
個
体
化
の
原
理

(
p
r
i
n
c
i
p
i
u
m
i
n
d
i
v
i
d
u
a
t
i
o
n
i
s
)

を
西
洋
中
世
に

遡
っ
て
考
え
よ
う
と
す
る
場
合
、
ス
コ
ラ
学
者
た
ち
に
よ
る
様
々
な
議

論
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
。
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
の
『
神
学
大
全
』

で
最
初
に
個
体
化
の
原
理
と
い
う
言
葉
に
出
会
う
の
は
第
一
部
第
三
問

(
l
)
 

題
に
お
い
て
で
あ
り
、
主
題
は
神
の
単
純
性
で
あ
る
。
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト

ウ
ラ
の
『
「
命
題
集
」
註
解
」
で
は
、
第
二
巻
第
三
区
分
第
一
部
第
二

(
2
)
 

項
に
お
い
て
個
体
化
の
原
理
と
い
う
文
言
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
は
、
各
々
の
天
使
の
区
別
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
よ
り
正
確
に
言

え
ば
、
諸
天
使
に
お
け
る
ペ
ル
ソ
ナ
的
区
別
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

り
何
に
由
来
す
る
の
か
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。

ト
マ
ス
と
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
と
い
う
一
三
世
紀
後
半
を
代
表
す
る

二
人
の
ス
コ
ラ
学
者
に
焦
点
を
当
て
る
と
、
個
体
化
の
原
理
が
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
に
由
来
す
る
質
料
形
相
論
を
用
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
じ
め
に

が
わ
か
る
。
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
ず
ト
マ
ス

は
質
料
的
事
物
に
と
っ
て
個
体
化
の
原
理
は
質
料
で
あ
る
こ
と
を
明
確

(
3
)
 

に
提
示
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
は
、
被
造
物
全
般

(
4
)
 

に
と
っ
て
の
個
体
化
の
原
理
を
質
料
と
形
相
の
両
方
に
求
め
て
い
る
。

た
だ
し
ト
マ
ス
の
場
合
、
被
造
物
の
中
で
も
天
使
に
は
質
料
が
な
い
と

(
5
)
 

さ
れ
る
の
で
、
天
使
に
と
っ
て
の
個
体
化
の
原
理
は
質
料
で
は
な
く
て

(
6
)
 

形
相
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
対
す
る
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
の
場
合
、
天

使
を
含
め
た
す
べ
て
の
被
造
物
が
質
料
と
形
相
を
持
つ
の
で
、
ト
マ
ス

の
よ
う
に
天
使
と
質
料
的
事
物
と
に
異
な
る
仕
方
で
個
体
化
の
原
理
を

措
定
す
る
必
要
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ト
マ
ス
の
場
合
に
は
質
料
的
事

物
と
非
質
料
的
事
物
と
で
異
な
る
個
体
化
の
原
理
を
措
定
す
る
こ
と
に

な
る
の
に
対
し
て
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
の
場
合
、
少
な
く
と
も
被
造

物
に
関
し
て
は
個
体
化
の
原
理
を
一
律
に
措
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
整
理
を
た
だ
図
式
的
に
提
示
す
る
だ
け
で
は
、
ト

マ
ス
と
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
が
個
体
化
に
つ
い
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う

な
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
か
は
あ
ま
り
見
え
て
こ
な
い
。
こ
の
点
を
見

石

田

隆

太

I

二
人
の
ス
コ
ラ
学
者
に
よ
る
個
体
化
論
と
そ
の
存
在
論
的
前
提
I

何
が
個
体
化
さ
れ
る
の
か
？

ー (84) 何が個体化されるのか？ー一二人のスコラ学者による個体化論とその存在論的龍提—



極
め
る
た
め
に
、
諸
天
使
が
ど
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
の
か
と
い
う
議

論
領
域
に
主
と
し
て
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、
ト
マ
ス
と
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト

ウ
ラ
が
個
体
化
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る

の
か
を
本
論
で
は
辿
っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
以
下
で
主
題
的
に
論
じ

た
い
の
は
、
個
体
化
の
原
理
に
関
す
る
両
者
の
見
解
が
異
な
る
こ
と
の

背
景
に
あ
る
存
在
論
的
前
提
の
違
い
で
あ
る
。

天
使
の
区
別
に
関
す
る
議
論
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
理
由
は
二
つ
あ

る
。
第
一
に
、
ト
マ
ス
も
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
も
個
体
化
に
関
す
る
独

立
の
体
系
的
な
論
述
を
残
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
事
情
が
あ

(
8
)
 

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
特
定
の
問
題
に
関
連
し
て
個
体
化
と
い
う
こ
と
が
語

ら
れ
て
い
る
場
面
を
活
用
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
よ
り
重
要
な
理

由
と
し
て
は
第
二
に
、
天
使
と
い
う
事
物
の
あ
り
方
に
対
す
る
捉
え
方

の
相
違
が
ト
マ
ス
と
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
の
間
で
は
顕
著
で
あ
る
た
め
、

比
較
の
題
材
と
し
て
も
天
使
を
取
り
あ
げ
る
の
は
有
益
だ
と
い
う
こ
と

が
あ
る
。
天
使
に
お
い
て
質
料
性
を
認
め
る
か
否
か
と
い
う
点
に
お
い

て
両
者
に
違
い
が
あ
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、

ま
ず
ト
マ
ス
の
場
合
、
天
使
が
質
料
を
持
た
な
い
結
果
と
し
て
、
各
々

の
天
使
は
形
相
だ
け
で
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
種
の
担
い
手
で
あ

