
近

世

哲

学

と

は

な

に

か

―

―

新
し
い
哲
学
史
像
の
た
め
に

福

谷

茂

近
世
哲
学
と
い
う
哲
学
の
一
形
態
を
生
み
出
し
た
の
は
ど
の
よ
う

な
状
況
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
る
と
、
こ
の
時
期
の
哲
学

の
持
つ
特
異
な
形
態
は
、
何
に
由
来
し
て
実
現
し
た
も
の
な
の
か
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
を
専
攻
し
て
い
て
も
他
の
時
期
を
専
門
と
す
る

研
究
者
は
、
や
は
り
近
世
哲
学
に
対
し
て
、
時
に
こ
の
よ
う
な
問
い

を
奇
異
の
念
を
こ
め
て
心
に
抱
く
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
ま
し
て
そ
の
他
の
地
域
の
思
想
の
専
門
家
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近

（
一
）

世
哲
学
に
お
い
て
決
し
て
自
明
で
は
な
い
一
種
の
偏
り
を
見
出
し
た

と
し
て
も
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
一
九
世
紀
の
ド

イ
ツ
で
成
立
し
た
哲
学
史
と
い
う
学
問
が
、
特
に
そ
の
教
科
書
的
図

式
が
、
あ
ち
こ
ち
で
見
直
し
を
迫
ら
れ
て
い
る
現
時
点
こ
そ
、
我
々

近
世
哲
学
を
専
攻
す
る
者
も
ま
た
改
め
て
自
ら
こ
の
よ
う
な
（
禁
じ

ら
れ
た
？
）
問
い
を
立
て
る
に
は
自
然
な
時
で
あ
り
、
む
し
ろ
好
機

が
到
来
し
て
い
る
と
さ
え
言
え
よ
う
。
我
々
は
以
下
に
お
い
て
、
近

（
二
）

世
哲
学
に
固
有
な
姿
勢
と
態
度
の
拠
っ
て
来
る
と
こ
ろ
を
求
め
る
な

ら
ば
、
先
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
一
六
世
紀
末
に
お
い
て
生
起
し
た
、
母
胎

と
し
て
の
形
而
上
学
の
、
し
か
も
そ
の
死
と
再
生
と
変
容
に
こ
そ
着

目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
い
。
こ
れ
は
近
世

哲
学
に
と
っ
て
、
今
ひ
と
つ
の
重
要
な
契
機
で
あ
る
近
世
自
然
学
の

確
立
に
も
先
立
つ
決
定
的
な
出
来
事
な
の
で
あ
る
。

後
世
〈
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
学
〉
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

近世哲学とはなにか／28



っ
た
も
の
の
原
像
が
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
純

専
門
家
の
問
題
と
し
て
別
手
に
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

（
三
）

し
か
し
そ
の
注
釈
作
業
を
重
要
な
原
動
力
と
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
形
而
上
学
の
歴
史
自
体
も
ま
た
、
実
は
一
口
に
連
綿

た
る
伝
統
と
だ
け
言
っ
て
片
付
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
大
き
な
変
貌

を
経
験
し
て
き
て
い
る
。
こ
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
の
歴
史
を
、
時

代
区
分
問
題
と
い
う
い
わ
ば
研
究
史
上
の
一
問
題
に
限
局
し
て

形

、〈

而
上
学
〉
と
い
う
不
動
の

が
あ
る
と
い
う
前
提
そ
の
も

terra
firm

a

、

、

の
は
疑
わ
ず
に

平
坦
化
し
て
叙
述
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
し

む
し
ろ
従
来
は
そ
の
よ
う
に
形
而
上
学
と
い
う
堅
固
な
枠
の
中
で
の

変
遷
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
事
実
、
形
而
上
学
そ
の
も
の
は
現

（
四
）

在
に
お
い
て
も
「
一
と
多

「
普
遍
と
個
別

「
存
在
と
本
質
」
と
い

」

」

う
よ
う
な
万
古
不
易
の
大
テ
ー
マ
を
巡
る
終
わ
る
こ
と
の
な
い
議
論

と
し
て
哲
学
の
一
分
野
と
い
う
言
わ
ば
（
皮
肉
に
も
！
）
安
定
し
た

位
置
を
与
え
ら
れ
、
ま
た
そ
こ
に
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ん

や
現
代
ス
コ
ラ
哲
学
で
形
而
上
学
な
い
し
存
在
論
は
そ
の
教
科
書

上
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
上
の
確
固
と
し
た
（
し
す
ぎ
た
？
）
地
位
を
依

然
と
し
て
保
持
し
て
い
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
そ
し
て
、
正
に
こ

の
よ
う
な
仕
方
に
お
い
て

〈
形
而
上
学
〉
そ
の
も
の
は
言
わ
ば
自
明

、

化
し
、
も
は
や
問
題
性
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

、

、

、

し
か
し

形
而
上
学
と
は

な
か
ん
ず
く
近
世
の
形
而
上
学
と
は

そ
れ
ほ
ど
無
邪
気
に
受
け
入
れ
て
よ
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
？

ま

た
、
受
け
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
？

そ
し
て
、

受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
だ
ろ
う
か
？

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

本
稿
で
は
、
我
々
が
近
世
哲
学
の
名
の
も
と
に
理
解
し
て
い
る
一

七
世
紀
前
半
の
デ
カ
ル
ト
か
ら
一
八
世
紀
末
の
カ
ン
ト
に
い
た
る
哲

学
の
展
開
を
、
一
六
世
紀
末
に
、
し
た
が
っ
て
近
世
哲
学
本
体
の
登

場
に
先
立
っ
て
達
成
さ
れ
た
形
而
上
学
の
再
編
成
を
基
点
と
し
て
、

い
わ
ば
そ
れ
の
副
産
物
と
し
て
捉
え
得
る
と
い
う
観
点
を
提
示
し
た

い
。
た
だ
し
こ
の
副
産
物
の
登
場
に
お
い
て
、
い
わ
ば
地
と
図
と
の

逆
転
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
近
世
哲
学
の
歩
み
の
開
始
に
あ
た
っ

て
は
、
形
而
上
学
の
近
世
的
な
再
生
と
変
容
が
そ
れ
に
先
行
し
て
お

り
、
い
わ
ゆ
る
近
世
哲
学
は
こ
の
出
来
事
が
後
世
に
残
し
、
ま
た
問

い
か
け
た
問
題
に
対
す
る
応
答
と
い
う
基
本
性
格
を
持
っ
た
上
で
、

そ
の
固
有
の
展
開
を
遂
げ
て
き
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い

う
の
が
以
下
で
主
張
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
近
世
哲

学
を
総
体
と
し
て
生
み
出
し
た
い
わ
ば
母
胎
に
あ
た
る
状
況
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

「
近
世
哲
学
」
の
哲
学
と
し
て
の
、
ま

、
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た
哲
学
史
上
に
お
け
る
特
殊
性
を
把
握
し
た
い
と
い
う
の
が
我
々
の

後
の
狙
い
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
ず
か
ら
我
々
の
哲
学

、
、
、

史
観
も
ま
た
時
間
的
・
空
間
的
な
広
が
り
を
得
る
こ
と
を
期
待
し
た

い
。

一

近
世
の
発
端
に
お
い
て
形
而
上
学
は
死
を
宣
告
さ
れ
た
。
そ
し
て

そ
れ
は
哲
学
的
に
行
わ
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
宗
教
改
革
、
な
か
ん
ず
く
、
ル
タ
ー
に
よ
る
形
而
上
学
断
罪
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
唯
名
論
な
い
し
個
体
主
義
は
す
で
に

中
世
末
期
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
に
発
祥
し

て
い
た
。
と
は
い
え
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
内
に
お
け
る
ド
ミ
ニ
コ
会

対
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
と
い
う
対
立
的
並
存
の
状
況
を
超
え
て
、
形
而

上
学
と
そ
れ
に
象
徴
さ
れ
た
在
来
の
世
界
観
に
対
す
る
根
本
的
な
挑

戦
と
い
う
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
意
義
を
初
め
て
鮮
明
に
す
る
こ
と
が
で
き

た
の
は
、
そ
れ
が
オ
ッ
カ
ム
（
一
二
八
〇
頃
―
一
三
四
九
頃
）
か
ら

ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ビ
ー
ル
（
一
四
三
〇
頃
―
一
四
九
五
）
を
経
て
ル
タ

ー
（
一
四
八
三
―
一
五
四
六
）
に
受
け
継
が
れ
た
一
六
世
紀
初
頭
に

お
い
て
で
あ
る
。

ル
タ
ー
は
カ
ト
リ
ッ
ク
が
形
而
上
学
と
一
体
化
し
て
い
た
と
い
う

事
実
を
踏
ま
え
、
形
而
上
学
を
排
斥
す
る
と
い
う
こ
と
を
自
己
の
事

業
の
重
大
な
一
部
と
し
て
い
た

「
プ
ラ
ト
ン
と
ス
コ
ト
ゥ
ス
派
が

。

異
端
か
フ
ス
派
の
よ
う
に
教
育
か
ら
排
斥
さ
れ
て
い
た
」
エ
ル
フ
ル

（
五
）

ト
大
学
で
学
ん
だ
ル
タ
ー
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
論
理
学
と
修
辞
学

と
詩
学
の
巨
匠
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
、
教

義
そ
の
も
の
が
正
式
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
由
来
す
る
形
而
上
学

、
、
、
、

の
タ
ー
ム
を
用
い
て
定
式
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
顕
著
な
事

実
で
あ
る
。
イ
エ
ズ
ス
会
の
長
崎
版
「
ど
ち
り
な
・
き
り
し
た
ん
」

（
一
六
〇
〇
年
）
で
さ
え
三
位
一
体
の
定
式
化
に
際
し
て
は
「
す
す

た
ん
し
あ
」
と
い
う
言
葉
を
そ
の
ま
ま
使
う
ほ
か
な
か
っ
た
こ
と
に

も
こ
の
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
カ
ト
リ

（
六
）

ッ
ク
的
キ
リ
ス
ト
教
と
の
根
本
的
な
対
決
は
同
時
に
形
而
上
学
、
と

り
わ
け
こ
れ
ま
た
後
代
一
七
世
紀
に
「
存
在
論

」
と
よ
ば

ontologia
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
そ
の
基
礎
的
部
門
の
圏
域
か
ら
キ
リ
ス
ト
教

を
絶
縁
す
る
こ
と
と
し
て
果
た
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
帰
結
が
い
か
な
る
こ
と
に
な
っ
た
か
は
、
ル
タ
ー
の
盟
友
メ
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ラ
ン
ヒ
ト
ン
（
一
四
九
七
―
一
五
六
〇
）
が
行
っ
た
、
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
系
大
学
の
た
め
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
改
革
と
教
科
書
の
作
成
に

そ
の
具
体
相
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
は
言
わ
ば
哲

学
の
非
形
而
上
学
化
を
実
行
し
た
。
哲
学
は
素
朴
に
、
神
に
よ
っ
て

普
遍
的
に
ア
ニ
マ
の
う
ち
に
宿
ら
せ
ら
れ
、
我
々
の
日
常
生
活
を
直

接
的
に
領
導
す
る
と
こ
ろ
の
倫
理
的
原
理
の
顕
在
化
に
ほ
か
な
ら
ぬ

と
さ
れ
て
、
実
践
的
な
い
し
実
用
的
性
格
と
効
用
に
絞
っ
て
そ
の
価

値
が
強
調
さ
れ
る
。
ル
タ
ー
に
よ
っ
て
と
り
わ
け
敵
対
視
さ
れ
た
ア

（
七
）

リ
ス
ト
テ
レ
ス
形
而
上
学
を
彼
が
再
導
入
し
た
に
し
て
も
、
そ
れ
は

分
析
論
を
形
而
上
学
と
切
り
離
し
て
純
然
た
る
レ
ト
リ
カ
と
し
て
捉

え
る
と
い
う
仕
方
に
お
い
て
で
あ
る
。
つ
ま
り
形
而
上
学
的
概
念
を

実
用
的
な
レ
ト
リ
カ
＝
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
カ
へ
と
転
用
す
る
と
い
う

仕
方
で
ル
タ
ー
の
初
一
念
は
受
け
継
が
れ
、
ま
た
具
体
化
さ
れ
て
い

る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
的
中
世
を
抹
殺
す
る
た
め
に
、
人
文
主
義
者
で
も

あ
る
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
よ
り
も
キ
ケ
ロ
と
ガ
レ
ノ

ス
に
こ
そ
新
た
な
典
拠
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

（
八
）

こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
形
而
上
学
的
概
念
に
よ
る
宗
教
的
局
面
の

