
理
知
的
な
楽
し
み
﹂
と
い
う
意
味
で
解
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る31

︒

ま
た
︑
ロ
ー
ド
な
ど
音
楽
の
教
育
的
側
面
を
強
く
意
識
す
る
一
部
の
論
者
に
よ
っ
て
は
︑
こ
の
語
の
﹁
教
え
導
く
﹂
と
い
う
原
義
か

ら
︑﹁
自
己
改
善
﹂
や
﹁
心
の
涵
養cultivating of m

ind

﹂
な
ど
の
意
味
が
読
み
込
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る32

︒

こ
れ
に
対
し
て
︑
ク
ロ
ー
ト
は
︑
デ
ィ
ア
ゴ
ー
ゲ
ー
の
も
つ
︵
ⅰ
︶
時
間
的
契
機
を
重
視
し
た
う
え
で
︑
こ
の
語
か
ら
︵
ⅱ
︶
愉

し
み
と
い
う
意
味
を
排
除
し
て
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る33

︒
ク
ロ
ー
ト
以
降
︑
お
そ
ら
く
多
く
の
論
者
が
こ
の
解
釈
を
と
っ

て
い
る34

︒

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
他
の
用
例
を
み
る
か
ぎ
り35

︑
ク
ロ
ー
ト
の
言
う
よ
う
に
︑
音
楽
教
育
論
に
お
け
る
デ
ィ
ア
ゴ
ー
ゲ
ー

に
つ
い
て
も
︑基
本
的
に
は
﹁
余
暇
の
時
を
過
ご
す

0

0

0

0

0

こ
と
﹂
と
い
う
時
間
的
な
意
味
が
中
心
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
だ
ろ
う
︒
だ
が
︑

だ
か
ら
と
い
っ
て
︑
こ
の
語
が
︿
余
暇
の
時
を
過
ご
す
愉
し
み

0

0

0

﹀
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
む
こ
と
ま
で
否
定
す
る
必
要
は
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
こ
の
楽
し
み
と
い
う
要
素
の
有
無
が
︑﹁
閑
暇
﹂
と
﹁
余
暇
﹂
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
重
要
と

な
る
か
ら
で
あ
る
︒

ど
ち
ら
も
幸
福
と
密
接
な
関
わ
り
が
あ
り
︑
さ
ら
に
は
時
間
的
な
ゆ
と
り
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
以
上
︑﹁
閑
暇
﹂
と
﹁
余
暇
﹂

と
い
う
二
つ
の
概
念
に
︑
厳
密
な
区
別
を
認
め
る
こ
と
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
語
の
成
り
立
ち
や
本
稿
で
こ

れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
テ
ク
ス
ト
解
釈
か
ら
す
る
と
︑﹁
デ
ィ
ア
ゴ
ー
ゲ
ー
﹂
と
﹁
ス
コ
レ
ー
﹂
に
関
し
て
は
︑
次
の
よ
う
な
区
別
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を
見
る
こ
と
が
一
応
︑
可
能
で
あ
る
︒

す
な
わ
ち
︑︵
１
︶﹁
デ
ィ
ア
ゴ
ー
ゲ
ー
﹂
は
︑
動
詞
﹁
デ
ィ
ア
ゴ
ー
﹂︵
通
り
過
ぎ
る
・
生
を
送
る
︶
の
名
詞
形
と
し
て
︑﹁
時
を

過
ご
す
﹂
と
い
う
意
味
が
そ
の
中
核
に
あ
る
の
に
対
し
て
︑﹁
ス
コ
レ
ー
﹂
で
は
﹁
暇
で
あ
る
こ
と
﹂﹁
暇
な
時
間
の
あ
る
こ
と
﹂
そ

の
も
の
に
焦
点
が
当
た
っ
て
い
る
︒

︵
２
︶
音
楽
教
育
論
で
主
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
は
﹁
余
暇
︵
デ
ィ
ア
ゴ
ー
ゲ
ー
︶﹂
の
ほ
う
で
あ
り
︑
お
そ
ら
く
こ
の
理
由
と
な

る
の
が
︑音
楽
の
愉
し
み
を
は
じ
め
と
し
た
快
楽
と
の
親
近
性

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
︒
実
は
︑﹃
政
治
学
﹄
第
八
巻
第
五
章
以
降
の
テ
ク
ス
ト
で
は
︑

﹁
閑
暇
︵
ス
コ
レ
ー
︶﹂﹁
閑
暇
を
過
ご
す
こ
と
︵
ス
コ
ラ
ゼ
イ
ン
︶﹂
の
ほ
う
は
影
を
潜
め
︑
そ
の
後
ほ
ぼ
一
貫
し
て
﹁
余
暇
の
時
を

過
ご
す
こ
と
︵
デ
ィ
ア
ゴ
ー
ゲ
ー
︶﹂
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る36

︒
こ
の
語
は
︑︿
余
暇
の
時
を
過
ご
す
愉
し
み
﹀
だ
け
で
な
く
︑娯
楽・

暇
つ
ぶ
し
の
意
味
さ
え
持
つ
の
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑﹁
閑
暇
︵
ス
コ
レ
ー
︶﹂
に
つ
い
て
は
︑
本
稿
第
一
節
で
確
認
し
た
よ

う
に
︑﹁
閑
暇
と
暇
な
し
﹂﹁
平
和
と
戦
争
﹂
と
い
う
﹁
目
的
連
関
﹂
が
強
く
意
識
さ
れ
る
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
た
︒
こ
ち
ら
の
語