る
形
相
だ
け
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
結
果
と
し
て
、
天
使
は
存
在
し
て

(
9
)
 

い
る
数
だ
け
種
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト

ウ
ラ
の
場
合
、
一
っ
の
種
の
下
に
多
数
の
天
使
が
存
在
す
る
と
い
う
図

(10) 

式
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
ト
マ
ス
に
お
い
て
天
使

は
種
別
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
個
体
化
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ボ

ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
に
お
い
て
天
使
は
数
的
に
多
数
化
さ
れ
た
も
の
と
し

て
の
み
個
体
化
さ
れ
て
い
る
。

天
使
の
個
体
化
と
い
う
観
点
で
ト
マ
ス
と
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
の
比

較
が
主
題
化
さ
れ
て
い
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
ジ
ョ
ル
ジ
オ
・
ピ
ー

(11)

（

12) 

二
の
研
究
と
坂
口
ふ
み
の
研
究
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ピ
ー
ニ
に

よ
れ
ば
ト
マ
ス
の
思
想
は
、
各
々
の
天
使
を
質
料
か
ら
分
離
さ
れ
た
純

粋
な
形
相
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
、
そ
れ
自
体
で
個
体
化
さ
れ
て
い
る

天
使
を
個
的
な
本
質
の
体
現
者
と
し
て
見
な
し
て
い
る
点
で
革
新
的
だ

と
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ト
マ
ス
説
を
採
用
し
な
か
っ
た
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン

ト
ウ
ラ
、
ガ
ン
の
ヘ
ン
リ
ク
ス
、
ド
ウ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
は
本
質
の

共
通
性
を
あ
く
ま
で
護
持
す
る
か
ら
で
あ
る
。

坂
口
の
主
張
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
天
使
に
の
み
複
数
の
種
を
措
定

す
る
ト
マ
ス
の
思
想
は
天
使
を
人
間
よ
り
も
は
る
か
に
優
位
の
も
の
と

見
な
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
の
思
想
は
、
天

使
も
他
の
被
造
物
と
同
様
に
―
つ
の
種
に
複
数
の
個
体
が
属
し
て
い
る

と
捉
え
、
さ
ら
に
こ
の
世
界
の
中
心
に
人
間
を
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、

天
使
に
対
す
る
人
間
の
何
ら
か
の
優
位
性
を
強
調
し
て
い
る
。

ピ
ー
ニ
の
研
究
は
む
し
ろ
本
質
と
い
う
概
念
を
め
ぐ
る
考
察
で
あ
る

し
、
坂
口
の
研
究
は
ト
マ
ス
と
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
が
前
提
し
て
い
る

世
界
観
と
言
う
べ
き
も
の
を
描
き
出
す
こ
と
が
主
眼
に
な
っ
て
い
る
。

ピ
ー
ニ
お
よ
び
坂
口
の
主
張
そ
れ
自
体
に
異
論
を
唱
え
る
つ
も
り
は
な

(83) 2
 



天
使
に
お
け
る
ペ
ル
ソ
ナ
的
区
別

い
が
、
両
者
の
研
究
に
お
い
て
は
個
体
化
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
に
対

す
る
分
析
が
そ
れ
ほ
ど
主
眼
に
な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
本
論

は
、
ト
マ
ス
と
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
の
両
者
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る

個
体
化
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
の
分
析
を
主
題
的
に
行
う
こ
と
に
し
た

い
。
な
お
、
ト
マ
ス
と
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
の
ど
ち
ら
が
理
論
的
に
優

れ
て
い
る
の
か
と
い
う
優
劣
を
論
じ
る
こ
と
は
本
論
の
意
図
で
は
な
い

こ
と
を
言
い
添
え
て
お
く
。

ト
マ
ス
と
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
の
双
方
に
と
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想

を
比
較
す
る
最
も
ふ
さ
わ
し
い
場
の
一
っ
は
、
や
は
り
『
「
命
題
集
」

註
解
』
で
あ
ろ
う
。
―
二
世
紀
の
ス
コ
ラ
学
者
ペ
ト
ル
ス
・
ロ
ン
バ
ル

ド
ゥ
ス
に
よ
っ
て
書
か
れ
、
一
三
世
紀
に
は
既
に
神
学
の
標
準
的
な
教

科
書
で
あ
っ
た
『
命
題
集
』
の
第
二
巻
第
三
区
分
で
は
、
天
使
の
属
性

と
し
て
四
つ
の
も
の
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
単
純

な
本
質
、
②
ペ
ル
ソ
ナ
的
区
別

(discretio)
、
③
知
解
、
記
憶
、
意

(13) 

志
と
い
う
理
性
的
な
側
面
、
④
自
由
裁
量
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
属
性
か

ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
ス
コ
ラ
学
者
た
ち
は
天
使
を
基
本
的
に
知
性
的

存
在
者
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
こ
の
四
つ
の
中
で
本
論
と
特
に
関
係
が

あ
る
の
は
②
で
あ
る
。
天
使
に
対
し
て
ペ
ル
ソ
ナ
と
い
う
概
念
が
適
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
異
様
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
既
に

ペ
ル
ソ
ナ
概
念
が
単
に
神
の
ペ
ル
ソ
ナ
に
だ
け
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
ロ
ン
バ
ル
ド
ゥ
ス
の
同
時