侵
食
を
あ
く
ま
で
も
排
し
て
、
レ
ト
リ
カ
＝
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
カ
＝

ロ
ギ
カ
、
自
然
学
、
お
よ
び
倫
理
学
を
内
容
と
す
る
哲
学
の
三
者
か

ら
な
る
認
識
分
野
を
、
上
に
た
つ
信
仰
が
間
接
的
に
、
言
わ
ば
離
れ
、
、

て
統
括
・
包
摂
す
る
と
い
う
新
し
い
文
化
形
態
で
あ
る
。
こ
れ
は
階

、層
秩
序
に
も
と
づ
く
カ
ト
リ
ッ
ク
の
文
化
形
態
と
著
し
い
コ
ン
ト
ラ

ス
ト
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
新
形
態
は
ス
ト
ア
派
の

学
問
分
類
と
の
一
致
と
い
う
過
去
に
投
影
さ
れ
た
裏
付
け
を
得
る
こ

G
rundlegung

zur
M
etaphysik

der
S
itten

と
に
な
る
（
カ
ン
ト
の

冒
頭
が
こ
れ
を
示
し
て
い
る

。
ま
た
カ
ト
リ
ッ
ク
か
ら
プ
ロ
テ
ス

）

タ
ン
ト
へ
改
宗
し
た
ペ
ト
ル
ス
・
ラ
ム
ス
（
一
五
一
五
―
一
五
七
二
）

の
簡
略
化
さ
れ
た
反
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
的

レ
ト
リ
カ
的
論
理

－

学
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
北
米
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
圏
に
お
け
る
異

常
な
成
功
も
ま
た
通
常
言
わ
れ
る
よ
う
な
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
リ
ヴ
ァ

イ
ヴ
ァ
ル
と
し
て
よ
り
は
、
こ
の
よ
う
な
、
形
而
上
学
の
凋
落
と
い

う
趨
勢
に
投
じ
た
実
用
的
新
論
理
学
の
台
頭
と
い
う
意
味
を
持
つ
も

H
arvard

の
と
し
て
こ
そ
始
め
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

そ
し
て

。

な
ら
び
に

に
お
け
る
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
哲
学
的
出
発
に

Y
ale

見
ら
れ
る
の
も
こ
の
よ
う
な
ラ
ミ
ス
ト
論
理
学
の
制
覇
と
い
う
状
況

で
あ
り
、
一
九
世
紀
末
こ
の
土
壌
に
生
ま
れ
た
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム

（
九
）

こ
そ
は
、
ラ
ミ
ズ
ム
と
一
体
化
し
て
い
た
反
形
而
上
学
的
ピ
ュ
ー
リ

タ
ニ
ズ
ム
の
嫡
子
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
「
そ
の
後
」
を
経
由
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せ
ず
に
再
び
形
而
上
学
が
構
想
さ
れ
た
場
合
い
か
な
る
形
態
が
可
能

で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
我
々
に
知
ら
せ
る
史
的
実
験
の
結
果
で

あ
り
、
言
わ
ば
「
純
粋
培
養
」
と
し
て
の
非
形
而
上
学
的
形
而
上
学

と
い
わ
れ
得
る
だ
ろ
う
。

（
一
〇
）

、

、

形
而
上
学

す
な
わ
ち
自
然
的
認
識
か
ら
神
学
へ
の
移
行
を
担
い

逆
に
神
学
か
ら
自
然
的
認
識
へ
の
下
降
を
果
た
し
た
手
段
を
失
う
こ

と
に
よ
っ
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
で
は
た
し
か
に
信
仰
は
信

仰
と
し
て
純
化
さ
れ
る
と
い
う
一
面
を
持
っ
た
。
し
か
し
同
時
に
他

面
、
信
仰
と
認
識
諸
分
野
の
間
の
関
係
は
形
而
上
学
と
い
う
媒
介
者

を
失
っ
て
、
自
立
し
た
認
識
諸
分
野
が
一
切
の
掣
肘
な
し
に
自
己
を

拡
大
す
る
傾
向
と
、
ま
た
そ
れ
と
は
一
見
逆
に
、
信
仰
が
認
識
諸
分

野
と
無
媒
介
的
に
一
体
化
し
、
そ
れ
ら
を
併
呑
し
て
し
ま
う
ケ
ー
ス

が
し
か
も
並
行
的
に
絶
え
ず
発
生
す
る
と
い
う
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ

ズ
ム
文
化
圏
固
有
の
不
安
定
な
状
況
が
生
ま
れ
て
く
る
。
哲
学
に
限

定
し
て
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
形
而
上
学
は
厳
密
に
神
学
に
従
属
し

て
い
る
が
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
圏
の
近
世
哲
学
で
は
哲
学
が
し
ば
し

ば
宗
教
そ
の
も
の
を
換
骨
奪
胎
し
自
家
薬
篭
中
の
も
の
と
し
て
し
ま

お
う
と
し
て
、
既
成
の
キ
リ
ス
ト
教
と
衝
突
す
る
と
い
う
強
い
緊
張

関
係
が
生
じ
て
く
る
。
ま
た
い
わ
ゆ
る
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の

周
期
的
な
台
頭
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
伴
う
現
象
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
構
造
的
不
安
定
性
そ
の
も
の
こ
そ
が
却

っ
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
圏
近
世
に
お
け
る
認
識
諸
領
域
の
著
し
い
展

開
を
促
し
た
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
生
み
出
し
た
こ
と
も
ま
た
間
違
い
が

な
い
の
で
あ
る
。

（
一
一
）

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
状
況
が
一
七
世
紀
以
降
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
圏
に
お
い
て
現
れ
て
く
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
、

実
は
更
に
カ
ト
リ
ッ
ク
か
ら
の
反
作
用
と
逆
影
響
が
与
っ
て
力
が
あ

っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ル
タ
ー
＝
メ
ラ

ン
ヒ
ト
ン
段
階
の
素
朴
な
形
態
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
ダ
イ
ナ
ミ

ズ
ム
は
実
は
未
だ
発
動
さ
れ
て
い
な
い
。
形
而
上
学
に
象
徴
さ
れ
る

権
威
主
義
的
な
、
言
わ
ば
繁
文
縟
礼
化
し
た
中
世
キ
リ
ス
ト
教
に
か

わ
る
べ
き
簡
明
直
截
な
新
宗
教
と
そ
れ
に
伴
う

が
提
出
さ

life
style

れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
段
階
で
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム

に
対
応
し
た
哲
学
的
産
物
こ
そ
は
、
ベ
ー
メ
（
一
五
七
五
―
一
六
二

四
）
に
代
表
さ
れ
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
秘
主
義
な
の
で
あ
る
。
近

世
哲
学
は
こ
の
段
階
か
ら
ス
ト
レ
ー
ト
に
発
祥
し
た
の
で
は
な
い
。

（
一
二
）
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二

近
世
的
カ
ト
リ
ッ
ク
の
基
点
と
な
る
の
は
ト
レ
ン
ト
公
会
議
（
一

五
四
五
―
一
五
六
三
）
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
宗
教
改
革
に
対
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
全
面
的
な
巻
き
返
し
運
動

G
egenreform

ation,
C
ounter

R
eform

ation,

が
対
抗
宗
教
改
革
（

）
で
あ
り
、
教
義
面
（
原
罪
、
恩
寵
、
秘
蹟
等
）
の

controriform
a

明
確
化
と
組
織
面
の
刷
新
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
新
旧
の
諸
修
道
会

に
よ
る
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
・
南
北
ア
メ
リ
カ
へ
の
大
規
模
な
布
教

活
動
の
開
始
も
ま
た
こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の

通
り
で
あ
る
。
ル
タ
ー
の
九
五
箇
条
（
一
五
一
七
年
）
以
後
ト
レ
ン

ト
公
会
議
に
至
る
ま
で
の
動
き
を
も
含
め
て
の
、
そ
し
て
時
に
は
一

五
世
紀
末
ス
ペ
イ
ン
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
厳
修
派
に
属
し
た
カ
ル
ロ

ス
五
世
（
一
五
〇
〇
―
一
五
五
八
）
在
位
初
期
の
摂
政
ヒ
メ
ネ
ス
・

デ
・
シ
ス
ネ
ロ
ス
枢
機
卿

（
一
四
三
六
―
一

X
im
enez

de
C
isneros

五
一
七
）
に
ま
で
遡
っ
て
の
、
つ
ま
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宗
教
改

革
に
対
す
る
対
抗
で
は
な
く
内
発
的
な
改
革
運
動
を
も
含
め
て
考
え

ら
れ
る
全
体
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
内
部
で
の
変
革
と
そ
の
帰
結
・
定
着

に
つ
い
て
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宗
教
改
革
に
関
す
る
汗
牛
充
棟
の

研
究
蓄
積
と
は
反
対
に
、
総
括
的
な
叙
述
さ
え
未
だ
与
え
ら
れ
て
い

な
い
。

（
一
三
）

し
か
し
こ
れ
は
人
類
が
体
験
し
た
第
二
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
の
時
代
で
あ
る
。
視
野
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
部
の
宗
教
戦
争
に
だ
け

（
一
四
）

限
定
す
る
こ
と
な
く
、
こ
の
事
実
を
中
心
に
据
え
て
、
特
に
大
航
海

時
代
の
先
導
国
で
あ
る
ス
ペ
イ
ン
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
世
界
帝
国
建
設

と
連
動
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宣
教
活
動
が
果
た
し
た
思
想
的
哲
学
的

役
割
に
十
分
な
照
明
が
当
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ト
レ
ル

チ
の
い
う
よ
う
に
「
ル
ネ
サ
ン
ス
は
対
抗
宗
教
改
革
の
カ
ト
リ
ッ
ク

と
融
合
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
そ
の
大
規
模
な
世
界
史
的
貫
徹
と
普

及
を
得
た
」
の
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宣
教
と
と
も
に
、
形
而
上

（
一
五
）

学
は
南
北
ア
メ
リ
カ
に
、
中
国
に
、
日
本
に
持
ち
込
ま
れ
た
の
で

あ
る
。

（
一
六
）

そ
し
て
〈
哲
学
に
お
け
る
対
抗
宗
教
改
革
〉
は
特
に
イ
ベ
リ
ア
半

島
の
諸
大
学
を
拠
点
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
主
と
し
て
イ
エ
ズ
ス
会

（
一
五
三
四
年
創
立
）
の
学
者
に
よ
っ
て
、
一
六
世
紀
後
半
以
降
開

花
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ス
コ
ラ
哲
学
は
オ
ッ
カ
ム
で
終
焉
し
た
わ

け
で
は
な
く
、
一
般
史
上
の
新
時
代
の
到
来
と
も
呼
応
し
て
蘇
生
の

時
を
迎
え
て
い
た
。
大
航
海
時
代
の
開
始
に
よ
る
多
民
族
と
の
接
触
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問
題
の
焦
点
化
に
対
応
し
て
、
特
に
国
際
法
を
中
心
と
す
る
法
哲
学

の
分
野
の
進
展
が
目
覚
し
い
の
が
、
こ
の
新
し
い
ス
コ
ラ
哲
学
の
特

色
で
あ
る
。
こ
の
新
し
い
ス
コ
ラ
哲
学
の
哲
学
史
的
研
究
の
開
拓
者

（
一
七
）

で
あ
る
ジ
ャ
コ
ン

は
、
一
五
世
紀
末
以
来
の
ス
コ
ラ

C
arlo

G
iacon

L
a
seconda

の
復
興
を
も
含
め
た
総
称
と
し
て
「
第
二
ス
コ
ラ
哲
学

」
と
い
う
名
称
と
概
念
を
提
案
し
て
お
り
、
ま
た
時
期
的

S
colastica

（
一
八
）

に
少
し
後
の
時
代
を
中
心
的
に
指
し
て

デ
・
フ
リ
ー
ス

は

de
V
ries

「
バ
ロ
ッ
ク
期
ス
コ
ラ
哲
学

」
と
い
う
概
念
を

B
arock-S

cholastik

提
起
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
活
動
時
期
と
し
て
は
公
会
議
に
先

立
ち
ル
タ
ー
の
同
時
代
人
と
し
て
ル
タ
ー
自
身
に
も
対
面
し
た
ド
ミ

ニ
コ
会
の
枢
機
卿
ガ
エ
タ
ー
ヌ
ス
（
一
四
六
九
―
一
五
三
五
）
に
始

ま
り
、
国
際
法
の
父
ヴ
ィ
ト
リ
ア
（
一
四
八
三

一
四
九
二
―

ま
た
は

一
五
四
六
）
を
経
て
、
特
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
ト
マ
ス
に
新
し
い