が
使
用
さ
れ
る
と
き
に
は
︑
と
く
に
﹁
暇
な
し
︵
ア
ス
コ
リ
ア
︶﹂
と
の
対
比
が
鮮
明
に
出
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒

五 〈
自
適
の
生
〉
か
ら
「
娯
楽
」
ま
で

﹁
閑
暇
﹂
よ
り
も
﹁
余
暇
﹂
の
ほ
う
が
意
味
合
い
が
広
く
︑
さ
ら
に
﹁
楽
し
み
﹂
と
の
つ
な
が
り
が
強
い
と
い
う
の
が
︑
本
稿
の

ひ
と
ま
ず
の
結
論
で
あ
る
︒
最
後
に
︑﹃
政
治
学
﹄
以
外
の
﹁
余
暇
﹂
の
用
例
に
あ
た
り
︑
こ
の
概
念
の
射
程
を
確
認
し
た
い
︒

ま
ず
︑
Ｅ
Ｎ
の
観
想
論
に
は
︑
先
に
見
た
﹃
政
治
学
﹄
第
八
巻
第
三
章
や
第
五
章
と
同
じ
よ
う
に
︑
幸
福
が
﹁
遊
び
﹂
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
を
語
る
議
論
が
あ
る
︒
第
十
巻
第
六
章
で
は
﹁
遊
び
﹂
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
︑﹁
遊
び
﹂
と
﹁
幸
福
﹂
が
﹁
他

の
も
の
の
ゆ
え
に
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
﹂︵1176b9-10

︶
点
で
共
通
す
る
と
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
遊
び
が
﹁
休
息
﹂︵b34

︶
を
も
た
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ら
す
の
に
対
し
て
幸
福
は
﹁
目
的
﹂︵b31

︶
で
あ
る
と
し
て
︑﹁
幸
福
は
遊
び
に
存
す
る
の
で
は
な
い
﹂︵b27-8

︶
と
も
語
ら
れ
る
︒

以
上
の
論
法
は
︑
本
稿
第
二
節
で
見
た
﹃
政
治
学
﹄
第
八
巻
第
三
章
お
よ
び
第
五
章
の
そ
れ
と
基
本
的
に
同
じ
だ
ろ
う
︒
問
題
と
な

る
の
は
︑
次
の
文
章
で
あ
る
︒

実
際
︑
人
々
は
︑
身
体
と
財
へ
の
配
慮
を
欠
く
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
れ
ら
︹
遊
び
の
う
ち
で
楽
し
い
も
の
︺
か
ら
︑
益
を
得

る
よ
り
も
害
を
受
け
て
い
る
︒
幸
福
だ
と
見
な
さ
れ
て
い
る
人
々
の
多
く
が
︑
こ
う
し
た
娯
楽

0

0

0

0

0

0

37へ
と

0

0

逃
げ
込
ん
で
お
り
︑
ゆ

え
に
︑
僭
主
た
ち
の
も
と
で
は
︑
こ
う
し
た
娯
楽
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

機
転
の
利
く
人
々
が
好
評
を
博
す
る
の
で
あ
る
︒︹
︙
︺
権
力
者

た
ち
が
そ
の
う
ち
で
閑
暇
に
憩
う38

ゆ
え
に
︑
こ
れ
ら
は
幸
福
に
資
す
る
と
思
わ
れ
て
い
る
が
︑
お
そ
ら
く
︑
そ
の
よ
う
な
人
々

は
何
の
証
左
に
も
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒︵1176b12-8

︶

誰
で
あ
っ
て
も
︑
ま
た
奴
隷
で
さ
え
も
︑
最
善
の
人
に
劣
ら
ず
身
体
的
快
楽
を
享
受
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
︒
だ
が
︑

奴
隷
を
し
て
︹
︙
︺
幸
福
に
与
ら
せ
る
者
は
い
な
い
︒
と
い
う
の
も
︑
幸
福
は
︑
こ
う
し
た
娯
楽
の
う
ち

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
は
な
く
︑
徳
に

即
し
た
活
動
に
存
す
る
か
ら
で
あ
る
︒︵1177a6-10
︶

こ
れ
ら
の
箇
所
に
お
け
る
デ
ィ
ア
ゴ
ー
ゲ
ー
の
意
味
は
︑あ
き
ら
か
に
︑先
に
み
た﹃
政
治
学
﹄の
場
合
と
異
な
っ
て
い
る
︒﹃
政
治
学
﹄

第
八
巻
の
議
論
に
お
い
て
︑﹁
余
暇
の
時
を
過
ご
す
こ
と
﹂
は
基
本
的
に
﹁
幸
福
﹂
や
﹁
音
楽
﹂
と
の
結
び
つ
き
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
︒

だ
が
︑Ｅ
Ｎ
の
引
用
に
お
け
る
デ
ィ
ア
ゴ
ー
ゲ
ー
は
︑複
数
形︵
デ
ィ
ア
ゴ
ー
ガ
イ
︶か
つ﹁
こ
う
し
た
﹂と
い
う
限
定
を
伴
っ
て
︑﹁
僭

主
た
ち
﹂
が
興
じ
る
楽
し
み
の
こ
と
︑
あ
る
い
は
自
由
人
だ
け
で
な
く
﹁
奴
隷
﹂
で
さ
え
も
等
し
く
与
る
﹁
身
体
的
快
楽
﹂
の
こ
と