代
人
で
あ
る
サ
ン
11

ヴ
ィ
ク
ト
ル
の
リ
カ
ル
ド
ゥ
ス
に
お
い
て
も
、
神
、

天
使
、
人
間
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
ペ
ル
ソ
ナ
概
念
を
ど

の
よ
う
に
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
か
が
主
題
的
に
問
題
化
さ
れ
て
い
た

(
M
)
 

こ
と
を
こ
こ
で
は
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
お
こ
う
。

ト
マ
ス
は
、
『
「
命
題
集
」
註
解
』
に
お
い
て
天
使
に
ペ
ル
ソ
ナ
が
あ

る
か
否
か
を
論
じ
る
箇
所
で
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
に
由
来
す
る
「
理
性
的

本
性
の
個
的
実
体
」
と
い
う
ペ
ル
ソ
ナ
の
定
義
を
主
に
念
頭
に
置
い
た

上
で
、
天
使
に
お
い
て
ペ
ル
ソ
ナ
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
三
つ
の
観
点

か
ら
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
自
存
す
る
こ
と
（
こ
れ
は
「
実
体
」
に

対
応
し
て
い
る
）
、
理
性
が
あ
る
こ
と
（
こ
れ
は
「
理
性
的
本
性
の
」

に
対
応
し
て
い
る
）
、
個
体
で
あ
る
こ
と
（
こ
れ
は
「
個
的
」
に
対
応

し
て
い
る
）
と
い
う
三
つ
の
観
点
か
ら
議
論
を
進
め
て
い
る
。
ま
ず
自

存
に
関
し
て
は
、
人
間
が
質
料
と
形
相
と
い
う
部
分
か
ら
複
合
さ
れ
て

始
め
て
自
存
す
る
の
に
対
し
て
、
ト
マ
ス
に
と
っ
て
非
質
料
的
事
物
で

あ
る
天
使
は
自
ら
の
単
純
な
本
性
、
す
な
わ
ち
形
相
に
お
い
て
自
存
す

る
。
次
に
理
性
が
あ
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
人
間
が
感
覚
か
ら
像
を
受

け
取
る
こ
と
に
基
づ
い
て
漸
進
的
に
推
論
を
行
う
の
に
対
し
て
、
天
使

は
あ
く
ま
で
純
粋
に
知
性
的
な
光
を
分
有
す
る
だ
け
で
あ
り
、
漸
進
的

な
過
程
を
経
ず
に
い
わ
ば
神
の
ご
と
く
知
解
す
る
。
最
後
に
個
体
で
あ

(15) 

る
こ
と
、
す
な
わ
ち
共
通
化
不
可
能
性

(
i
n
c
o
m
m
u
n
i
c
a
b
i
l
i
t
a
s
)

が
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あ
る
こ
と
に
関
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
ま
ず
人
間
の
場
合
、
質
料
に
受
容

さ
れ
う
る
自
ら
の
本
性
、
す
な
わ
ち
人
間
の
形
相
が
質
料
を
通
じ
て
限

定
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
天
使
の
場
合
、
何
も
の
に
も
受
容
さ
れ
え

な
い
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
自
分
の
形
相
が
そ
れ
自
体
で
限
定
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
以
上
何
も
付
加
さ
れ
え
な
い
と
い
う
否

定
に
よ
っ
て
神
の
存
在
が
自
身
に
固
有
な
も
の
で
あ
る
こ
と
と
同
様
の

(16) 

こ
と
と
し
て
語
ら
れ
て
も
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
天
使
に
と
っ
て
は
、

何
か
自
分
と
は
別
の
も
の
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う

否
定
性
が
共
通
化
不
可
能
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
。

天
使
の
ペ
ル
ソ
ナ
そ
の
も
の
に
関
し
て
ト
マ
ス
の
取
り
扱
い
が
以
上

の
よ
う
に
簡
潔
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
『
命
題
集
』
の
同
じ
箇

所
に
対
す
る
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
の
取
り
扱
い
は
段
階
的
で
よ
り
詳
細

で
あ
る
。
第
一
に
、
諸
天
使
は
種
と
し
て
は
一
っ
だ
が
ペ
ル
ソ
ナ
に
お

い
て
は
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
聖

書
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
諸
天
使
の
職
務
が
共
通
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、

神
に
お
い
て
―
つ
の
本
質
に
対
し
て
三
つ
の
ペ
ル
ソ
ナ
が
区
別
さ
れ
る

と
い
う
構
図
と
同
様
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
が
主
と
し
て
考
慮
さ

(17) 

れ
て
い
る
。

次
に
、
第
二
お
よ
び
第
三
の
点
を
論
じ
る
中
で
個
体
化
と
い
う
こ
と

が
頻
繁
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
第
二
に
は
、
各
々
の

天
使
に
ペ
ル
ソ
ナ
が
固
有
の
も
の
と
し
て
あ
る
こ
と
が
附
帯
的
な
こ
と

で
あ
る
の
か
そ
れ
と
も
実
体
的
な
こ
と
で
あ
る
の
か
が
論
じ
ら
れ
る
。

ペ
ル
ソ
ナ
的
区
別
が
主
要
に
は
実
体
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た