解
釈
を
加
え
た
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ス
ア
レ
ス
（
一
五
四
八
―
一
六
一

七
）
が
そ
の
代
表
者
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ピ
ー
ク
の
あ
と

の
見
方
で
は
、
ス
コ
ラ
哲
学
は
再
び
一
九
世
紀
末
の
教
皇
レ

G
iacon

オ
一
三
世
の
回
勅

（
一
八
七
九
年
）
に
よ
る
ト
マ
ス
哲

A
eterniP

atris

学
復
興
ま
で
式
微
時
代
を
す
ご
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
ス
ア
レ
ス
を
近
世
哲
学
史
研
究
の
観
点
か
ら
取
り
上
げ

ね
ば
な
ら
な
い
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
？

（
一
九
）

従
来
、
近
世
の
哲
学
者
に
つ
い
て
は
個
々
に
、
彼
ら
の
背
景
と
し

て
ス
コ
ラ
哲
学
な
い
し
講
壇
哲
学
（

）
を
考
え
ね

S
chulphilosophie

ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
特
に
彼
ら
の
タ
ー
ミ
ノ
ロ
ジ
ー
の
由
来
に
関

し
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
デ
カ
ル
ト
に
つ
い
て
早
く
か
ら
、
ヘ
ル
ト

リ
ン
グ
、
ジ
ル
ソ
ン
、
コ
イ
レ
な
ど
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
て
い
る
の

は
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
し
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
つ
い
て
は
フ
ロ
イ

デ
ン
タ
ー
ル
、
ボ
ル
コ
フ
ス
キ
ー
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
な
ら
リ
ン
テ
レ

ン
、
メ
ナ
ー
ル
、
コ
ル
サ
ノ
、
カ
ン
ト
で
は
ト
ネ
リ
、
ヒ
ン
ス
ケ
、

ク
ニ
ッ
タ
ー
マ
イ
ヤ
ー
、
ヴ
ン
ト
の
名
を
直
ち
に
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
、
と
り
わ
け
デ
カ
ル
ト
、
ス
ピ
ノ
ザ
、

（
二
〇
）

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
関
し
て
引
照
さ
れ
て
き
た
の
は
、
実
質
的
に
ス
ア

レ
ス
に
淵
源
す
る
第
二
ス
コ
ラ
の
哲
学
者
た
ち
の
著
書
だ
っ
た
。
ま

た
カ
ン
ト
に
関
し
て
ヴ
ン
ト
（
一
九
三
九
、
一
九
四
五
年
）
に
よ
っ
て

発
掘
さ
れ
た
ド
イ
ツ
の
講
壇
形
而
上
学
（

）
の
伝

Schulm
etaphysik

統
は
、
そ
れ
自
体
が
第
二
ス
コ
ラ
哲
学
が
一
七
世
紀
末
に
ス
ペ
イ
ン

か
ら
ド
イ
ツ
に
導
入
継
承
さ
れ
た
産
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

（
二
一
）

こ
の
よ
う
に
し
て
近
世
的
な
第
二
ス
コ
ラ
哲
学
の
意
義
は
従
来
も

確
か
に
認
識
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
は
個
々
の
「
大
哲
学
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者
」
ご
と
の
、
言
わ
ば
バ
ラ
バ
ラ
に
散
在
し
た
形
態
で
の
研
究
で
あ

っ
た
。
そ
こ
か
ら
汲
み
取
ら
れ
る
洞
察
も
、
近
世
哲
学
の
中
世
哲
学

へ
の
還
元
と
い
う
点
に
偏
し
が
ち
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な

研
究
の
あ
り
方
か
ら
し
て
止
む
を
え
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
第
二
ス

コ
ラ
哲
学
の
貢
献
は
、
主
と
し
て
形
而
上
学
の
タ
ー
ミ
ノ
ロ
ジ
ー
の

提
供
、
と
り
わ
け
そ
の
近
世
的
な
定
義
の
源
と
い
う
点
に
絞
っ
て
、

認
め
ら
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
言
い
換
え
る
と
、
近
世
哲
学
者
の

（
二
二
）

タ
ー
ミ
ノ
ロ
ジ
ー
に
お
い
て
直
接
的
に
ト
マ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
中

世
哲
学
者
に
遡
る
こ
と
が
で
き
な
い
諸
定
義
に
関
し
て
、
第
二
ス
コ

ラ
哲
学
の
介
在
が
意
識
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
場

合
と
か
く
、
ト
マ
ス
の
真
義
を
失
っ
た
と
い
う
よ
う
な
評
価
が
伴
い

が
ち
で
あ
っ
た
。
慧
眼
な
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
一
九
世
紀
に
あ

っ
て
誰
よ
り
も
早
く
ス
ア
レ
ス
の
意
義
に
注
目
し
て
い
た
が
、
そ
れ

（
二
三
）

も
ス
コ
ラ
哲
学
の
集
大
成
と
し
て
、
つ
ま
り
そ
こ
か
ら
遥
か
遠
く
の

中
世
哲
学
を
覗
う
た
め
の
パ
ノ
ラ
マ
窓
と
し
て
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
我
々
は
ス
ア
レ
ス
な
い
し
第
二
ス
コ
ラ
哲
学
を
、
単
な
る
中
世

発
信
の
タ
ー
ミ
ノ
ロ
ジ
ー
の
中
継
者
、
近
世
へ
の
供
給
源
と
し
て
で

は
な
く

む
し
ろ

近
世
哲
学

が
そ
の
姿
勢
を
決
め
た
場
所

近

、

〈

〉

、〈

世
哲
学
〉
を
包
む
全
体
状
況
の
形
成
者
と
し
て
こ
そ
捉
え
た
い
の
で

あ
る
。

で
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
、
ス
ア
レ
ス
が
近
世
哲
学
の
場
所
を
準

備
し
た
の
か
？

『

』

ス
ア
レ
ス
の
主
著

形
而
上
学
論
叢D

isputationes
M
etaphysicae

（
一
五
九
七
年
）
の
特
徴
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
形
而
上
学
』

に
対
応
し
な
が
ら
も
中
世
以
来
の
注
釈
と
い
う
形
態
を
捨
て
、
問
題

別
に
再
編
し
た
独
自
の
秩
序
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ

に
伴
っ
て
「
形
而
上
学
」
を
固
有
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
表
に
出
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
形
而
上
学
注

』
、『

』
、『

』
、

『

』

釈

命
題
集
注
釈

討
論
問
題
集

さ
ら
に
は

神
学
大
全

な
い
し
そ
の
注
釈
と
い
う
題
名
を
持
つ
書
物
の
な
か
で
形
而
上
学
の

議
論
が
行
わ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
「
形
而
上
学
」
が

独
立
自
存
し
て
い
る
点
が
目
立
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
受
け
て
第

「

」

、

一
討
論
の
テ
ー
マ
は

第
一
哲
学

形
而
上
学
の
本
性

で
あ
り

別
名

六
節
に
区
分
さ
れ
た
う
ち
の
第
一
節
は
「
形
而
上
学
の
対
象
は
な
に

か
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。

（
二
四
）

そ
も
そ
も
「
形
而
上
学
」
が
著
作
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
定
着
す
る

の
は
ス
ア
レ
ス
を
濫
觴
と
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ゴ
ク
レ
ニ
ウ
ス

（
二
五
）

Isagoge
in

P
eripateticorum

et
S
cholasticorum

P
rim

am

の
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は
一
五
九
八
年

Philosophiam
,
quae

dici
consuevit

M
etaphysica

出
版
、
教
科
書
と
し
て
規
範
的
な
地
位
を
長
く
保
っ
た
テ
ィ
ム
プ
ラ

ー
の

は
一
六
〇
六
年
、
死
後

M
etapysicae

System
a

m
ethodicum

Sum
m
a

term
inorum

m
etaphysicorum

出
版
さ
れ
た
ブ
ル
ー
ノ
の

は
一
六
〇
九
年
、
イ
タ
リ
ア
語
で
書
か
れ
た
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
の

は
一
六
三
八
年
で
あ
り
、
後
二
者
と
も
ス
ア
レ
ス
の
影

M
etafisica

響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
時
に

の
初
期
用
例
を
含
む
書
と

ontologia

し
て
挙
げ
ら
れ
る

の

は
一

A
braham

C
alov

M
etaphysica

D
ivina

六
三
六
年
で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
の
『
第
一
哲
学
に
つ
い
て
の
省
察
』

は
一
六
四
一
年
、
そ
し
て
こ
の
タ
イ
ト
ル
は
一
六
四
七
年
の
フ
ラ
ン

『

』

。

、

ス
語
訳
で
は

形
而
上
学
的
省
察

と
変
更
さ
れ
て
い
る

つ
ま
り

こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
の
「
形
而
上
学
」
の
主
題
化
は
ほ
と
ん
ど
同

時
に
ま
た
自
然
に
、｢

存
在
論｣

と
い
う
よ
り
焦
点
を
絞
っ
た
、
そ
し

て
後
述
の
ス
ア
レ
ス
の
定
義
に
よ
っ
て
新
し
く
形
而
上
学
に
こ
め
ら

れ
た
自
覚
を
よ
り
的
確
に
表
現
す
る
新
造
語
の
登
場
を
呼
び
起
こ
し

た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
ス
ア
レ
ス
の
『
形
而
上
学
論
叢
』
が
も
っ
た

意
義
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
形
而
上
学
論
叢
』
に
お
け
る
ス
ア
レ
ス
の
論
じ
方
は
あ
る
テ
ー

マ
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
も
れ
な
く
提
示
し
た
上
で
そ
れ

ぞ
れ
に
難
点
を
指
摘
し
、
解
決
を
示
す
と
い
う
伝
統
的
な
も
の
で
あ

る
が
、
取
材
の
範
囲
は
驚
く
べ
き
広
が
り
を
も
っ
て
い
る

「
形
而

。

上
学
の
対
象
は
な
に
か
」
も
同
じ
で
あ
り
、
六
つ
の
先
行
学
説
を
検

ens
inquantum

ens
reale

討
し
て
到
達
さ
れ
た
ス
ア
レ
ス
の
定
義
は
、

＝
「
実
在
的
存
在
で
あ
る
限
り
で
の
存
在
」
こ
そ
が
形
而
上
学
の
対

（
二
六
）

象
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ス
ア
レ
ス
の
近
代
性
は
夥
し
く
数

え
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
（
例
え
ば
、

に
挙
げ
た
文
献
に
お
い

注
二
九

て

、
む
し
ろ
こ
の
定
義
と
い
う
一
点
こ
そ
が
ス
ア
レ
ス
を
近
世
哲

）
学
に
結
び
つ
け
、
近
世
哲
学
の
現
れ
る
場
所
を
切
り
開
い
た
も
の
だ

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
「
実
在
的
存
在
で
あ

る
限
り
で
の
存
在
」
の
地
平
に
は
た
だ

も
普
遍
的
・
抽
象
的
な
意

味
で
の

が
あ
る
の
み
、
す
な
わ
ち
、
無
で
は
な
い
限
り
の
一
切

ens

の
実
在
的
存
在
が
あ
る
の
み
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

が
神
で
あ

ens

る
の
か
、
人
間
で
あ
る
の
か
、
物
体
で
あ
る
の
か
は
、
全
く
問
わ
れ
て

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
対
象
の
間
の
本
質
的
な

違
い
を
度
外
視
し
て
、
言
わ
ば
平
準
化
し
同
一
平
面
に
投
影
し
て
取

ens
inquantum

ens
reale

り
扱
え
る
よ
う
な
、
全
く
新
し
い
視
座
が

を
対
象
と
す
る
「
形
而
上
学
」
の
高
み
に
お
い
て
は
可
能
と
な
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
形
而
上
学
の
神
学
か
ら
の
独
立
を
含
意
し
、
単
に
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神
学
へ
の
橋
渡
し
に
終
わ
ら
な
い
形
而
上
学
の
独
自
の
自
己
完
結
的

な
境
位
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
神
学
と
は
別
の
道
、
す

な
わ
ち

〈
す
べ
て
〉
に
つ
い
て
自
己
の
立
脚
地
か
ら
そ
の
全
体
を

、

対
象
化
し
て
論
じ
る
近
世
哲
学
の
道
が
こ
こ
に
準
備
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
意
味
で
形
而
上
学
は
近
世
哲
学
に
と
っ
て
は
一
つ
の
部

門
で
あ
る
の
で
は
な
く

〈
近
世
哲
学
〉
そ
の
も
の
を
生
み
出
す
母

、

胎
と
い
う
位
置
に
立
つ
の
で
あ
る
。

三

そ
れ
で
は
も
っ
と
も
端
的
に
は
、
ど
の
よ
う
な
点
に
こ
の
ス
ア
レ

ス
の
形
而
上
学
に
お
け
る
転
換
は
結
実
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ

で
は
ト
マ
ス
と
の
対
比
が
際
立
っ
て
い
る
。
ト
マ
ス
形
而
上
学
の
根

本
が
「
エ
ッ
セ
ン
チ
ア
は
エ
ッ
セ
に
よ
っ
て
エ
ク
シ
ス
テ
レ
す
る
」

と
い
う
命
題
に
集
約
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
山
田
教
授
の
指
摘
す

（
二
七
）

る
よ
う
に
こ
の
「
エ
ッ
セ
」
こ
そ
が
形
而
上
学
の
捉
え
る
べ
き
当
の

も
の
で
あ
り
、
エ
ッ
セ
の
分
有
と
い
う
事
態
こ
そ
が
形
而
上
学
の
対

象
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
こ
れ
は
〈
創
造
〉
と
い
う
こ

と
が
形
而
上
学
の
場
面
に
現
れ
た
姿
で
あ
る
。
従
っ
て
本
来
、
形
而

上
学
そ
の
も
の
は
決
し
て
こ
の
事
態
の

終
的
な
着
地
点
で
あ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
言
い
か
え
る
と

「
エ
ッ
セ
ン
チ
ア
は
エ
ッ
セ
に

、

よ
っ
て
エ
ク
シ
ス
テ
レ
す
る
」
と
い
う
命
題
は

〈
創
造
〉
を
正
面

、

に
見
据
え
た
地
点
か
ら
は
じ
め
て
言
わ
れ
う
る
こ
と
で
あ
り
、
む
し

ろ

〈
創
造
〉
の
側
に
立
っ
て
は
じ
め
て
正
当
に
語
ら
れ
得
る
こ
と

、
で
あ
る
と
さ
え
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
自
体
は
キ
リ
ス
ト
教
哲

学
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が

「
エ
ッ
セ
」
概
念
の
奪
還
に

、

よ
っ
て
、
後
代
の
汚
染
に
よ
っ
て
逸
さ
れ
て
い
た
本
然
の
姿
を
我
々

。

、

は
明
晰
に
目
睹
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る

そ
し
て
こ
の
場
合

エ
ッ
セ
ン
チ
ア
と
エ
ク
シ
ス
テ
ン
チ
ア
と
の
実
在
的
区
別
と
い
う
ト

マ
ス
の
論
点
は
む
し
ろ
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
生
じ
て
く
る
。
こ
の
場

に
お
い
て
は
、
エ
ッ
セ
ン
チ
ア
と
エ
ク
シ
ス
テ
ン
チ
ア
の
間
に
実
在

的
な
区
別
の
存
す
る
こ
と
こ
そ
が

「
エ
ッ
セ
」
の
分
有
に
よ
っ
て

、

個
々
の
存
在
が
「
存
在
せ
し
め
ら
れ
て
存
在
す
る
」
所
以
を
明
ら
か

（
二
八
）

に
す
る
優
れ
て
存
在
論
的
な
意
味
を
持
つ
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
場
合
、
形
而
上
学
に
と
っ
て
も
〈
創
造
〉
そ
の
も
の
が
、
し
か
し

あ
く
ま
で
も
形
而
上
学
の
地
盤
に
お
い
て
と
い
う
限
定
を
も
っ
て
、

対
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ス
ア
レ
ス
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で
は
形
而
上
学
の
対
象
は
、
創
造
の
産
物
で
あ
る
と
い
う
規
定
が
度

、
、
、

外
視
さ
れ
た
、
言
わ
ば
既
に
創
造
が
問
題
と
な
ら
な
く
な
っ
た
存
在

で
あ
る
。
創
造
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
、
そ
の

産
物
と
し
て
の
、
存
在
の
ほ
う
に
形
而
上
学
の
場
面
が
決
定
的
に
転

換
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
エ
ッ
セ
ン
チ
ア
と
エ
ク
シ
ス
テ

ン
チ
ア
と
の
区
別
は
ス
ア
レ
ス
で
は
概
念
的
区
別
と
な
ら
ざ
る
を
え

な
い
。
既
に
両
者
が
実
在
的
に
は
渾
然
一
体
と
な
っ
た
形
態
を
形
而

上
学
は
眼
に
し
て
い
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
以
上
の
こ
と
は

結
局
、
ス
ア
レ
ス
で
は
神
学
と
は
別
の
形
而
上
学
と
い
う
立
場
が
頭

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
も
た
げ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
ス
ア
レ
ス
形
而
上
学
の
根
本
姿
勢
が
、
ス
ア
レ
ス
の

哲
学
史
的
神
学
史
的
学
識
お
よ
び
コ
ン
ペ
ン
デ
ィ
ウ
ム
と
し
て
の
纏

ま
り
の
よ
さ
と
い
っ
た
点
を
加
味
し
て
、
一
七
世
紀
の
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
圏
の
大
学
に
お
い
て
ト
レ
ン
ト
公
会
議
の
教
義
に
立
脚
し
、
対

抗
宗
教
改
革
を
使
命
と
す
る
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
畢
生
の
大
作
が
受
け

入
れ
ら
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
独
占
的
な
地
位
を
さ
え
占
め
る
と
い
う

「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

（

）
を
生
み
出
し
た
。
も
は
や
神
学
に

」

C
orsano （

二
九
）

従
属
し
な
い
形
而
上
学
の
可
能
性
が
ス
ア
レ
ス
の
定
義
に
お
い
て
読

み
取
ら
れ
た
ゆ
え
に
、
形
而
上
学
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
圏
に
お
い
て

本
来
の
ル
タ
ー
主
義
と
の
緊
張
関
係
を
は
ら
み
つ
つ
も
辛
う
じ
て
復

興
し
得
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
自
然
学
と
倫
理
学
と
論
理
学
と
神

（
三
〇
）

秘
主
義
以
外
に
、
近
世
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
圏
に
お
い
て
も
哲
学
＝
形

。

「

」

而
上
学
の
余
地
が
回
復
さ
れ
た
の
で
あ
る

近
世
に
お
い
て

哲
学

が
生
き
残
る
た
め
に
は
、
先
ず
「
形
而
上
学
」
が
独
自
の
対
象
を
持

つ
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
の
基
礎
付
け
に
お

い
て
「
哲
学
」
の
近
世
的
使
命
が
新
し
く
生
じ
て
き
た
。
そ
し
て
ス
ア

レ
ス
の
形
而
上
学
定
義
が
消
化
さ
れ
整
理
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
に
お
い

ens
m
etaphysica

て
、

＝

存
在
一
般
を
対
象
と
す
る
一
般
形
而
上
学

と
、
言
わ
ば
そ
の
各
論
と
し
て
、
神
・
世
界
・
人
間
を
対

generalis

象
と
す
る
特
殊
形
而
上
学

と
い
う
カ
ン
ト
に

m
etaphysica

specialis

ま
で
継
承
さ
れ
る
構
造
が
出
来
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。
近
世
哲
学
の

（
三
一
）

成
立
基
盤
は
こ
の
よ
う
に
し
て
真
空
状
態
に
お
い
て
で
は
な
く
、
強

大
な
斥
力
と
の
抗
争
の
う
ち
に
、
そ
れ
を
押
さ
え
込
む
こ
と
に
お
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

て
辛
う
じ
て
確
保
さ
れ
得
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
生
じ
た
歪
み

、は
た
し
か
に
近
世
哲
学
を
脅
か
し
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

例
え
ば
特
に
ド
イ
ツ
観
念
論
の
哲
学
者
に
顕
著
な
哲
学
の
基
礎
付
け

自
体
を
哲
学
の

大
課
題
と
し
て
意
識
す
る
傾
向
と
し
て
。

の
み
な
ら
ず

上
の
よ
う
な
意
味
で

は

超

、

、

（

ens
transcendentia
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範
疇
）
の
地
位
に
立
つ
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
、

を
含
む

ens

全
体
を
形
而
上
学
の
固
有
対
象
と
し
て
考
え
る
と
い

transcendentia

う
形
而
上
学
の
新
定
義
が
生
じ
、
形
而
上
学
と

と
の

transzendental

強
い
結
び
つ
き
が
現
れ
て
く
る
。
範
疇
を
自
然
学
の
領
域
に
譲
っ
た

（
三
二
）

と
し
て
も
、
か
わ
り
に
新
た
に
超
範
疇
を
手
に
入
れ
る
こ
と
で
、
自

然
学
と
の
対
抗
関
係
に
お
い
て
も
形
而
上
学
は
固
有
の
対
象
を
確
保

す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
形
而
上
学
が
新
し
く
超
範
疇
を
対

象
と
し
て
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
自
然
は
形
而
上
学
の
概
念

と
し
て
の
範
疇
の
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
ス
ア
レ

ス
に
お
い
て
す
で
に

の
ミ
ニ
マ
ム
な
内
実
と
し
て
無
矛
盾
性
が

ens

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
は
ド
イ
ツ

初
の
ス
ア
レ

ス
派
で
あ
る
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
の
ク
レ
メ
ン
ス･

テ
ィ
ム
プ
ラ
ー

（
一
五
六
七

一
五
六
八
―
一
六
二
四
）
を

C
lem

ens
T
im
pler

ま
た
は

（
三
三
）

経
由
し
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
の
形
而
上
学
定
義
で
あ
る
「
可
能
で
あ
る
限

」

。

り
の
可
能
な
る
も
の
の
学

に
ま
で
ま
っ
す
ぐ
に
つ
な
が
っ
て
い
る

（
三
四
）

そ
し
て
こ
の
可
能
性
と
い
う
様
相
の
登
場
と
掘
り
下
げ
こ
そ
は

創

、〈

、

造
〉
の
側
に
立
つ
こ
と
を
止
め
た
近
世
哲
学
が
な
お
か
つ
〈
す
べ
て
〉

、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、

に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
い
か
に
し
て
許
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
近
世
哲
学
が
答
え
る
た
め
の
舞
台
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
学
的
認

識
の
存
立
す
る
場
所
が
必
然
性
様
相
で
は
な
く
、
む
し
ろ
可
能
性
様

相
に
お
い
て
で
あ
り
、
可
能
性
様
相
は
可
能
性
様
相
で
あ
る
ゆ
え
に

有
限
的
存
在
者
に
と
っ
て
も
か
え
っ
て
全
体
化
し
得
る
の
だ
、
と
い

う
新
し
い
洞
察
が
近
世
哲
学
を
そ
の
完
成
へ
と
導
く
の
で
あ
る
。
形

（
三
五
）

而
上
学
の
対
象(

)

と
し
て
の
可
能
的
存
在
者
か
ら
形
而
上

objectum

、
、
、

学
の
成
立
の
根
拠
と
し
て
の
可
能
性
様
相
へ
と
い
う
展
開
を
我
々
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

見
出
す
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
ス
ア
レ
ス
の
形
而
上
学
定
義
は
巨
大
な
帰
結
を

持
っ
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
残
さ
れ
て
い
る
問
題
は
も
ち
ろ

（
三
六
）

ん
、
こ
の

の
次
元
が
一
体
ど
の
よ
う
に
し

ens
inquantum

ens
reale

て
人
間
に
可
能
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
ス
ア

レ
ス
で
は
未
解
決
で
あ
る
。
ス
ア
レ
ス
は
こ
の
「
実
在
的
存
在
で
あ

る
限
り
で
の
存
在
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
も
、
そ
の
他
の
一
般
概

念
と
特
に
差
を
認
め
ず
に
、
ト
マ
ス
的
な
抽
象
理
論
に
よ
っ
て
そ
の

。

、

成
立
を
説
明
し
て
い
る

そ
れ
で
は
不
十
分
だ
と
い
う
自
覚
こ
そ
が

で
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
？

と
い
う
認
識
こ
そ
が
、
近
世
哲
学

の
出
発
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
認
識
論
的
な
考
察
の
優
位
が
近
世

哲
学
を
特
徴
付
け
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
上
の
よ
う
な

意
味
で
の
形
而
上
学
の
可
能
性
に
関
わ
る
が
ゆ
え
に
近
世
哲
学
に
と
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っ
て
不
可
避
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
ス
ア
レ
ス
の
提
出
し
た
形
而
上
学