を
指
す
︵
現
代
で
言
え
ば
︑
ギ
ャ
ン
ブ
ル
や
暴
飲
暴
食
の
快
楽
な
ど
が
︑
相
当
す
る
だ
ろ
う
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
こ
こ
で
は
﹁
娯
楽
﹂
と
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訳
出
し
た
︶︒
換
言
す
る
と
︑こ
の
文
脈
で
の
デ
ィ
ア
ゴ
ー
ゲ
ー
は
﹁
余
暇
﹂
で
は
な
く
︑む
し
ろ
﹁
遊
び
﹂
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
︒

以
上
の
Ｅ
Ｎ
に
お
け
る
﹁
娯
楽
﹂
を
一
方
の
極
と
し
て
︑﹃
形
而
上
学
﹄
第
十
二
巻
第
七
章
で
は
︑﹁
不
動
の
動
者
﹂
で
あ
る
神
の
﹁
自

適
の
暮
ら
し
﹂
を
表
す
た
め
に
︑
こ
の
同
じ
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る39

︒

こ
の
よ
う
な
原
理
に
︑
し
た
が
っ
て
︑
天
と
自
然
は
依
存
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
或
る
者
の
自
適
の
暮
ら
し

0

0

0

0

0

0

は
︑
私
た

ち
に
と
っ
て
も
最
善
の
︑
だ
が
私
た
ち
に
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
の
時
し
か
楽
し
め
な
い
最
善
の
も
の
で
あ
る
︒
と
い
う
の
は
︑

か
の
者
は
︑
つ
ね
に
こ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
︵
こ
の
こ
と
は
︑
私
た
ち
に
と
っ
て
は
不
可
能
で
あ
る
︶︒
な
ぜ

な
ら
︑
こ
の
も
の
の
現
実
活
動
は
︑
同
時
に
ま
た
快
楽
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
︹
︙
︺︒︵1072b13-6

︶

Ｅ
Ｎ
に
お
い
て
︑﹁
デ
ィ
ア
ゴ
ー
ゲ
ー
﹂
は
僭
主
や
奴
隷
で
さ
え
も
与
る
こ
と
の
で
き
る
﹁
娯
楽
﹂・﹁
気
晴
ら
し
﹂
と
し
て
捉
え

ら
れ
て
い
た
︒
た
だ
し
︑
こ
の
語
は
決
し
て
そ
の
よ
う
な
身
体
的
快
楽
の
み
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
︑﹃
政
治
学
﹄
の
音
楽
教
育

論
で
見
た
よ
う
に
︑﹁
自
由
人
﹂
に
相
応
し
い
仕
方
で
﹁
余
暇
の
時
を
過
ご
す
こ
と
﹂
や
︑
さ
ら
に
﹃
形
而
上
学
﹄
に
お
い
て
は
︑

神
の
嘉
す
る
︿
自
適
の
生
﹀
を
も
意
味
し
う
る
︒
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
︑﹁
デ
ィ
ア
ゴ
ー
ゲ
ー
﹂
が
快
楽
と
の
関

0

0

0

0

0

わ
り
で

0

0

0

論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
︒

＊
＊
＊

本
稿
を
閉
じ
る
に
際
し
て
︑︵﹁
忘
却
さ
れ
た
問
い
﹂
と
し
て
で
は
な
く
︶﹁
残
さ
れ
た
問
い
﹂
と
し
て
︑﹁
余
暇
の
時
を
過
ご
す
こ
と
﹂

を
め
ぐ
る
倫
理
学
的
・
美
学
的
解
釈
そ
れ
ぞ
れ
の
展
望
を
述
べ
て
お
き
た
い
︒

ま
ず
︑
美
学
的
解
釈
に
つ
い
て
い
え
ば
︑﹁
余
暇
﹂
に
つ
い
て
は
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
﹁
音
楽
︵
ム
ー
シ
ケ
ー
︶﹂
の
内

実
を
踏
ま
え
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒﹃
政
治
学
﹄
第
八
巻
で
こ
の
概
念
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
音
楽
教
育
論
と
い
う
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文
脈
に
お
い
て
で
あ
っ
た
︒
音
楽
は
﹁
余
暇
の
時
を
過
ご
す
こ
と
﹂
と
関
連
づ
け
ら
れ
た
が
︑余
暇
に
お
け
る
音
楽
の
活
動
と
し
て
︑

ど
の
よ
う
な
も
の
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
か
︒
こ
の
点
に
か
ん
す
る
﹃
政
治
学
﹄
第
八
巻
第
六
章
以
降
の
要
点
だ
け
を
示
す
と
︑
余

暇
の
た
め
の
音
楽
は
︑︵
１
︶
子
ど
も
で
は
な
く
自
由
人
で
あ
る
﹁
大
人
﹂
が
︑︵
２
︶
楽
器
を
奏
で
る
こ
と
で
は
な
く
﹁
聴
く
こ
と
﹂

を
通
し
て
︑︵
３
︶
教
育
の
た
め
の
性
格
的
旋
律
で
は
な
く
﹁
活
動
的
﹂﹁
霊
感
的
﹂
な
旋
律
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
︒

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
︑
当
然
︑﹃
詩
学
﹄
の
模
倣
論
・
カ
タ
ル
シ
ス
論
も
併
せ
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
︒