め
に
、
ま
ず
は
そ
の
前
提
と
な
る
個
体
化
が
ど
の
よ
う
に
見
出
さ
れ
る

の
か
が
説
明
さ
れ
る
。
そ
の
部
分
だ
け
を
抽
出
す
る
と
次
の
通
り
で
あ

る
。
ペ
ル
ソ
ナ
的
区
別
の
前
提
で
あ
る
「
個
的
区
別
」

(discretio

individualis)

は
個
体
化
と
区
別
の
二
つ
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
ず

個
体
化
は
、
事
物
の
諸
原
理
（
す
な
わ
ち
、
後
に
明
示
さ
れ
る
よ
う
に

質
料
と
形
相
の
こ
と
）
の
不
分
割

(indivisio)

お
よ
び
固
有
化

(
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
i
o
)

に
基
づ
く
。
実
際
に
事
物
の
諸
原
理
そ
の
も
の
は
、

そ
れ
ら
が
結
合
さ
れ
て
い
る
限
り
で
、
自
ら
相
互
を
固
有
化
し
て
個
体

を
形
成
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
個
体
化
に
随
伴
し
て
他
の
も
の
か
ら

区
別
な
い
し
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
生
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
個
体
と

な
っ
た
実
体
に
数
が
附
帯
的
な
も
の
と
し
て
随
伴
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

個
的
区
別
は
、
個
体
化
と
い
う
点
で
は
実
体
的
な
側
面
に
関
係
し
、
区

(18) 

別
と
い
う
点
で
は
附
帯
的
な
側
面
に
関
係
す
る
。

第
三
の
点
、
す
な
わ
ち
、
諸
天
使
に
お
い
て
ペ
ル
ソ
ナ
が
固
有
の
も

の
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
は
質
料
に
由
来
す
る
の
か
そ
れ
と
も
形
相

に
由
来
す
る
の
か
に
関
し
て
は
、
ま
ず
個
体
化
が
質
料
と
形
相
の
両
原

理
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
ペ
ル
ソ
ナ

(19) 

的
区
別
も
同
様
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
く
。
こ
こ
で
は
個
体
化
に
関

す
る
重
要
な
文
章
が
い
く
つ
か
出
現
す
る
。

(81) 4
 



個
体
化
は
形
相
と
の
質
料
の
現
実
的
な
結
合
ー
ー
＇
そ
の
結
合
に
基

づ
い
て
一
方
は
他
方
を
自
分
に
と
っ
て
固
有
化
す
る
I

か
ら
出

来
す
る
。
そ
れ
は
次
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
通
り
で
あ
る
。
以
前

に
は
―
つ
で
あ
っ
た
蝋
に
お
い
て
多
数
の
印
影
の
刻
印
な
い
し
押

印
が
生
じ
る
場
合
、
諸
々
の
印
影
は
蝋
な
し
に
は
複
数
化
さ
れ
え

な
い
し
、
ま
た
、
蝋
に
お
い
て
相
異
す
る
印
影
が
生
じ
る
ゆ
え
に

(20) 

の
み
蝋
は
数
え
ら
れ
る
。

後
半
で
は
蝋
が
質
料
の
例
と
し
て
、
印
影
が
形
相
の
例
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
。
例
に
も
あ
る
通
り
、
形
相
は
質
料
が
あ
っ
て
複
数
化
さ
れ

う
る
の
で
あ
り
、
逆
に
ま
た
質
料
も
、
形
相
が
相
異
す
る
も
の
と
し
て

自
ら
の
内
に
生
じ
る
限
り
で
の
み
複
数
化
さ
れ
う
る
。
こ
の
よ
う
な
複

数
化
と
し
て
の
個
体
化
は
形
相
と
質
料
の
現
実
的
な
結
合
に
基
づ
い
て

い
る
。上

記
引
用
文
の
直
後
に
は
さ
ら
に
重
要
な
箇
所
が
現
れ
る
。

そ
れ
で
も
、
個
体
化
が
主
要
に
は
何
に
由
来
す
る
の
か
と
い
う
こ

と
を
あ
な
た
が
問
お
う
と
す
る
な
ら
、
次
の
こ
と
が
言
わ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
個
体
と
は
こ
の
何
か

(
h
o
c
aliquid)

で
あ
る
。
こ

れ

(
h
o
c
)

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
個
体
は
よ
り
主
要
に
は
質
料

か
ら
保
持
し
て
お
り
、
そ
の
質
料
を
根
拠

(ratio)

に
し
て
形

相
は
場
所
と
時
間
に
お
い
て
位
置
を
持
つ
。
何
か

(aliquid)

で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
個
体
は
形
相
か
ら
保
持
す
る
。
す
な
わ
ち
、

個
体
は
存
在

(
e
s
s
e
)

を
持
ち
、
現
存

(
e
x
i
s
t
e
r
e
)

も
持
つ
。

現
存
を
質
料
は
形
相
に
与
え
る
が
、
存
在
の
現
実
態

(
a
c
t
u
s

e
s
s
e
n
d
i
)

を
形
相
は
質
料
に
与
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
体
化

は
諸
々
の
被
造
物
に
お
い
て
二
つ
の
原
理
か
ら
出
来
す
る
。

こ
の
文
章
に
お
い
て
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
は
、
被
造
物
全
般
に
お
け
る

(22) 