の
対
象
に
つ
い
て
の
定
義
は
、
ま
さ
し
く
「
近
世
哲
学
」
を
育
て
た

と
い
え
る
。

で
あ
る
限
り
の

→
「
可
能
で
あ
る
限
り
の
可
能

ens
ens

な
も
の
」
の
学
と
い
う
理
念
の
系
譜
が
、
そ
の
基
礎
付
け
と
し
て
認

識
論
的
考
察
と
結
び
つ
く
と
き
、
カ
ン
ト
の
「
可
能
的
経
験
」
が
行

く
手
に
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

（
了
）

注
（
一
）
藤
澤
令
夫
教
授
は
こ
の
よ
う
な
趣
旨
の
コ
メ
ン
ト
を
し
ば
し
ば
行
っ
て

い
る
。
例
え
ば
一
九
九
七
年
一
〇
月
一
一
日
の
関
西
哲
学
会
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
に
際
し
て
。

（
二
）
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
ピ
ロ
ソ
ピ
ア
ー
概
念
の
再
検
討
を
踏
ま
え
て
哲
学
の

ギ
リ
シ
ャ
起
源
説
を
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
に
生
ま
れ
た
神
話
と
断
定
し
た

の
業
績
（
一
九
九
九
年
一
一
月
二
〇
日
、
ピ
サ
大
学
で
行
わ
れ

R
oger-Pol

D
roit

）

。

、

た
研
究
集
会

で
の
講
演

が
公
刊
さ
れ
る
の
が
待
た
れ
る

こ
れ
は

E
xoptica

あ
る
点
で

が

(
)

で
描

A
rnaldo

M
om

igliano
A
lien

W
isdom

C
am

bridge,
1975

い
た
状
況
と
そ
の
主
張
の
一
部
を
補
強
し
、
展
開
し
た
も
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
か
ら
ロ
ー
マ
に
か
け
て
の
哲
学
が
近
世
・
現
代
的
な
哲
学

概
念
を
投
影
し
て
は
完
全
に
そ
の
姿
を
捉
え
そ
こ
な
う
も
の
で
あ
り
、
認
識
と

w
ay

oflife
P
ierre

H
adot

い
う
以
前
に
な
に
よ
り
も

生
き
方

で
あ
っ
た
と
説
く

「

」

Q
u’est-ce

que
la

philosophie
antique

?
Paris,

1995
P
hilosophy

の

(
)

及
び

(
)

も
こ
の
よ
う
な
関
心
に
応
え
る
面
が
あ
る
。

as
a
w
ay

of
life

O
xford,

1995

こ
の
点
、
遡
っ
て

が

(
)

で

A
rthur

D
erby

N
ock

C
onversion

O
xford,

1933

と
い
う
章
を
設
け
て
い
た
こ
と
が
先
駆
的
で
あ
ろ
う

C
onversion

to
philosophy

C
f.,A

.D
.N

ock,E
arly

G
entile

C
hristianity

and
Its

H
ellenistic

B
ackground,

(1928
R
obert

)

。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
古
代
末
期
の
哲
学
へ
の
眼
差
し
は

や

を
始
め
と
す
る

の
専
門
家
の

W
ilken

W
ayne

M
eeks

C
hristian

B
eginnings

間
で
そ
の
後
継
承
発
展
さ
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
時
に
、
キ

リ
ス
ト
教
も
ま
た
単
に
ユ
ダ
ヤ
教
と
の
関
係
と
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
と
い
う
地
域
だ

け
か
ら
で
は
な
く
（
近
年

や

な
ど
、
史
的
イ
エ
ス

G
eza

V
erm

es
E
.
P.

Sanders

を
あ
た
う
限
り
ユ
ダ
ヤ
教
内
の
存
在
に
還
元
す
る
こ
と
で
復
元
し
う
る
と
み
る

lingua

強
気
な
潮
流
が
登
場
し
て
い
る
だ
け
に
な
お
さ
ら

、
広
く
ギ
リ
シ
ャ
語
を

）

と
す
る
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
東
地
中
海
世
界
の
背
景
で
発
祥
そ
の
も
の
か

franca

ら
考
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
も
あ
る
（
イ
エ
ス
を
取

T
heodor

Z
ahn

E
inleitung

り
巻
く
ギ
リ
シ
ャ
語
的
環
境
に
つ
い
て
は
、

の
古
い

、

in
das

neue
T
estam

ent
L
eipzig,1906

(
)

が
詳
し
く
材
料
を
挙
げ
な
が
ら
論
じ

強
調
し
て
い
る

。
中
世
哲
学
史
で
は
「
単
一
の
中
世
な
ど
存
在
せ
ず
、
あ
る
の

）、

、

、

」

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

ユ
ダ
ヤ

イ
ス
ラ
ム

ビ
ザ
ン
ツ
と
い
う
複
数
の
持
続
だ
け

と
い
う
立
場
か
ら
書
か
れ
た
ア
ラ
ン
・
ド
・
リ
ベ
ラ
『
中
世
哲
学
史

（
阿
部
一

』

智
・
永
野

潤
・
永
野
拓
也
訳
、
新
評
論
、
一
九
九
九
年
、
原
本
一
九
九
三
年
）

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
、
更
に
は
キ
リ
ス
ト
教
中
心
主
義
か
ら
さ
え
も
解
放

さ
れ
た
、
従
っ
て
一
種
混
沌
と
し
た
、
言
わ
ば
〈
異
化
〉
さ
れ
た
中
世
哲
学
史

の
相
貌
を
我
々
に
提
示
し
て
い
る
。
ま
た
既
存
の
哲
学
史
像
の
由
来
を
点
検
す

る
作
業
と
し
て
、
イ
タ
リ
ア
の

を
代
表
者
と
す
る
ル
ネ
サ

G
iovanni

S
antinello

ン
ス
か
ら
ブ
ル
ッ
カ
ー
を
経
て
一
九
世
紀
後
半
ま
で
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
予
定
の

G
.

大
規
模
な
「
哲
学
史
の
歴
史
」
に
関
す
る
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果

―

Santinello
a
cura

di
,
Storia

delle
storie

generali
della

filosofia
B
rescia,

(
)

(

)

は
全
五
巻
の
う
ち
現
在
第
三
巻
（
後
期
啓
蒙
主
義
と
カ
ン

1978,
1981,

1988

ト
時
代
）
ま
で
刊
行
済
み
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
試
み
が
含
意
し
て
い
る
の
は
、
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結
局
、
我
々
の
哲
学
と
い
う
概
念
の
再
定
義
の
促
し
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え

て
い
る
。
我
が
国
で
は
柴
田
隆
行
『
哲
学
史
成
立
の
現
場

（
弘
文
堂
、
一
九
九

』

七
年
）
が
、
ま
と
ま
っ
た
哲
学
史
の
歴
史
の
研
究
書
と
し
て
は

初
の
も
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

P
ierluigi

D
onini,

（

）
三

こ
の
問
題
に
つ
い
て
の

近
の
研
究
状
況
に
つ
い
て
は

(
)

を
参
照
。
ま
た
特

Introduzione
alla

m
etafisica

di
A
ristotele

R
om

a,
1995

に
二
〇
世
紀
哲
学
の
中
で
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
摂
取
を
分
析
哲
学
と
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
現
象
学
の
両
陣
営
に
渡
っ
て
鳥
瞰
し
た

の

E
nrico

B
erti

(
)

『
形
而
上
学
』
の
内
容
の
簡
単
な
紹

A
ristotele

nel
N
ovecento

B
ari,

1992

、

介
と
し
て
同
じ
く

の

(
)

。

B
erti

Introduzione
alla

m
etafisica

T
orino,

1993

von
H
artm

ann
1899

/1900
M
ax

W
undt

1931
H
eim

soeth

（
四
）

(
)

、
(

)

、

(
)

な
ど
。
こ
の
よ
う
に
「
形
而
上
学
史
」
と
い

M
etaphysik

der
N
euzeit,

1934

う
タ
イ
ト
ル
の
書
物
が
も
っ
ぱ
ら
ド
イ
ツ
人
学
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
こ

と
自
体
が
注
目
す
べ
き
哲
学
お
よ
び
「
哲
学
史
の
歴
史
」
上
の
事
実
で
あ
る
と

考
え
る
。

O
tto

S
cheel,

M
artin

L
uther,

B
d.
1

T
übingen,

1917
,
S
.175.

（
五
）

(
)

（
六
）
海
老
沢
有
道

校
注
『
ど
ち
り
な

き
り
し
た
ん

（
岩
波
文
庫
）
一
六
ペ
ー

』

ジ
。
そ
こ
で
は
「
す
す
た
ん
し
あ
と
申
す
ご
正
体
」
と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
て

お
り
、
あ
く
ま
で
も
「
す
す
た
ん
し
あ
」
そ
の
も
の
は
翻
訳
を
避
け
て
い
る
。

（
七
）
カ
ン
ト
『
神
の
現
存
在
の
唯
一
可
能
な
証
明
根
拠
』
序
文
冒
頭
が
そ
の

好
例
で
あ
る
。

H
einrich

M
aier,

A
n
der

G
renze

der
P
hilosophie

T
übingen,

1909
,
S.

（

）
八

(
)

3-139.

P
erry

M
iller,

T
he

N
ew

E
ngland

M
ind.

S
eventeenth

C
entury

（
九
）

（

、
特
に

及
び

を
参
照
。

C
am

bridge,
M
ass.,

1939
B
ook

1
B
ook

2

）

D
aniel

J.
B
oorstin,

T
he

A
m
ericans.

vol.1
C
olonial

E
xperience

（
一
〇
）

(
)

は
、
植
民
地
時
代
ア
メ
リ
カ
人
の
思
想
的
課
題
は
「
予
想

M
iddlesex,1958

せ
ざ
る
も
の
の
哲
学

」
と
も
い
う
べ
き
、
つ

A
Philosophy

of
the

U
nexpected

ま
り
単
に
体
系
に
代
え
る
に
別
の
体
系
を
も
っ
て
す
る
だ
け
の
旧
大
陸
的
意
味

で
の
哲
学
で
は
な
い
タ
イ
プ
の
、
新
し
い
〈
哲
学
な
ら
ざ
る
哲
学
〉
の
自
覚
だ
っ

た
と
指
摘
し
て
い
る
（

。
後
代
の
パ
ー
ス
の
偶
然
主
義
や
ジ
ェ
イ
ム
ズ

p.173
ff.

）

の
多
元
的
宇
宙
論
も
極
め
て
大
づ
か
み
に
は
こ
の
よ
う
な
角
度
か
ら
の
特
徴
づ

け
が
許
さ
れ
よ
う
。

（
一
一
）
マ
イ
ネ
ッ
ケ
『
ド
イ
ツ
の
悲
劇

（
矢
田
俊
隆
訳
、
中
公
バ
ッ
ク
ス
版

』

『
マ
イ
ネ
ッ
ケ
』
所
収
）
四
六
五
ペ
ー
ジ
か
ら
四
六
六
ペ
ー
ジ
に
か
け
て
の
論

述
参
照
。

は
「
選
択
的
親
和
性

」
と
い
う
化

M
ax

W
eber

W
ahrverw

andtschaft

学
か
ら
転
用
さ
れ
た
概
念
で
、
こ
の
生
の
諸
領
域
の
間
の
言
わ
ば
融
通
無
碍
な

連
関
形
成
と
い
う
新
事
態
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
世
俗
内

禁
欲
と
い
う
純
粋
な
宗
教
的
態
度
が
結
果
的
に
本
来
ま
っ
た
く
無
関
係
な
資
本

主
義
の
精
神
を
意
図
せ
ず
に
招
来
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
相
互
に
独
立
的
な
生

の
諸
領
域
の
並
立
状
況
を
前
提
と
し
て
の
み
起
こ
り
得
る
こ
と
で
、
逆
に
い
え

ば
も
は
や
階
層
秩
序
と
い
う
絆
か
ら
解
放
さ
れ
自
存
化
し
た
こ
れ
ら
諸
領
域
の

間
に
は
、
い
か
な
る
結
び
つ
き
で
も
原
理
的
に
は
生
じ
う
る
、
と
い
う
こ
と
で

も
あ
る
。
こ
の
事
態
を
捉
え
て

は
詩
と
哲
学
と
宗
教
と
道
徳
が

A
ugust

Schlegel

そ
れ
ぞ
れ
他
か
ら
導
出
不
可
能
な
根
源
性
を
持
っ
て
並
列
化
す
る
と
い
う
仕
方

V
gl.,

A
llgem

eine

で
一
九
世
紀
初
頭
の
ド
イ
ツ
の
精
神
状
況
を
概
観
し
て
い
る
（

。

Ü
bersicht

des
gegenw

ältigen
Z
ustandes

der
deutschen

L
iteratur,

1802

）

（
一
二
）
ベ
ー
メ
の
著
作
を
読
ん
で
得
ら
れ
る
の
は
、
神
秘
主
義
で
あ
り
な
が

ら
著
し
く
哲
学
的
色
彩
を
帯
び
て
い
る
と
い
う
印
象
で
あ
る
（

ア
ウ
ロ
ー
ラ
』

『

、

、

）
。

、

薗
田

坦
訳

創
文
社

二
〇
〇
〇
年

形
而
上
学
の
タ
ー
ム
を
使
用
せ
ず
に

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
が
自
然
と
い
う
領
域
を
排
除
し
た
後
を
受
け
て
自
然
を

舞
台
に
言
わ
ば
素
手
で
哲
学
し
て
い
る
と
い
う
像
が
浮
か
ぶ
。
こ
の
点
、
同
時

代
で
も
十
字
架
の
聖
ヨ
ハ
ネ(

一
五
四
二
―
一
五
九
二)

や
ヘ
ス
ス
の
聖
テ
レ
サ

(

一
五
一
五
―
一
五
八
二)

な
ど
の
カ
ト
リ
ッ
ク
神
秘
主
義
が
哲
学
と
は
あ
く
ま

で
も
別
乾
坤
で
あ
る
の
と
は
相
当
事
情
を
異
に
し
て
お
り
、
ま
た
ベ
ー
メ
が
後

に
ド
イ
ツ
観
念
論
の
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
高
い
評
価
を
受
け
た
理
由
が
こ
こ
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に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
メ
ネ
ン
デ
ス
・
ペ
ラ
ー
ヨ
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は

神
秘
主
義
と
い
え
ど
も
常
に
第
一
哲
学
＝
形
而
上
学
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と

Jose
L
uiz

L
opez

A
ranguren,

H
istoria

del
pensam

iento

指
摘
し
て
い
る
が
（

）

）
、

、

espagñol
M
adrid,

1996
,
p.246.