次
に
︑
倫
理
学
的
解
釈
と
し
て
は
︑
余
暇
の
愉
し
み
を
供
す
る
音
楽
と
﹁
哲
学
的
観
想
﹂
の
関
係
︑
さ
ら
に
は
︑
余
暇
と
﹁
思
慮

phronēsis

﹂
の
関
係
と
い
う
か
な
り
大
き
な
問
い
が
残
っ
て
い
る
︒
哲
学
と
音
楽
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑︵
Ａ
︶
音
楽
を
観
想
に
与

る
こ
と
の
で
き
な
い
市
民
に
と
っ
て
の
代
替
物
と
す
る
﹁
代
替
説
﹂︵cf. Solm

sen

︶
と
︑︵
Ｂ
︶
音
楽
が
観
想
へ
つ
な
が
る
と
す
る

﹁
接
近
説
﹂︵cf. K

raut

︶
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
る40

︒
ま
た
︑
第
八
巻
第
五
章
で
挙
げ
ら
れ
る
音
楽
の
三
つ
の
目
的
の
う
ち
︑﹁
余
暇

の
た
め
﹂は﹁
思
慮
の
た
め
﹂︵1339a25-6
︶と
も
言
い
換
え
ら
れ
て
い
た
が
︑﹃
政
治
学
﹄第
八
巻
の
音
楽
教
育
論
に
お
い
て
︑﹁
思
慮
﹂

と
い
う
語
が
現
わ
れ
る
の
は
こ
の
一
度
き
り
で
あ
り
︑
そ
の
内
容
に
関
す
る
具
体
的
な
説
明
は
い
っ
さ
い
見
ら
れ
な
い
︒﹃
政
治
学
﹄

に
お
け
る
﹁
思
慮
﹂
概
念
は
︑
Ｅ
Ｎ
に
お
け
る
﹁
思
慮
﹂
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
だ
ろ
う
か41

︒
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
も
︑

稿
を
改
め
る
こ
と
に
し
た
い
︒
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
本
稿
は
︑
こ
れ
ら
の
解
釈
を
論
じ
る
た
め
の
予
備
的
考
察
で
あ
る
︒

最
後
に
︑﹁
余
暇
﹂
と
い
う
日
本
語
訳
に
関
連
し
て
少
々
付
言
す
れ
ば
︑
従
来
︑﹁
余
暇
﹂
と
い
う
語
は
︑﹁
デ
ィ
ア
ゴ
ー
ゲ
ー
﹂

で
は
な
く﹁
ス
コ
レ
ー
﹂の
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る︵
と
り
わ
け
︑余
暇
学・レ
ジ
ャ
ー
論
の
分
野
で
は
︑﹁
レ

ジ
ャ
ーleisure

﹂概
念
の
起
源
と
し
て﹁
ス
コ
レ
ー
﹂に
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
い42

︶︒
し
か
し
な
が
ら
︑ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
主
に﹁
幸

福
な
生
﹂
と
の
関
連
で
語
る
﹁
ス
コ
レ
ー
﹂
と
︑余
っ
た
時
間
の
暇
つ
ぶ
し
を
想
起
さ
せ
る
現
代
日
本
語
の
﹁
余
暇
﹂
の
間
に
は
︑少
々

ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
た
め
︑
本
稿
で
は
﹁
娯
楽
﹂・﹁
気
晴
ら
し
﹂
等
の
意
味
を
も
含
み
う
る
﹁
デ
ィ
ア
ゴ
ー
ゲ
ー
﹂
の

訳
語
と
し
て
︑﹁
余
暇
﹂
を
敢
え
て
採
用
し
た
︒
現
代
に
お
け
る
余
暇
︵
自
由
時
間
︶・
レ
ジ
ャ
ー
・
娯
楽
等
の
問
題
の
背
景
理
論
と
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し
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
遡
る
場
合
、
従
来
の
「
ス
コ
レ
ー
」
だ
け
で
な
く
、「
デ
ィ
ア
ゴ
ー
ゲ
ー
」
と
い
う
概
念
を
併
せ
て
考
え

る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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覧
】

テ
ク
ス
ト
・
注
釈
・
翻
訳

・A
ufderheide, J.

（2020

） Aristotle's N
icom

achean Ethics Book X: Translation and  C
om

m
entary, C

am
bridge U

niversity Press.

・B
urnet, J.

（1963

）（ed.

）Platonis O
pera, vol. V, O

xford C
lassical Text.

・B
yw

ater, I.

（1894

）（ed.

）Aristotelis Ethica N
icom

achea, O
xford C

lassical Text （O
xford: C

larendon Press

）. 

・G
authier R

.A
. et Jolif, J.Y.

（1970

）Aristote: L'Éthique à N
icom

aque, Introduction, Traduction et C
om

m
entaire, 2e éd.

（Louvain

）.

・Jaeger, W
.

（1957

） （ed.

） Aristotelis M
etaphysica, O

xford C
lassical Text, O

xford U
niversity Press.

・K
raut, R

.

（1997

）（tr. w
ith com

m
entary

）Aristotle Politics Books VII and VIII （C
larendon Press

）. 

・N
ew

m
an, W

. L. （1897-1902

）The Politics of Aristotle, 2 vols. O
xford.

・R
oss, W

. D
.

（1957

）（ed.

）Aristotelis Politica, O
xford C

lassical Text

（O
xford: C

larendon Press

）. 