個
体
化
の
二
元
的
な
原
理
を
明
示
し
て
い
る
。
な
お
、
骨
格
と
な
っ
て

い
る
質
料
形
相
論
的
な
前
提
は
、
天
使
に
も
質
料
が
あ
る
こ
と
を
述
べ

る
箇
所
で
も
既
に
示
さ
れ
て
い
た
。

形
而
上
学
者
は
あ
ら
ゆ
る
被
造
物
の
本
性
を
考
察
し
、
そ
し
て
と

り
わ
け
自
体
的
に
存
在
す
る
実
体
の
本
性
を
考
察
す
る
。
そ
の
実

体
に
お
い
て
は
存
在
の
現
実
態
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
、
形
相

が
そ
の
現
実
態
を
与
え
る
。
ま
た
自
体
的
に
現
存
す
る
こ
と
の
安

定
性

(stabilitas
p
e
r
 s
e
 e
x
i
s
t
e
n
d
i
)
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
、

形
相
が
寄
り
か
か
っ
て
い
る
[
先
の
〕
も
の
が
そ
の
安
定
性
を
与

(23) 

え
供
給
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
質
料
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
引
用
箇
所
で
は
、
ま
さ
に
形
而
上
学
的
な
観
点
か
ら
、
ボ

ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
が
普
遍
的
な
質
料
形
相
論
を
被
造
物
全
般
に
対
し
て

適
用
し
て
い
る
。
存
在

(
e
s
s
e
)

と
現
存

(
e
x
i
s
t
e
r
e
)

が
そ
れ
ぞ
れ

5
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何
で
あ
り
ど
う
違
う
の
か
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
判
明
に
述
べ
ら
れ
て
い

な
い
が
、
質
料
に
よ
っ
て
現
存
が
与
え
ら
れ
た
形
相
は
「
場
所
と
時
間

に
お
い
て
位
置
を
持
つ
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
少
な
く
と
も
「
現
存
」

が
時
空
の
上
で
限
定
を
伴
っ
た
状
態
を
意
味
す
る
こ
と
は
わ
か
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、
「
存
在
」
に
関
し
て
は
解
釈
の
余
地
が
あ
る
と
こ
ろ
だ

(25)

（

26) 

が
、
目
下
の
と
こ
ろ
で
は
、
形
相
が
存
在
の
現
実
態
を
与
え
る
と
い
う

こ
と
を
、
単
に
自
然
学
に
留
ま
ら
な
い
次
元
で
形
相
が
質
料
に
対
し
て

現
実
態
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
と
理
解
し
た
い
。
自
然

学
に
留
ま
ら
な
い
次
元
、
つ
ま
り
生
成
変
化
の
場
面
に
の
み
限
定
さ
れ

な
い
次
元
と
は
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
が
言
う
よ
う
に
形
而
上
学
的
な

次
元
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
に
基
づ
く
な
ら
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
に

お
け
る
個
体
化
に
関
す
る
考
え
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
個
体

化
は
質
料
と
形
相
と
い
う
二
元
的
な
原
理
の
現
実
的
な
結
合
に
よ
っ
て

生
じ
る
。
個
体
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
こ
の
何
か
」
で
あ
る
個
体
は
、
「
こ

れ
」
で
あ
る
限
り
で
は
時
空
上
に
限
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
「
現

存
」
し
、
「
何
か
」
で
あ
る
限
り
で
は
何
ら
か
の
現
実
態
性
が
与
え
ら

れ
て
い
る
も
の
と
し
て
「
存
在
」
す
る
。
こ
の
場
合
、
形
相
や
質
料
が

そ
れ
ぞ
れ
個
体
化
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、
形
相
と
質
料
が
そ
れ
ぞ
れ

お
互
い
を
固
有
化
す
る
こ
と
で
個
体
化
が
生
じ
、
そ
の
結
果
と
し
て
複

合
体
と
し
て
の
個
体
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
構
図
が
窺
え
る
。

ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
と
は
異
な
り
、
ト
マ
ス
は
天
使
の
数
が
あ
る
だ

け
天
使
の
種
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
考
え
は
、
前
節
で
参
照
し

た
『
「
命
題
集
」
註
解
』
で
も
既
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
本
節
で

は
、
個
体
化
に
関
す
る
ト
マ
ス
の
考
え
を
分
析
す
る
と
い
う
目
的
の
た

(28) 

め
に
、
叙
述
が
最
も
秩
序
立
っ
て
い
る
『
定
期
討
論
集
霊
的
被
造
物

に
つ
い
て
』
第
八
項
を
参
照
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

ト
マ
ス
は
、
天
使
相
互
の
異
な
り
が
種
的
な
も
の
で
あ
る
の
か
否
か

を
三
つ
の
論
拠
に
基
づ
い
て
論
証
す
る
。
第
一
に
は
天
使
の
実
体
の
あ

り
方
、
具
体
的
に
は
天
使
の
非
物
体
性
と
非
質
料
性
が
論
拠
と
さ
れ
る
。

第
二
に
は
宇
宙
の
完
全
性
が
論
拠
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
宇
宙
の
完
全

性
を
よ
り
多
く
分
有
す
る
べ
き
も
の
と
し
て
天
使
が
位
置
づ
け
ら
れ
て

お
り
、
種
と
し
て
の
天
使
の
数
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
宇
宙
は
よ
り
完

全
な
も
の
と
さ
れ
る
。
第
三
に
は
天
使
の
本
性
の
完
全
性
が
論
拠
と
さ

れ
る
。
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
‘
―
つ
の
種
に
―
つ
の
個
体
し
か
な
い
太
陽