(

に
よ
る

そ
れ
に
付
け
加
え
る
と
す
る
と

初
期
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
は
神
秘
主
義
が
哲
学
な
い
し
形
而
上
学
の
代
替
物
と

な
っ
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

も
ベ
ー
メ
を
神
秘
主
義

G
eorge

B
oas

者
と
い
う
よ
り
も
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
中
間
に
現
れ
、
後
年
の

ド
イ
ツ
哲
学
の
特
有
の
手
法
を
早
く
規
定
し
た
先
駆
者
と
し
て
位
置
付
け
て
い

G
eorge

B
oas,

D
om

inant
T
hem

es
of

M
odern

P
hilosophy

N
ew

Y
ork,

る(
(

)
)

。
ま
た
、
言
わ
ば
入
口
と
出
口
で
あ
る
ル
タ
ー
と
カ
ン
ト
と
を

1957
,
p.272

ff.

直
接
に
比
較
し
た
古
い
業
績
と
し
て
は
、

(
)

B
runo

B
auch,

L
uther

und
K
ant

1904

が
あ
る
。

（
一
三
）
一
般
史
上
の
時
代
概
念
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
教
会
史
上
の
概
念
と

し
て
限
定
し
た
対
抗
宗
教
改
革
期
の
研
究
と
し
て
は
、

の

H
.
O
utram

E
vennett

T
he

Spirit
of

the
C
ounter-R

eform
ation

C
am

bridge,

要
点
を
絞
っ
た
講
義
録

(

1968
M
arvin

R
.O

’C
onnell

)

が
あ
る

時
代
概
念
と
し
て
用
い
た
概
説
と
し
て
は

。

の

(
)

。
ま
た
対
抗
宗

T
he

C
ounter

R
eform

ation
1559

-1610
N
ew

Y
ork,

1974

教
改
革
期
を
経
由
し
て
生
じ
た
宗
教
生
活
の
近
世
的
変
貌
を
イ
タ
リ
ア
の
民
衆

A
driano

Prosperi
T
ribunali

della

レ
ヴ
ェ
ル
で
発
掘
し
た

の
新
し
い
研
究
成
果

、

(
)

、
お
よ
び
対
抗
宗
教
改
革
期
の
事
象
も
カ
ト
リ
ッ
ク

coscienza
T
orino,1996

内
部
で
の
異
端
的
現
象
の
伝
統
の
中
に
位
置
付
け
た
同
じ
く

の
P
rosperi

(
)

が
注
目
さ
れ
る
。
一
方
、
ク
ロ
ー

L
’eresia

del
L
ibro

G
rande

M
ilano,

2000

チ
ェ
の

(
)

は
対
抗
宗
教
改
革
の
時
期
を

L
’Italia

nell’età
barocca

B
ari,

1929

異
端
審
判
所
に
代
表
さ
れ
る
暗
黒
時
代
と
み
な
す
通
説
的
歴
史
観
の
古
典
の
位

R
ené

置
を
占
め
る
。
イ
エ
ズ
ス
会
の
歴
史
に
関
し
て
は
通
俗
的
で
は
あ
る
が
、

F
ülöp-M

iller
M
acht

und
G
eheim

nis
der

Jesuiten.
E
ine

K
ultur-

und

の

(
)

が
面
白
い
。
ヒ
メ
ネ
ス
・
デ
・
シ
ス
ネ
ロ
ス

G
eistesgeschichte

B
erlin,

1929

を
中
心
と
す
る
人
文
主
義
的
な
宗
教
改
革
前
夜
の
、
つ
ま
り｢

黄
金
時
代｣

の
ス

ペ
イ
ン
の
思
想
的
状
況
に
関
し
て
は
、

の
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル

M
arcel

B
ataillon

な
大
著
、

(

増
補
版

)

が
基
本

E
rasm

e
et
l’E

spagne
P
aris,

1937.
G
eneve,

1991

的
。
な
お

の
小
説

(
)

に
は
フ
ラ
ン
ス
に

A
ldous

H
uxsley

G
rey

E
m
inence

1944

お
け
る
コ
ン
ト
ロ
リ
フ
ォ
ル
マ
の
立
役
者
の
一
人
で
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
の
顧
問
と

し
て
有
名
な
、
カ
プ
チ
ン
会
の
ジ
ョ
ゼ
フ
神
父
（
一
五
七
七
―
一
六
三
八
）
の

、

、

肖
像
が

そ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
宣
教
活
動
の
統
括
者
と
し
て
の
側
面
を
含
め
て

興
味
深
く
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
日
本
と
の
関
係
に
関
し
て
は
、
フ
ア
ン
・
ヒ
ル

『
イ
ダ
ル
ゴ
と
サ
ム
ラ
イ

』(

平
山
篤

―
一
六
・
一
七
世
紀
の
イ
ス
パ
ニ
ア
と
日
本

子
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
〇
年
、
原
本
一
九
九
一
年)

。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

内
部
に
と
ど
ま
ら
な
い
世
界
規
模
で
の
一
七
世
紀
の
趨
勢
を
捉
え
る
た
め
に
、

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
近
代
国
家
形
成
が
始
ま
っ
た
リ
ジ
ッ
ド
な
〈
陸
〉
に

対
す
る
往
来
自
由
な
〈
海
〉
優
位
の
新
し
い
空
間
秩
序
の
も
と
で
の
、
カ
ル
ヴ

ィ
ニ
ズ
ム
対
イ
エ
ズ
ス
会
の
闘
争
と
い
う
尖
鋭
な
対
立
軸
を
設
定
し
て
い
る
。

V
gl.,

C
arl

Schm
itt,

L
and

und
M
eer.

E
ine

w
eltgeschichtliche

B
etrachtung

(
)

ち
な
み
に
後
述
の
第
二
ス
コ
ラ
哲
学
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
圏

S
tuttgart,1954

.

ド
イ
ツ
に
継
受
さ
れ
る
上
で
の
キ
ー
パ
ー
ス
ン

は
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
で

T
im
pler

ス
ア
レ
ス
主
義
者
で
あ
る
（

の
文
献
を
参
照

。

注
二
九

）

（
一
四
）
内
陸
ア
ジ
ア
に
絞
れ
ば
、
遡
っ
て
、
陸
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

。

、

の
時
代
と
し
て
の
モ
ン
ゴ
ル
時
代
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

歴
史
に
お
い
て

東
西
に
関
係
な
く
同
時
代
に
あ
る
各
地
域
を
統
一
的
に
捉
え
る
必
要
が
あ
る
、

特
定
の
時
代
が
時
に
登
場
す
る
と
い
う
杉
山
正
明
教
授
の
「
時
代
史
」
の
構
想

は
魅
力
的
で
あ
る
。
対
抗
宗
教
改
革
の
時
代
も
時
代
史
の
対
象
た
り
う
る
と
考

（

『

』

え
る

杉
山
正
明

世
界
史
を
変
貌
さ
せ
た
モ
ン
ゴ
ル

―
時
代
史
の
デ
ッ
サ
ン

角
川
書
店
、
二
〇
〇
〇
年

。
同
じ
く
モ
ン
ゴ
ル
の
役
割
を
重
視
す
る
も
の
に
、

）

岡
田
英
弘
『
世
界
史
の
誕
生

（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
二
年

。
京
都
学
派
の｢

世

』

）

界
史
的
世
界｣

に
代
わ
っ
て

今
や
歴
史
家
が

世
界
は

世
界
を
知
っ
た

杉

、

「

、

」（

山
、
六
三
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
表
現
を
用
い

「
日
本
発
」
の
新
世
界
史
像
の
胎
動

、

を
伝
え
て
い
る
。
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一
五

ト
レ
ル
チ

ル
ネ
サ
ン
ス
と
宗
教
改
革

(

内
田
芳
明
訳

岩
波
文
庫)
（

）

『

』

、

所
収
の
同
題
の
論
文
（
一
九
一
三
年)

六
一
ペ
ー
ジ
か
ら
六
二
ペ
ー
ジ
。
更
に

ト
レ
ル
チ
は
「
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
対
抗
宗
教
改
革
の
カ
ト
リ
ッ
ク
文
化
こ
そ
は

近
代
の
科
学
・
哲
学
・
法
学
・
美
学
・
芸
術
の
発
展
の
基
礎
な
の
で
あ
っ
て
、

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
そ
れ
ら
の
基
礎
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い

（
六
二

」

ペ
ー
ジ
）
と
も
述
べ
て
い
る
（
な
お
、
原
訳
文
の
「
反
宗
教
改
革
」
を
引
用
に

当
た
っ
て
「
対
抗
宗
教
改
革
」
に
置
き
換
え
た

。
も
し
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ

）

ム
の
原
型
を
、
兵
役
を
忌
避
し
子
供
を
高
校
に
行
か
せ
ず
電
気
と
自
動
車
を
拒

否
し
一
七
世
紀
の
衣
装
を
着
用
し
て
農
業
と
木
工
に
専
念
す
る
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ

ニ
ア
州
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
郡
の
勤
勉
で
閉
鎖
的
な
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
六
万
人
（
古
く

ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
か
ら
分
離
し
た
グ
ル
ー
プ
）
の
信
条
と
生
活
様
式
に
見
る
こ
と

が
で
き
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
確
か
に

を
今
に
伝
え
る

the
w
orld

w
e
have

lost

も
の
と
は
い
え
、
一
八
世
紀
以
降
の
近
代
・
現
代
と
は
別
世
界
だ
と
言
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

（
一
六
）
第
二
ス
コ
ラ
哲
学
の
運
動
の
一
環
と
し
て
コ
イ
ン
ブ
ラ
の
イ
エ
ズ
ス

会
学
院
の
講
義
に
基
づ
い
て
出
版
さ
れ
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
学
関
係

全
著
作
の
注
解
書
『
コ
イ
ン
ブ
ラ
学
院
論
理
学
注
解
』
を
『
名
理
探
』
と
題
し

て
明
の
崇
禎
四
年
（
一
六
三
一
年
）
に
漢
訳
刊
行
し
た
の
は
イ
エ
ズ
ス
会
士

と
中
国
人
李
之
藻
で
あ
る
。
本
書
を
含
む
一
連
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
注

F
urtado

解
シ
リ
ー
ズ
の
自
然
学
及
び
形
而
上
学
に
関
す
る
部
分
は
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て

も
重
要
な
ソ
ー
ス
だ
っ
た
。
形
而
上
学
を
含
む
コ
イ
ン
ブ
ラ
学
院
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
注
解
本
シ
リ
ー
ズ
の
全
体
が
漢
訳
さ
れ
た
と
い
う
証
言
も
あ
る
が
、
確
認

で
き
な
い

『
名
理
探
』
自
体
も
四
庫
全
書
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
明

。

末
か
ら
清
初
に
か
け
て
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
中
国
で
の
活
動
の
パ
イ
オ
ニ
ア
で

あ
り

「
儒
学
に
よ
っ
て
儒
学
を
超
え
る
」
と
い
う
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
採
っ
た
と