・Sim
pson, P.L.P.

（2002

）A Philosophical C
om

m
entary on the Politics of Aristotle, The U

niversity of N
orth C

arolina Press.

・Susem
ihl, F. and H

icks, R
. D

.

（1894

）（ed.

）The Politics of Aristotle.

・
牛
田
徳
子
訳
（
二
〇
〇
一
）『
政
治
学
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
（
西
洋
古
典
叢
書
）。

・
加
藤
信
朗
訳
（
一
九
七
三
）『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
１
３
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
岩
波
書
店
。

・
神
崎
繁
訳
（
二
〇
一
四
）『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
１
５ 

ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
岩
波
書
店
。

・
神
崎
・
相
澤
・
瀬
口
訳
（
二
〇
一
八
）『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
１
７ 

政
治
学
・
家
政
学
』
岩
波
書
店
。

・
朴
一
功
訳
（
二
〇
〇
二
）『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
（
西
洋
古
典
叢
書
）。

・
森
・
加
来
・
池
田
訳
（
一
九
九
三
）『
法
律
（
下
）』（
岩
波
文
庫
）。
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・
山
本
光
雄
訳
︵
一
九
六
一
︶﹃
政
治
学
﹄︵
岩
波
文
庫
︶︒

・
渡
辺
邦
夫
・
立
花
幸
司
訳
︵
二
〇
一
六
︶﹃
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
︵
下
︶﹄︵
光
文
社
古
典
新
訳
文
庫
︶︒

二
次
文
献

・A
nastasiadis

︵2004

︶, V. I. ‘Idealized ΣΧ
Ο

Λ
Η

 and D
isdain for W

ork: A
spects of Philosophy and Politics in A

ncient D
em

ocracy’, The C
lassical Q

uar-

terly, Vol. 54, N
o. 1.

・B
roadie, S.

︵2006
︶‘A

ristotle and C
ontem

porary Ethics’, in K
raut, R

. (ed.) The Blackw
ell G

uide to Aristotle’s N
icom

achean Ethics, Blackw
ell. 

　
　
　
　
︵2007

︶Aristotle and Beyond, C
am

bridge U
niversity Press.

・D
epew

, P.

︵1991

︶“Politics, M
usic, and C

ontem
plation in A

ristotle’s Ideal State” in K
eyt, D

. and M
iller, F.

︵eds.

︶A C
om

panion to Aristotle's 

Politics, O
xford, 346-380.

・D
estrée, P. ︵2013

︶‘Education, Leisure, and Politics’, in D
eslauriers, M

. and D
estrée, P. (eds.), The C

am
bridge C

om
panion to Aristotle’s Politics, 

C
am

bridge U
niversity Press, 301-323.

・Frede, D
.

︵2010

︶“Puppets on strings: m
oral psychology in Law

s B
ooks 1 and 2”,  in B

obonich C
. (ed.), Plato’s Law

s: A C
ritical G

uide, C
am

bridge 

U
niversity Press.

・Ford, A
.

︵2004

︶, “C
atharsis: The Pow

er of M
usic in A

ristotle’s Politics”, in M
urray, P. and W

ilson, P.

︵eds.

︶ ︵2004

︶, M
usic and the M

uses: The 

C
ulture of “M

ousikē” in the C
lassical Athenian C

ity, O
xford.

・K
idd, S.

︵2019

︶Play and Aesthetics in Ancient G
reece, C

am
bridge U

niversity Press.

・Liddell, H
.G

. and Scott, R
.

︵1940

︶A G
reek-English Lexicon, revised and augm

ented throughout by. Jones, H
.S. w

ith the assistance of M
cK

enzie R
., 

O
xford, C

larendon Press.

・Lord, C
.

︵1982

︶Education and C
ulture in the Political Thought of Aristotle, Ithaca.

・Pieper, J.

︵1948

︶M
uße und K

ult, K
ösel-Verlag

︵
邦
訳
:
稲
垣
良
典
訳
︵
一
九
八
八
︶﹃
余
暇
と
祝
祭
﹄
講
談
社
学
術
文
庫
︶︒

・Solm
sen, F. ︵1964

︶, ‘Leisure and Play in A
ristotle’s Ideal State.’, Rheinisches M

useum
 für Philologie, 107.

・
岩
田
靖
夫
︵
二
〇
一
五
︶﹃
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
政
治
思
想
﹄
岩
波
書
店
︒

・
加
藤
喜
市︵
二
〇
一
三
︶﹁
快
苦
と
幸
福
な
生
︱
︱
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
に
お
け
る︿
生
の
完
全
化
﹀に
つ
い
て
︱
︱
﹂︵
日
本
倫
理
学
会﹃
倫
理
学
年
報
﹄第
６
２
集
︶︒

・
栗
原
雅
美
︵
二
〇
〇
二
︶﹁
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
﹃
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
﹄
第
一
〇
巻
第
七
章
に
お
け
る
﹁
ス
コ
レ
ー
﹂
と
幸
福
﹂︵﹃
一
橋
論
叢
﹄
第
１
２
８
巻
︑第
３
号
︶︒
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・
斉
藤
和
也
︵
二
〇
一
六
︶﹁
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
閑
暇
の
概
念
に
つ
い
て
﹂︵﹃
香
川
大
学
経
済
論
叢
﹄
第
８
８
巻
︑
第
４
号
︶︒ 