な
ど
の
不
可
滅
な
天
体
は
、
一
個
体
だ
け
で
自
ら
の
種
の
永
続
性
を
保

存
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
固
有
の
種
に
属
す
る
こ
と
を
何
も
欠
い
て

い
な
い
。
さ
ら
に
天
体
よ
り
も
上
位
に
あ
る
天
使
に
至
っ
て
は
、
質
料

が
含
ま
れ
る
こ
と
な
し
に
、
種
全
体
に
属
す
る
こ
と
が
何
も
欠
け
て
い

(29) 

な
い
こ
と
に
な
る
。

ト
マ
ス
に
お
け
る
天
使
の
種
別
化
論
証

(79) 6
 



以
上
の
理
由
に
基
づ
い
て
各
々
が
種
別
化
さ
れ
て
い
る
天
使
と
、
質

料
に
受
容
さ
れ
る
よ
う
な
形
相
と
の
個
体
化
の
違
い
に
つ
い
て
ト
マ
ス

は
同
じ
箇
所
で
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

基
体
な
い
し
質
料
に
お
い
て
あ
る
形
相
が
こ
の
も
の
[
で
あ
る
基

体
な
い
し
質
料
]
に
お
い
て
あ
る
こ
と
を
通
じ
て
個
体
化
さ
れ
る

の
と
同
様
に
‘
[
質
料
か
ら
]
分
離
さ
れ
た
形
相
は
[
自
ら
と
は

別
巴
何
か
に
お
い
て
あ
る
よ
う
本
性
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と

を
通
じ
て
個
体
化
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
も
の
に
お
い
て

あ
る
こ
と

(esse
in 
h
o
c
)

が
そ
う
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
[
自

ら
と
は
別
の
〕
何
か
に
お
い
て
あ
り
え
な
い
こ
と

(
n
o
n
p
o
s
s
e
 

e
s
s
e
 in 
aliquo)

も
普
遍
I

そ
れ
は
多
数
の
も
の
に
つ
い
て

述
定
さ
れ
る
ー
~
の
共
通
性
を
除
外
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
白
さ
が
、
白
さ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
ー
~
そ
れ
は
種

の
根
拠
に
属
す
る
I

に
基
づ
い
て
で
は
な
く
て
、
こ
の
も
の
に

お
い
て
あ
る
と
い
う
こ
と

1

そ
れ
は
個
体
の
根
拠
に
属
す
る
—

—
に
基
づ
い
て
多
数
の
個
体
を
自
ら
の
下
に
持
つ
こ
と
を
妨
げ
ら

れ
る
の
と
同
様
に
、
こ
の
天
使
の
本
性
は
、
諸
事
物
の
し
か
じ
か

の
秩
序
に
お
け
る
本
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
ー
|
'
そ
れ
は
種
の
根

拠
に
属
す
る
I

に
基
づ
い
て
で
は
な
く
て
‘
[
自
ら
と
は
別
の
]

何
ら
か
の
基
体
に
受
容
さ
れ
る
よ
う
本
性
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
—
—
そ
れ
は
個
体
の
根
拠
に
属
す
る
—
|
＇
に
基
づ
い
て

後
半
で
用
い
ら
れ
て
い
る
白
の
附
帯
性
と
天
使
の
本
性
を
例
に
と
る
な

ら
、
ま
ず
白
の
附
帯
形
相
そ
の
も
の
は
、
白
さ
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
と

し
て
は
自
ら
の
内
に
個
体
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
を
持
た
な
い
。
白
が
こ

の
白
と
な
る
た
め
に
は
、
個
的
な
基
体
に
受
容
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

他
方
で
質
料
か
ら
分
離
さ
れ
た
天
使
の
実
体
形
相
は
、
天
使
で
あ
る
こ

と
の
根
拠
と
し
て
は
自
ら
の
内
に
個
体
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
を
持
た
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
同
じ
形
相
は
、
自
分
と
は
別
の
何
ら
の
基
体

に
も
受
容
さ
れ
え
な
い
と
い
う
否
定
性
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い

て
個
体
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ト
マ
ス
の
場
合
に
は
形

相
の
種
類
に
応
じ
て
個
体
化
の
あ
り
方
が
多
様
化
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
言
う
な
ら
、
個
体
化
の
原
理
も
或
る
形
相
に
と
っ
て
は
基
体
な
い
し

質
料
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
或
る
形
相
に
と
っ
て
は
形
相
そ
の
も
の
で

あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
ト
マ
ス
と
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
の
違
い
を
述
べ
る
な
ら
、
天

使
の
個
体
化
に
関
す
る
限
り
、
ト
マ
ス
は
個
体
化
さ
れ
る
も
の
が
形
相

で
あ
る
こ
と
を
し
ば
し
ば
明
示
す
る
の
に
対
し
て
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ

ラ
は
質
料
と
形
相
と
い
う
二
原
理
が
互
い
を
固
有
化
し
た
結
果
と
し
て

個
体
化
が
生
じ
る
と
し
か
言
わ
な
い
。
さ
ら
に
は
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ

ラ
に
お
い
て
は
、
「
こ
の
何
か
」
と
し
て
複
合
さ
れ
た
個
体
に
対
し
て

し
か
真
に
は
個
体
化
と
い
う
概
念
を
適
用
で
き
な
い
と
解
釈
す
る
余
地

面）

多
数
の
も
の
に
お
い
て
あ
る
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
る
。

7
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さ
え
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
ト
マ
ス
は
、
質
料
が
個
体
化
の
原
理
で
あ
る
場
合
に