、

評
さ
れ
る
利
馬
竇

（
一
五
五
二
―
一
六
一
〇
）
か
ら
系
譜
（
道

M
atteo

R
icci

統
？
）
を
引
く
「
中
国
士
林
哲
学
」
と
い
う
呼
称
と
学
派
が
存
在
す
る
。
士
林

と
は
ス
コ
ラ
の
こ
と
。
代
表
者
は
ロ
ー
マ
に
学
び
、
膨
大
な
『
中
国
哲
学
思
想

史
』
七
巻
の
ほ
か
利
馬
竇
の
来
華
四
〇
〇
周
年
を
期
し
て
出
版
さ
れ
た
『
生
命

』（

）

（

。

哲
学

一
九
八
四
年

な
ど
多
数
の
著
作
を
持
つ
羅
光
司
教

一
九
一
一
年
生)

羅
光
は
中
国
哲
学
の
精
髄
は
易
経
に
あ
る
と
い
う
洞
察
の
も
と
に
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
及
び
ト
マ
ス
を
先
秦
諸
子
及
び
宋
学
と
結
び
付
け
て
お
り
、
同
じ
く
中
国

の
伝
統
を
継
承
し
つ
つ
西
洋
哲
学
を
取
り
入
れ
る
胡
適
（
一
八
九
一
―
一
九
六

二
）
が
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を
、
馮
有
蘭
（
一
八
九
五
―
一
九
九
〇
）
が
新
実

在
論
を
、
牟
宗
三
（
一
九
〇
九
―
一
九
九
五
）
や
唐
君
毅
（
一
九
〇
八
―
一
九

七
八
）
な
ど
い
わ
ゆ
る
新
儒
家
が
カ
ン
ト
な
い
し
ド
イ
ツ
観
念
論
を
摂
取
し
て

い
る
の
と
好
対
照
を
成
し
て
い
る
。
な
お
、
リ
ッ
チ
の
活
動
に
つ
い
て
は
平
川

祐
弘
『
マ
ッ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
伝

（
平
凡
社
、
第
一
巻
一
九
六
七
年
、
第
二
巻
、

』

第
三
巻
一
九
九
七
年
）
が
決
定
版
。
平
川
教
授
は
、
リ
ッ
チ
が
北
京
居
住
を
許

さ
れ
た
明
の
万
暦
二
九
年
即
ち
一
六
〇
一
年
を
地
球
が
一
つ
の
世
界
の
環
に
つ

な
が
り
始
め
た
年
と
形
容
し
て
い
る

同
書
第
二
巻

一
四
ペ
ー
ジ

特
に

名

（

、

）
。

『

』

「
『

』

」

理
探

の
評
価
と
特
質
に
つ
い
て
は
深
澤
助
雄

名
利
探

の
訳
業
に
つ
い
て

（

中
国

社
会
と
文
化
』
第
一
号
、
一
九
八
六
年
）
参
照
。
更
に
、
こ
れ
と

『

―

は
逆
方
向
の
中
国
思
想
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
西
漸
運
動
に
つ
い
て
は
、
早
く
五
来
欣

造
『
儒
教
の
独
逸
政
治
思
想
に
及
ぼ
せ
る
影
響

（
一
九
二
九
年
）
が
あ
る
。
本

』

書
は
イ
エ
ズ
ス
会
士
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
儒
教
を
中
心
と
す
る
中
国
文
明

に
つ
い
て
の
報
告
が
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
ヴ
ォ
ル
フ
、
ド
ル
バ
ッ
ク
に
及
ぼ
し

た
直
接
影
響
と
フ
リ
ー
ト
リ
ヒ
大
王
お
よ
び
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
に
及
ぼ
し
た
間

接
影
響
の
研
究
。
ま
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
中
国
へ
の
関
心
に
つ
い
て
は

近
で

R
ita

W
idm

aier
hrsg.

,
L
eibniz

korrespondiert
m
it
C
hina.

D
er

B
rief-

は
、

(
)

w
echsel

m
it
den

Jesuitenm
issionaren

1689
-1714

,
F
rankfurt

am
M
ain,

(
)

に
書
簡
原
文
と
関
係
資
料
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

1990
（
一
七
）
ア
メ
リ
カ
大
陸
で
起
こ
っ
た
イ
ン
デ
ィ
オ
問
題
に
関
し
て
、
一
五
五

〇
／
一
五
五
一
年
に
カ
ル
ロ
ス
五
世
の
命
に
よ
り
ド
ミ
ニ
コ
会
の
ラ
ス
・
カ
サ

ス
と
法
学
者
セ
プ
ル
ヴ
ェ
ダ
の
間
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
引
用
し
な
が
ら
行
わ

れ
た
「
ヴ
ァ
リ
ャ
ド
リ
大
論
戦
」
を
中
心
に
、
ヴ
ィ
ト
リ
ア
を
始
め
同
時
に
哲
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学
者
で
も
あ
る
国
際
法
学
者
が
こ
の
問
題
に
ど
の
よ
う
に
反
応
し
た
か
を
伝
え

る
興
味
深
い
実
例
が
、
ル
イ
ス
・
ハ
ン
ケ
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
ア
メ
リ
カ
・

イ
ン
デ
ィ
ア
ン

（
佐
々
木
昭
夫
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
、
原
本
一
九
五

』

九
年
）
に
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
注
一
八
に
挙
げ
る

の
書
の
第
二
巻
と

G
iacon

第
三
巻
は
主
と
し
て
法
哲
学
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。

C
arlo

G
iacon,S

.J.,
L
a
seconda

S
colastica

M
ilano,

1943,
1946,

（
一
八
）

(

)

但
し
、

に
よ
っ
て
第
二
ス
コ
ラ
哲
学
と
い
う
概
念
に
包
括
さ
れ
た

1950
.

G
iacon

哲
学
者
の
間
で
も
初
期
の
ガ
エ
タ
ヌ
ス
と
後
起
の
秀
ス
ア
レ
ス
で
は
大
き
な
相

違
が
あ
り
、
特
に
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て
両
者
が
衝
突
し
て
い
る
こ
と

C
f.,

F
ranco

R
iva,

A
nalogia

e

は
哲
学
史
上
の
ト
ピ
ッ
ク
に
す
ら
な
っ
て
い
る
（

(
)

。
こ
の
論
争
も
本

univocità
in

T
om

m
aso

de
V
io

‘G
aetano’

M
ilano,1995

）

稿
第
三
章
冒
頭
で
触
れ
る
よ
う
な
、
形
而
上
学
の
成
立
場
面
の
転
換
と
い
う
事

態
に
根
差
し
て
い
る

『
プ
ロ
レ
ゴ
ー
メ
ナ
』
第
五
九
節
に
出
て
く
る
カ
ン
ト
の

。

ア
ナ
ロ
ギ
ア
概
念
は
も
ち
ろ
ん
ス
ア
レ
ス
を
ベ
ー
ス
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
な

K
arl

W
erner,

D
ie
Scholastik

お

そ
の
後
の
ス
コ
ラ
哲
学

史
に
関
し
て
は

、「

」

、

des
späteren

M
ittelalters,

5
B
de.

1881-1887
B
ernhardt

Jansen,S
.J.

(
)

お
よ
び

の
諸
論
文
が
津
梁
を
与
え
る
。
邦
訳
選
集
と
し
て
は
田
口
啓
子
編
『
近
世
の
ス

コ
ラ
学

（
平
凡
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
が
出
た
。

』

（
一
九
）
ス
ア
レ
ス
に
関
す
る
文
献
は
急
速
に
増
加
し
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
簡

便
な
概
説
と
し
て
は
、
古
い

の

(
)

し
か
ま
C
arlo

G
iacon

Suarez
B
rescia,

1944

だ
見
当
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
我
が
国
で
は
田
口
啓
子
『
ス
ア
レ
ス
形
而
上

学
の
研
究
』(

南
窓
社
、
一
九
七
七
年
）
が
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
内
の
研
究
は
別

に
し
て
、

新
の
研
究
水
準
と
問
題
意
識
を
示
す
の
は
、
次
の
三
点
で
あ
る
。

(
)

J.-F.
C
ourtine,

S
uarez

et
le
systèm

e
de

la
m
étaphysique

P
aris,

1990

1.

（

）

L
udger

H
onnefelder,

Scientia
transcendens

H
am

burg,
1990

2.

C
ostantino

E
sposito,

R
itorno

a
S
uarez,

in
:A

da
L
am

acchia
a
cura

di
,

(
)

3.

L
a
filosofia

nel
S
iglo

di
O
ro

B
ari,

1995
,
pp.465

-573
(

)

三
者
と
も
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
。
ま
た
ス
ア
レ
ス
の
主
著

『
形
而
上
学
論
叢
』
は
近
年
独
仏
伊
で
現
代
語
訳
選
集
が
現
れ
て
い
る
。
我
が

国
で
は
か
ね
て
よ
り
山
田

晶
教
授
が
ス
ア
レ
ス
の
意
義
を
強
調
し
て
い
る

ト

（
『

マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
《
エ
ッ
セ
》
研
究
』
創
文
社
、
一
九
七
八
年
、
特
に
「
ま

え
が
き
」
を
参
照

。）

G
eorg

Freiherr
von

H
ertling,D

escartes’
B
eziehungen

zur
S
cholastik,

（

）

二
〇

in
:H

istorische
B
eiträge

zur
P
hilosophie

M
ünchen,

s.d.
,
S.181

-242.
(

)

É
.
G
ilson,

É
tudes

sur
le
rôle

de
la
pensée

m
édiévale

dans
la
form

ation
du

systèm
e
cartésien

P
aris,1951

.
A
lexandre

K
oyré,

D
escartes

und
die

(
)

S
cholastik

B
onn,

1923
.

J.
Freudenthal,

S
pinoza

und
die

S
cholastik,

(
)

in
:
P
hilosophische

A
ufsätze

E
duard

Z
eller

gew
idm

et
L
eipzig,

1887
.

(
)

S
.
von

D
unin

B
orkow

ski,
Spinoza

M
ünster,

1933-1936
.

Fritz
R
intelen,

(
)

L
eibnizens

B
eziehungen

zur
S
cholastik,

in
:A

rchiv
für

G
eschichte

der

P
hilosophie

26
1903

,
S
.157

-188.
P
aul

M
esnard,

C
om

m
ent

L
eibniz

se
(

)

trouve
placé

dans
le

sillage
de

S
uarez,

in
:A

rchive
de

Philosophie
18

1949
,
pp.7

-32.
A
ntonio

C
orsano,

G
.
W
.
L
eibniz

N
apoli,

1953
.

(
)

(
)

G
iorgio

T
onelli,

E
lem

enti
m
etodologici

e
m
etafisici

in
K
ant

dal
1745

al

1768
T
orino,

1959
.

N
orbert

H
inske,

K
ants

W
eg

zur
T
ranszendental-

(
)

philosophie
Stuttgart,

1970
.

H
inrich

K
nitterm

eyer,
D
er

T
erm

inus
(

)

transzendental
in

seiner
historischen

E
ntw

icklung
bis

zu
K
ant

M
arburg,

(

1920
.

M
ax

W
undt,

K
ant

als
M
etaphysiker

S
tuttgart,

1924
.

)
(

)

（
二
一
）
こ
の
間
の
興
味
深
い
、
し
か
し
未
だ
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
歴
史

的
事
情
に
関
し
て
は

に
挙
げ
た

の
文
献
の
ほ
か
、
古
い
が

注
三
三

Freedm
an

E
rnst

L
ew

alter,
S
panisch-jesuitische

und
deutsch-lutherische

M
etaphysik

des
17.

Jarhundert
D
arm

stadt,
1967

P
eter

Petersen,
G
eschichte

der
(

)

及
び(

)

が
依
然
と
し
て

aristotelischen
P
hilosophie

in
D
eutschland

L
eipzig,

1921

S
iegfried

W
ollgast,

P
hilosophie

in
D
eutschland

参
考
に
な
る
。
新
し
く
は

(
)

が
網
羅

zw
ischen

R
eform

ation
und

A
ufklärung

1550-1650
B
erlin,

1988

的
。
同
じ
く
宗
教
改
革
と
初
期
啓
蒙
主
義
の
あ
い
だ
の
ド
イ
ツ
精
神
史
を
取
り
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W
ollgast

V
ergessene

und
V
erkannte

扱
っ
た

の
近
著
は
よ
り
象
徴
的
に

(
)

と
題
さ
れ
て
い
る
。

B
erlin,

1993

Jose
F
errater

M
ora,

Suarez
and

the
M
odern

P
hilosophy,

in:
Journal

（

）

二
二

of
the

H
istory

of
Ideas

14
1953

,
pp.528

-547.
(

)

D
ie
W
elt

als
W
ille

und
V
orstellung,

E
rster

B
and.