︱
︱
︱
︱
︵
二
〇
一
九
︶﹁
閑
暇
に
お
け
る
共
歓
﹂︵﹃
香
川
大
学
経
済
論
叢
﹄
第
９
２
巻
︑
第
３
号
︶︒

・
薗
田
碩
哉
︵
二
〇
一
五
︶﹁
余
暇
﹂︵
渡
辺
編
﹃
レ
ジ
ャ
ー
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
﹄
世
界
思
想
社
︶︒

・
原
正
幸
︵
一
九
九
〇
︶﹁
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
﹃
政
治
学
﹄
第
Ⅷ
巻
の
音
楽
教
育
論
﹂︵﹃
西
洋
古
典
学
研
究
﹄
第
３
８
巻
︶︒

・
渡
辺
潤
編
︵
二
〇
一
五
︶﹃
レ
ジ
ャ
ー
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
﹄
世
界
思
想
社
︒

注

1 
 cf. B

roadie

︵2006

:357
︶. 
な
お
︑こ
の
論
考
が
再
録
さ
れ
て
い
る
論
文
集
︵2007

︶
の
最
後
に
︑﹁
閑
暇
﹂
と
い
う
題
材
を
扱
っ

た
彼
女
自
身
の
論
考 ‘Taking stock of leisure’ 

が
収
め
ら
れ
て
い
る
︒

2 

﹃
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
﹄
に
お
け
る
﹁
ス
コ
レ
ー
﹂
の
訳
語
と
し
て
は
︑
た
と
え
ば
﹁
余
裕
﹂︵
加
藤
訳
:
訳
注
で
は
﹁
余
暇
﹂

と
い
う
訳
語
も
挙
げ
て
︑そ
れ
が
﹁
無
為
﹂
お
よ
び
﹁
遊
び
﹂
と
対
比
さ
れ
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
い
る
︶︑﹁
余
暇
﹂︵
朴
訳
︶︑

﹁
ゆ
と
り
﹂︵
神
崎
訳
︶︑﹁
余
暇
﹂︵
渡
辺
・
立
花
訳
︶
な
ど
︒
英
訳
は
ほ
ぼ
﹁leisure

﹂
で
一
致
し
て
い
る
︒

3 
cf. Pieper

︵1948

︶.

4 

古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
﹁
閑
暇
﹂
概
念
に
か
ん
す
る
古
典
的
研
究
と
し
て
は
︑cf. Solm

sen

︵1964

︶.

5 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
に
お
け
る
﹁
閑
暇
﹂
に
つ
い
て
着
目
し
た
希
少
な
邦
語
の
論
考
と
し
て
︑cf. 

栗
原
︵
二
〇
〇
二
︶︑
斉
藤

︵
二
〇
一
六
︶・︵
二
〇
一
九
︶︒

6 

デ
ィ
ア
ゴ
ー
ゲ
ー
の
訳
語
は
そ
れ
ぞ
れ
の
訳
者
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
お
り
統
一
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
原
訳
︵﹁
真
の
余
暇
の
活

動
﹂︶・
瀬
口
訳
︵﹁
余
暇
の
暮
ら
し
﹂︶
を
踏
ま
え
て
︑
ひ
と
ま
ず
﹁
余
暇
﹂・﹁
余
暇
の
時
を
過
ご
す
こ
と
﹂
と
訳
し
て
お
く
︒
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7 
K

idd

︵2019

︶.
8 
こ
こ
で
は
︑魂
の
﹁
理
性
的
部
分
﹂
と
﹁
理
性
を
持
た
な
い
が
︑理
性
に
聞
き
従
う
こ
と
の
で
き
る
部
分
﹂
が
言
及
さ
れ
て
お
り
︑

Ｅ
Ｎ
第
一
巻
第
十
三
章
で
も
︑
同
様
の
議
論
が
見
ら
れ
る
︒﹃
政
治
学
﹄
で
は
さ
ら
に
︑﹁
観
想
的
理
性
の
部
分
﹂
と
﹁
実
践

的
理
性
の
部
分
﹂
が
区
別
さ
れ
る
︒

9 

観
想
と
実
践
の
関
係
を
め
ぐ
る
﹁
包
括
説inclusive view

﹂﹁
優
越
説dom

inant view

﹂
の
問
題
に
つ
い
て
は
︑拙
稿
︵2013

︶

参
照
︒
こ
の
問
題
に
つ
い
て
︑A

ufderheide

︵2020

︶
は
︑﹁
複
数
説pluralism

﹂﹁
単
一
説m

onism

﹂
と
し
て
説
明
す
る
︒

10 
καλόν

︵
カ
ロ
ン
︶
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
語
は
︑
美
的
な
意
味
で
の
﹁
美
し
さ
﹂
と
倫
理
的
な
意
味
で
の
﹁
立
派
さ
﹂
を
と
も
に

表
す
語
で
あ
る
︒
本
稿
を
通
じ
て
﹁
美
し
く
立
派
な
﹂
と
訳
さ
れ
る
︒

11 

至
福
な
人
々
の
活
動
と
し
て
実
践
が
削
ぎ
落
と
さ
れ
て
︑
た
だ
観
想
の
み
が
残
る
と
す
る
﹃
哲
学
の
す
す
め
﹄
の
有
名
な
議

論
と
は
異
な
り
︑﹃
政
治
学
﹄
で
は
こ
れ
ら
の
島
に
住
ま
う
人
が
哲
学
・
正
義
・
節
度
を
必
要
と
す
る
と
さ
れ
る
︒