お
い
て
も
、
個
体
化
さ
れ
る
も
の
が
形
相
で
あ
る
こ
と
を
し
ば
し
ば
明

示
す
る
。
次
の
引
用
文
は
、
附
帯
性
で
あ
る
量
が
質
料
的
事
物
の
区
別

に
ど
う
関
わ
る
の
か
を
説
明
す
る
文
脈
で
、
質
料
的
事
物
の
形
相
が
ど

の
よ
う
に
個
体
化
さ
れ
る
の
か
を
ト
マ
ス
が
述
べ
た
箇
所
で
あ
る
。

さ
て
、
い
か
な
る
形
相
も
、
そ
れ
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
限

り
に
お
い
て
は
、
そ
れ
自
体
そ
の
も
の
に
基
づ
い
て
こ
の
形
相
で

あ
る
の
で
は
な
い
0

[
中
略
〕
そ
れ
ゆ
え
、
形
相
は
、
質
料
に
受

容
さ
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
こ
の
形
相
に
な
る
。
し
か
る
に
、
質
料

は
そ
れ
自
体
で
は
区
別
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
質
料
が
区
別

さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
即
し
て
で
な
け
れ
ば
、
質

料
が
受
容
さ
れ
た
形
相
を
個
体
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な

い
。
と
い
う
の
も
形
相
は
‘
[
他
の
も
の
と
〕
区
別
さ
れ
こ
こ
と

今
に
限
定
さ
れ
た
こ
の
質
料
に
お
い
て
受
容
さ
れ
る
の
で
な
い
限

り
、
質
料
に
受
容
さ
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
個
体
化
さ
れ
な
い
か
ら

(31) 

で
あ
る
。

形
相
が
そ
れ
単
独
で
は
個
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
前
提
さ

(32) 

れ
て
い
る
。
他
方
で
、
質
料
も
そ
れ
自
体
で
は
未
規
定
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
形
相
を
個
体
化
す
る
た
め
に
は
自
ら
も
個
的
な
質
料
に
な
る
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
場
合
の
質
料
に
対
し
て
は
「
区
別
」
や

「
限
定
」
と
い
っ
た
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
や
は
り
、
主

要
な
意
味
で
個
体
化
さ
れ
る
対
象
は
あ
く
ま
で
形
相
で
あ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
ト
マ
ス
に
お
い
て
は
「
存
在
」
や
「
本
質
」
と
い

っ
た
も
の
も
個
体
化
の
対
象
と
し
て
明
示
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え

ば
、
初
期
著
作
の
『
存
在
す
る
も
の
と
本
質
に
つ
い
て
』
で
は
、
人
間

の
魂
の
個
体
化
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
際
に
「
個
体
化
さ
れ
た
存
在
」

(esse 
i
n
d
i
v
i
d
u
a
t
u
m
)

が
ど
の
よ
う
に
し
て
保
持
さ
れ
る
の
か
が
述

(33) 

べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
『
神
学
提
要
』
で
は
、
「
神
の
本
質
は
自

分
自
身
を
通
じ
て
個
体
化
さ
れ
る
」

(essentia
d
i
v
i
n
a
 p
e
r
 s
e
 

(34) 

i
p
s
a
m
 i
n
d
i
v
i
d
u
a
t
u
r
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
ト
マ

ス
が
、
事
物
の
形
而
上
学
的
な
構
成
要
素
の
内
の
主
要
な
も
の
（
す
な

わ
ち
形
相
、
本
質
、
存
在
）
に
対
し
て
個
体
化
と
い
う
概
念
を
使
っ
て

い
る
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
ま
で
天
使
の
個
体
化
に
注
目
す
る
中
で
、
ト
マ
ス
で
は
主
と
し

て
形
相
に
対
し
て
個
体
化
と
い
う
概
念
が
適
用
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、

ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
の
場
合
は
、
質
料
と
形
相
が
複
合
さ
れ
て
形
成
さ

れ
た
個
体
に
対
し
て
よ
り
真
に
個
体
化
が
見
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示

し
て
き
た
。 四

神
の
個
体
化

(77) 8
 



最
後
に
、
別
の
論
点
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
の
論
述
を
補
足
す
る
こ
と

に
し
よ
う
。
そ
れ
は
神
の
個
体
化
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
の
か
と
い
う

論
点
で
あ
る
。
ロ
ー
ラ
ン
11

ゴ
ス
ラ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
神
の
個

体
化
が
ス
コ
ラ
学
者
た
ち
の
間
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
オ
ー

ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
の
ギ
ヨ
ー
ム
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
『
原
因
論
』

(35) 

の
一
節
が
或
る
種
の
ト
ポ
ス
と
な
っ
て
い
る
。
第
二
節
で
取
り
あ
げ
た

ト
マ
ス
の
『
「
命
題
集
」
註
解
』
に
お
い
て
も
、
付
加
さ
れ
る
あ
ら
ゆ

る
可
能
性
の
否
定
に
よ
っ
て
神
の
存
在
が
自
身
に
固
有
な
も
の
で
あ
る

(36) 

こ
と
の
典
拠
と
し
て
『
原
因
論
』
の
同
じ
箇
所
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

ト
マ
ス
も
『
「
原
因
論
」
註
解
』
に
お
い
て
、
ま
さ
に
同
じ
箇
所
に
対

(37) 