A
nhang.

（

）

二
三

例
え
ば

(
)

に

K
ritik

der
K
antischen

P
hilosophie

W
erke

in
F
ünf

B
änden,

B
d.1,

S
.540

ス
ア
レ
ス
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
高
い
評
価
を
示
す
の
は
『
根
拠
律
の
四

つ
の
根
』
第
六
節
の
「
ス
コ
ラ
哲
学
の
真
正
の
コ
ン
ペ
ン
デ
ィ
ウ
ム
」
と
い
う

言
葉
で
あ
る
（

。

W
erke,

B
d.3,

S
.20

）

（
二
四
）
ル
ネ
サ
ン
ス
以
来
一
七
世
紀
ま
で
の
の
形
而
上
学
史
を
「
形
而
上
学

の
対
象
は
何
か
」
と
い
う
問
題
へ
の
変
転
す
る
応
答
と
し
て
概
観
し
た
の
が
、

C
harles

H
.L
ohr,S.J.,

M
etaphysics,

in
:C

harles
B
.Schm

itt
and

Q
uentin

S
kinner

eds.
,T
he

C
am

bridge
H
istory

of
R
enaissance

P
hilosophy,

pp.537-
(

)

(
)

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ス
ア
レ
ス
は
「
リ
ベ
ラ
ル
・
ア

638.
C
am

bridge,
1988

ー
ツ
」
の
一
つ
と
し
て
の
形
而
上
学
を
確
立
し
た
人
物
と
見
ら
れ
て
い
る
。

（
二
五
）
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
圏
で
の
形
而
上
学
の
復
活
に
対
す
る
ス
ア
レ
ス
の、

影
響
と
い
う
こ
の
点
に
関
し
て
国
粋
主
義
の

は
否
定
的
で
あ
る
が

M
ax

W
undt

そ
れ
で
は
こ
の
特
定
の
時
点
に
お
け
る
「
形
而
上
学
」
書
の
簇
出
現
象
が
説
明

V
gl.

W
ollgast

1988
,
S.

154.

で
き
な
い
と
い
う
批
判
を
受
け
て
い
る
。

(
)

D
isputationes

m
etaphysicae,

,sectio
26.

“dicem
dum

est
ergo,

（
二
六
）

Ⅰ
Ⅰ

ens
inquantum

ens
reale

esse
objectum

adequatum
hujus

scientiae.”

（
二
七
）
山
田

晶
『
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
《
エ
ッ
セ
》
研
究

。』

（
二
八
）
山
田
、
前
掲
書
、
五
七
五
ペ
ー
ジ
。

A
ntonio

C
orsano,

ibid.,
p.1

（
二
九
）H

elm
ut

G
roos,

D
er

deutsche
Idealism

us
und

das
C
hristentum

（
三
〇
）

(
)

は
ル
タ
ー
派
牧
師
の
立
場
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
と
ド
イ
ツ
観
念

M
ünchen,1927

論
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
と
強
調
す
る
。

も
ま
た
、

H
einrich

B
ornkam

m

ド
イ
ツ
観
念
論
が
ル
タ
ー
抜
き
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
を
認
め
た
上
で
し
か
も

宗
教
的
目
的
に
関
し
て
は
両
者
は
相
互
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て

い
る(

(
)

)

。

ま
た
、
カ

V
gl.,

L
uthers

geistige
W
elt

G
ütersloh,

1959
,
S
.283.

Jacques

ト
リ
ッ
ク
が
近
世
哲
学
を
断
罪
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
著
名
な

(
)

M
aritain,

T
rois

réform
ateurs.

L
uther

D
escartes

R
ousseau

Paris,
1925

-
-

F
ranz

X
aver

K
iefl,

K
atholische

W
eltanschauung

und
m
odernes

の
ほ
か
、(

)

は
特
に
ド
イ
ツ
観
念
論
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
い

D
enken

R
egensburg,

1922

る
。

（
三
一

『
純
粋
理
性
批
判
』
を
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
と

）

H
.-J.de

V
léeschauw

er
H
.-J.de

い
う
見
通
し
を

初
に
出
し
た
の
は

で
あ
る

(。

V
léeschauw

er,
W
ie

ich
jetzt

die
K
ritik

der
reinen

V
ernunft

entw
icklungs-

(
)

)

ま
た
そ
れ

geschichtlich
lese,

in
:
K
ant-S

tudien
54

1963
,
S
.351

-368.

に
先
立
っ
て
近
世
形
而
上
学
に
お
け
る
一
般
形
而
上
学
と
特
殊
形
而
上
学
と
の

E
rnst

V
ollrath,

D
ie

分
岐
と
い
う
進
展
に
関
し
て
実
証
的
に
論
じ
た
の
は

G
liederung

der
M
etaphysik

in
eine

M
etaphysica

generalis
und

eine

M
etaphysica

specialis,
in
:Z

eitschrift
für

philosophische
Forschung

16

(
)

で
あ
る
。

1962
S
.258

-284.

（
三
二
）
こ
の
、
形
而
上
学
の
超
範
疇
へ
の
凝
縮
と
い
う
点
を
ク
ロ
ノ
ジ
カ
ル

P
iero

di
V
ona,

S
tudi

sulla
S
colastica

della

に
追
跡
し
た
業
績
が

(
)

で
あ
る
。

の
対
抗
宗
教
改
革
期
ス
コ

C
otroriform

a
F
irenze,

1968
di

V
ona

ラ
哲
学
の
研
究
は
も
と
も
と
ス
ピ
ノ
ザ
研
究
の
一
環
と
し
て
着
手
さ
れ
た
も
のI

で
あ
る
が
、
本
書
の
あ
と
も
更
に
継
続
さ
れ
、
貴
重
な
成
果
を
あ
げ
て
い
る
（

concetti
trascendenti

in
Sebastian

Izquierdo
e
nella

S
colastica

del
Seicento

(
)

。
ま
た

は
超
範
疇
の
中
で
も

が
も
っ
と
も
ベ
ー

N
apoli,1994

C
ourtine

）

res

res
シ
ッ
ク
な
も
の
と
し
て
台
頭
し
て
く
る
点
を
捉
え
て

近
世
の
形
而
上
学
で
は

、

が

（
超
超
範
疇
？
）
と
な
っ
た
と
い
う
見
方
を
し
て
い
る

supertranscendentia

(
)

。

C
ourtine,

ibid.,
p.537

Joseph
S
.
F
reedm

an,
E
uropean

A
cadem

ic
P
hilosophy

in
the

L
ate

（
三
三
）

S
ixteenth

and
E
arly

Seventeenth
C
enturies.

T
he

L
ife,

Significance,
and
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(
)
(

)

が
画
期

P
hilosophy

of
C
lem

ens
T
im
pler

1563
/4
-1624

H
ildesheim

,1988
的
な
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
、
特
に

。

chap.11
M
etaphysics

C
hr.

W
olff,

L
ogik,

V
orbericht

1
“D

ie
W
elt-W

eisheit
ist

eine

（
三
四
）

§

ヴ

W
issenschaft

aller
m
öglichen

D
inge,

w
ie
und

w
arum

sie
m
öglich

sind.”

F
.
L
.
M
arcolungo,

W
olff

e
il

ォ
ル
フ
の
可
能
性
概
念
の
諸
相
に
つ
い
て
は
、

(
)

、
ま
た
特
に
ヴ
ォ
ル
フ
の
可
能
性
概
念
を
理
解
す
る
た

possibile
P
adova,1982

め
の
鍵
で
あ
る
「
可
能
性
の
補
完

」
概
念
に
つ
い

com
plem

entum
possiblitatis

A
.
M
ichaelis,

D
er

ontologische
S
inn

des
com

plem
entum

possibilitatis

て
は

(
)

。
ス
ア
レ
ス
と
ヴ
ォ
ル
フ
を
批
判
的

bei
C
hristian

W
olff

B
asel-B

erlin,1937

に
論
ず
る
に
当
た
っ
て
両
者
に
お
け
る
可
能
性
概
念
の
中
枢
化
と
中
性
化
と
い

、
、
、

É
.
G
ilson,

L
’Ê
tre

et
l’essence

Paris,1981
,

う
事
態
を
軸
に
し
て
い
る
の
は
、

(
)

C
hap.

C
ourtine,

ibid.,
pp.293

-321
Ⅴ

。
ス
ア
レ
ス
の
可
能
性
概
念
に
つ
い
て
は

V
ictor

S
anz,

L
a

teoria
de

la
possibilidad

en
Francisco

S
uarez

及
び

(
)

。

P
am

plona,
1989

（
三
五
）
こ
の
よ
う
な
可
能
性
様
相
の
掘
り
下
げ
に
よ
る
近
世
的
認
識
概
念
の

基
礎
付
け
の
完
成
が
カ
ン
ト
哲
学
で
あ
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
哲
学
の
成
果
が
可

能
性
概
念
の
確
定
に
あ
る
こ
と
を
鋭
く
見
抜
い
て
そ
れ
を
カ
ン
ト
と
は
ま
っ
た

く
違
う
目
的
の
た
め
に
フ
ル
に
活
用
し
た
の
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
で
あ
る
。

注

（
三
六
）
ス
ア
レ
ス
と
カ
ン
ト
と
の
間
に
系
譜
を
引
い
た
業
績
と
し
て
は
、

-
-

-
-

一
九

で
挙
げ
た

の
書
（

H
onnefelder

D
uns

S
cotus

S
uarez

W
olff

K
ant

P
eierce

A
ntonio

C
orsano,

L
e
origini

と
い
う
系
譜

の
ほ
か

筆
者
未
見
の

）

、（

）

della
filosofia

analitica.
Suarez

L
eibniz

K
ant

H
erbart

Frege
B
ari,

-
-

-
-

(

1962
M
ario

G
aetano

L
om

bardo,
L
a
form

a
che

dà
l’essere

)

を
別
に
し
て
も

alle
cose.

E
nti

di
ragione

e
bene

trascendentali
in

Suarez,
L
eibniz,

K
ant

(
)

が
管
見
に
入
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
近
年
の
研
究
者
た
ち
に
と
っ
て

M
ilano,1995

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
そ
の
系
譜
の

後
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
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Che cosa è la filosofia moderna ?
－ －Per una nuova visione della storia della filosofia

Shigeru FUKUTANI

Quando ha cominciato la filosofia moderna Secondo l’autore di questo？

articolo, la filosofia tradizionale fu definitivamente annientata dalla riforma
protestante che fu originaliamente e vigorosamente antimetafisica. Quindi, la
metafisica moderna doveva avere un nuovo punto di partenza, superando il
nominalismo francescano e anche il tomismo domenicano.

In questo ambito la figura di Francisco Suarez è molto importante, perchè è il
fondatore di una nuova metafisica che ha un certo grado di indipendenza dalla
teologia. Rigettando l’analogia di proporzionalità che rispecchiara (kantianamente
parlando) cosa in sè, nello stesso tempo si trova in Suarez il grande ruolo di
concetto come il modo eminentemente umano di conoscenza filosofica.
Particolarmente nel suo concetto di ens inquantum ens reale come l’oggetto
adeguato di metafisica, il Suarez è il vero iniziatore della filofofia o metafisica
moderna. Il concetto suareziano di ens inquantum ens reale racchiude in sè tutto ciò
che è reale con indifferenza, per esempio Dio e altri creature senza discriminazione.
Questo trattamento significa il sorgere di uno punto di vista che fa tutto eguale
secondo il suo proprio proposito di intendere il mondo come una totalità d’esseri.

L’autore insiste che qui troviamo l’origine e il carattere fondamentale della
filosofia moderna che ha preferenza straordinaria verso le parole come idea,
Vorstellung, e Erscheinung che hanno nei suoi nuclei centrali una tendenza
omogeneizzante di tutti gli enti.

On what makes us human beings

Seiji MUTÔ

Is the concept of human being a clear one ? This is my question. Or rather, it is
a further question for me even to try to make it clear. In this case the so-called
demarcation problem comes up. To tell the truth, it is impossible for us to give an
answer to the question to what is a human being and to what is not. Whatever
answer is given, it may be a mere expedient. The purpose of this paper, therefore, is
to show the reason why it is so.

To be concrete, in the second section, I will start to extract the Cartesian
doctrine of the bête-machine from Discours de la Méthode and other writings, and to
examine it together with some other similar doctrines.

Next, I will show, with the help of the sorites paradox, the reason why what
makes us human beings should remain ambiguous. We will acquire a more fertile