12 

こ
こ
で
は
︑﹁
幸
福
﹂
と
﹁
至
福
に
生
き
る
こ
と
︵
マ
カ
リ
ゼ
イ
ン
︶﹂
が
区
別
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
お
そ
ら
く
︑﹁
至

福
﹂
の
ほ
う
は
︑
神
的
で
完
全
な
幸
福
を
指
す
の
だ
ろ
う
︒

13 
cf. N

ew
m

an

︵1902

:513

︶﹁i.e.  happiness
﹂︒

14 

こ
の
箇
所
の
議
論
は
︑あ
き
ら
か
に
︑Ｅ
Ｎ
の
快
楽
論
の
内
容
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
︒
第
七
巻
の
快
楽
論
Ａ
で
は
︑﹁
最
高
善
﹂

で
あ
る
幸
福
と
の
関
連
で
︑
各
々
の
性
向
の
違
い
に
応
じ
て
求
め
る
快
楽
が
異
な
る
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
た
︵1153b25-32

︶︒

ま
た
︑第
十
巻
の
快
楽
論
Ｂ
で
︑快
楽
の
﹁
種
﹂
に
お
け
る
差
を
導
入
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
意
図
は
︑﹁
完
全
で
至
福
な
人
﹂

の
活
動
を
完
全
に
す
る
快
楽
を
︑
快
楽
の
基
準
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
︵1176a26-9

︶︒

15 

音
楽
を
通
じ
た
﹁
徳
﹂
の
教
育
︑
そ
れ
が
﹁
真
な
る
余
暇
の
活
動
﹂
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
と
い
う
点
を
論
じ
た
も

の
と
し
て
︑cf. 

原
︵
一
九
九
〇
︶︒
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16 
cf.

﹃
政
治
学
﹄
第
七
巻
第
一
章
﹁
幸
福
に
生
き
る
こ
と
は
︑
人
間
に
と
っ
て
は
享
楽
の
う
ち
に
存
す
る
に
せ
よ
︑
徳
の
う
ち

に
存
す
る
に
せ
よ
︑
あ
る
い
は
そ
の
両
者
に
存
す
る
に
せ
よ
︹
︙
︺﹂︵1323b1-2

︶︒

17 
お
そ
ら
く
︑こ
の
﹁
共
通
の
快
楽
﹂・﹁
自
然
本
性
的
な
快
楽
﹂
の
延
長
線
上
で
︑音
楽
教
育
論
に
お
け
る
﹁
浄
化
︵
カ
タ
ル
シ
ス
︶﹂

に
つ
い
て
も
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
︒
第
八
巻
第
七
章
で
︑
音
楽
は
﹁
浄
化
﹂
に
も
役
立
つ
と
さ
れ
て
い
る
︵1341b38

︶︒

本
稿
で
は
︑﹃
詩
学
﹄の﹁
カ
タ
ル
シ
ス
﹂と
の
関
係
に
つ
い
て
は
立
ち
入
ら
な
い
︒
だ
が
︑﹃
政
治
学
﹄で
言
わ
れ
て
い
る﹁
浄
化
﹂

が
︑﹁
治
療
﹂
や
﹁
清
浄
﹂
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
お
り
︑
さ
ら
に
﹁
快
さ
﹂
と
の
関
連
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
︑

先
に
見
た
﹁
遊
び
﹂
が
﹁
苦
痛
を
癒
す
一
種
の
治
療
﹂
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
関
連
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

18 
K

idd

︵2019

︶.

19 

こ
の
比
喩
に
つ
い
て
は
︑﹃
法
律
﹄
第
一
巻644D

で
導
入
さ
れ
て
い
る
︒cf. Frede

︵2010

︶.

20 
K

idd

︵2019

:127

︶. cf. G
authier-Jolif

︵1970

︶.

21 

﹁
遊
び
︵
パ
イ
デ
ィ
ア
︶﹂
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
語
は
﹁
子
ど
も
︵
パ
イ
ス
︶﹂
に
由
来
し
て
お
り
︑﹁
子
ど
も
じ
み
た
・
子
ど
も
っ

ぽ
い
︵
パ
イ
デ
ィ
オ
ス
︶﹂
と
い
う
含
み
を
持
つ
︒

22 
K

idd

︵2019

:136

︶.

23 
K

idd

︵2019

:137

︶.

24 
K

idd

︵2019

:138

︶.

25 
ibid.

26 
K

idd

︵2019

:138ff.

︶.

27 
K

idd

︵2019

:141-2

︶.

28 
K

idd

︵2019

:131, n.43

︶; Ford

︵2004

:313

︶; D
estrée

︵2013

:322, n.12
︶﹁
実
際
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
﹁scholē

︵
閑
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暇
の
時
︶﹂
と
﹁diagōgē

︵
閑
暇
の
生
︶﹂
を
殆
ど
互
換
可
能
に
用
い
て
い
る
﹂︒

29 
cf. Susem

ihl

︵1894

:576

︶; N
ew

m
an

︵1902

:514

︶.
30 

LSJ
︵II-2

︶
で
は
︑
お
も
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
用
例
に
依
拠
し
て
三
つ
の
意
味
が
載
っ
て
い
る
︒ 

31 
cf.

﹁noble enjoym
ent

﹂﹁rational enjoym
ent

﹂︵N
ew

m
an

︶;

﹁rational enjoym
ent

﹂︵Susem
ihl

︶;

﹁cultured pursuits

﹂

︵Sim
pson

︶;
﹁
高
尚
な
楽
し
み
﹂︵
山
本
︶︒

32 
Lord

︵1982
︶. cf. A

nastasiadis

︵2004

:72

︶.

33 
cf. K

raut

︵1997
:144
︶﹁
そ
れ
︹
=diagōgē

︺
は
︑
動
詞diagō

︵
た
ん
に
﹁
通
り
過
ぎ
る
﹂
を
意
味
す
る
︶
か
ら
派
生

し
た
名
詞
だ
が
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
つ
ね
に
︑
空
間
的
な
通
過
と
い
う
よ
り
も
︑
時
間
的
な
経
過
に
言
及
す
る
た
め
に
用

い
る
﹂︒
な
お
︑
ク
ロ
ー
ト
は
﹁
遊
びpaidia

﹂
の
訳
語
に
﹁
愉
し
みam

usem
ent

﹂
を
用
い
て
い
る
︒

34 

近
年
の
日
本
語
訳
は
︑
ど
れ
も
こ
の
傾
向
に
倣
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒cf.

﹁
閑
暇
の
と
き
の
過
ご
し
方
﹂﹁
閑
暇
の
う

ち
に
と
き
を
過
ご
す
た
め
﹂︵
牛
田
訳
︶︑﹁
時
の
過
ご
し
方
に
お
け
る
ゆ
と
り
﹂﹁
ゆ
と
り
に
お
け
る
時
の
過
ご
し
方
﹂︵
神
崎

解
説
:
注
７
４
︶︑﹁
余
暇
に
お
い
て
時
を
過
ご
す
た
め
﹂︵
瀬
口
訳
︶︒ 

35 

ク
ロ
ー
ト
の
挙
げ
る
箇
所
で
は
︑
動
物
・
神
・
技
術
と
の
関
連
でdiagōgē

が
使
わ
れ
て
い
る
︵cf. K

raut

︵1997:144

︶︒

cf.

﹃
動
物
誌
﹄
第
八
巻
第
二
章589a27

︑﹃
形
而
上
学
﹄ 
第
十
二
巻
第
七
章1072b14

︵
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
次
節
で
取
り

上
げ
る
︶︑ 第
一
巻
第
一
章981b18.

36 

第
八
巻
第
六
章1341a28

で
は
例
外
的
に
︑
人
々
が
﹁
よ
り
暇
に
な
る
とscholastikōteroi

﹂
と
い
う
﹁
閑
暇
﹂
系
の
語
が
使

用
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
と
く
に
﹁
戦
時
と
平
和
時
﹂
の
対
比
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
︒

37 

﹁
余
暇
﹂
と
の
つ
な
が
り
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
訳
語
に
迷
っ
た
が
︑
無
理
に
﹁
余
暇
﹂
と
い
う
語
を
入
れ
て
不

自
然
に
な
る
こ
と
を
避
け
て
訳
し
分
け
る
︒cf.

﹁
遊
び
で
時
を
過
ご
す
こ
と
﹂﹁
娯
楽
﹂︵
朴
訳
︶︑﹁
楽
し
み
﹂︵
加
藤
訳
︶︑﹁
気
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晴
ら
し
﹂︵
神
崎
訳
︶︑﹁
娯
楽
﹂︵
渡
辺
・
立
花
訳
︶︒

38 

原
語
は
﹁aposcholazein

﹂︒﹁apo

﹂
が
つ
い
て
い
る
た
め
︑﹁scholazein

﹂
と
は
訳
し
分
け
る
︒

39 
Susem

ihl

︵1894

:542

︶・K
raut

︵1997

:144

︶
が
こ
の
箇
所
に
言
及
し
て
い
る
︒ 

40 
cf. D

epew

︵1990

:347, 371ff.

︶. 

岩
田
︵
二
〇
一
五
︶
は
︑
両
説
を
鋭
く
対
立
さ
せ
る
の
で
は
な
く
︑
音
楽
を
観
想
の
﹁
代

替
物
﹂
で
あ
る
と
と
も
に
︑﹁
観
想
に
連
続
・
接
近
す
る
も
の
﹂
と
し
て
も
捉
え
る
︑
相
補
的
な
立
場
を
採
っ
て
い
る
︒ 

41 

Ｅ
Ｎ
第
六
巻
の
思
考
の
卓
越
性
論
を
参
照
す
る
と
︑
思
慮
と
は
﹁
人
間
に
と
っ
て
の
善
悪
に
つ
い
て
の
︑
理
を
伴
う
︑
行
為

に
関
わ
る
真
な
る
性
向
﹂︵1146b5-6

︶︑
い
わ
ゆ
る
﹁
実
践
知practical w

isdom

﹂
で
あ
り
︑
観
想
の
た
め
の
徳
で
あ
る
﹁
知

性nous

﹂
や
﹁
知
恵sophia

﹂
と
は
区
別
さ
れ
る
︒
こ
の
理
解
に
従
う
な
ら
ば
︑
た
と
え
音
楽
が
﹁
思
慮
の
た
め
﹂
に
役
立

つ
と
し
て
も
︑
観
想
活
動
と
直
接
に
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
︒

42 

渡
辺
︵
二
〇
一
五
:
２
︶・
薗
田
︵
二
〇
一
五
:
１
５
︶︒
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