す
る
註
解
を
行
う
中
で
神
の
個
体
化
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

さ
ら
に
は
、
『
神
学
大
全
』
で
も
ト
マ
ス
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。

質
料
に
受
容
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
く
て
、
自
体
的
に
自
存
す
る

も
の
で
あ
る
よ
う
な
形
相
は
、
他
の
も
の
に
受
容
さ
れ
え
な
い
と

い
う
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
基
づ
い
て
個
体
化
さ
れ
る
。
そ
し
て
神

(38) 

は
こ
の
よ
う
な
形
相
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
個
体
化
さ
れ
る
も
の
が
形
相
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い

る
が
、
何
よ
り
興
味
深
い
の
は
、
神
を
形
相
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
が

で
き
る
限
り
に
お
い
て
、
ト
マ
ス
の
個
体
化
論
は
神
を
も
対
象
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
仮
に
神
に
お
い
て
個

体
化
の
原
理
が
何
で
あ
る
か
を
考
え
る
に
し
て
も
、
た
だ
形
相
を
個
体

化
の
原
理
と
し
て
措
定
す
る
だ
け
で
は
正
確
な
定
式
化
と
は
言
え
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
『
「
原
因
論
」
註
解
』
の
第
九
講
に
基
づ
く
な
ら
、
ま
ず
神

に
対
し
て
は
「
自
存
す
る
存
在
そ
の
も
の
」

(
i
p
s
u
m
e
s
s
e
 

s
u
b
s
i
s
t
e
n
s
)
~

、
仙
g
七
ル
で
天
使
に
対
し
て
は
「
存
在
と
は
別
の
、
自

身
を
通
じ
て
自
存
す
る
形
相
」
を
そ
れ
ぞ
れ
の
よ
り
固
有
な
個
体
化
の

(39) 

原
理
と
し
て
措
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
事
物
の
形

而
上
学
的
な
構
成
要
素
の
ど
れ
か
―
つ
に
よ
っ
て
定
式
化
が
可
能
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
あ
く
ま
で
重
要
で
あ
る
。

(40) 

神
と
被
造
物
を
含
め
た
「
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
サ
ル
」
な
理
論
と
し
て
ト
マ

ス
の
個
体
化
論
を
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
は
、
個
体
化
さ
れ

る
対
象
が
形
相
や
存
在
と
い
っ
た
全
事
物
に
見
出
さ
れ
る
形
而
上
学
的

構
成
要
素
で
あ
る
と
い
う
存
在
論
的
前
提
と
表
裏
一
体
で
あ
る
。
無
論
、

神
と
被
造
物
と
で
具
体
的
に
措
定
さ
れ
る
個
体
化
の
原
理
が
異
な
る
は

ず
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
サ
ル

性
は
神
と
被
造
物
を
同
次
元
に
並
列
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
さ
ら

に
は
、
被
造
物
の
間
で
も
天
使
と
質
料
的
事
物
で
は
、
個
体
化
が
種
別

化
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
う
で
な
い
の
か
と
い
う

違
い
も
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
ト
マ
ス
が
、
質
料
的
事
物
の
み
な
ら
ず
天

使
や
神
に
つ
い
て
も
個
体
化
と
い
う
概
念
を
適
用
し
、
し
か
も
よ
り
厳

密
な
意
味
で
の
個
体
化
の
対
象
が
形
而
上
学
的
構
成
要
素
の
ど
れ
か
一

，
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つ
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
等
閑
に
付
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
、
神
と
被
造
物
の
間
に
あ
る
違
い
、
さ
ら
に
は
被
造
物
の
様
々

な
種
類
の
間
に
あ
る
違
い
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
個
体
化
論
と
い
う

理
論
的
な
枠
組
み
を
設
定
で
き
る
限
り
に
お
い
て
、
こ
こ
で
は
「
ユ
ニ

ヴ
ァ
ー
サ
ル
」
と
い
う
名
称
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
に
対
し
て
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
の
場
合
は
、
個
体
化
に
よ
っ
て

生
じ
る
個
体
が
あ
く
ま
で
質
料
と
形
相
か
ら
複
合
さ
れ
た
も
の
と
し
て

想
定
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
個
体
化
の
対
象
と
し

て
神
を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
も
ま
た
、

神
は
質
料
と
の
複
合
を
含
ま
な
い
単
純
な
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
か
ら

(41) 

で
あ
る
。
た
だ
し
、
神
に
対
し
て
個
体
化
と
い
う
概
念
自
体
を
使
う
こ

と
は
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
に
も
あ
る
。
例
え
ば
、
『
「
命
題
集
」
註
解
』

で
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
に
由
来
す
る
「
理
性
的
本
性
の
個
的
実
体
」
と
い
う

ペ
ル
ソ
ナ
の
定
義
の
妥
当
性
を
議
論
す
る
中
に
そ
れ
が
見
出
さ
れ
る
。

ま
ず
被
造
物
に
お
い
て
は
、
種
的
に
完
成
し
て
い
る
状
態
を
表
す
種
別

化

(specificatio)

と
、
そ
の
よ
う
な
完
成
が
縮
減
さ
れ
て
い
る
状
態

を
表
す
個
体
化
が
見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
神
に
お
い
て
は
「
個
体
化
な

い
し
区
別
は
単
な
る
起
源

(origo)

を
通
じ
た
も
の
で
あ
る
」
と
言

(42) 

わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
一
な
る
神
に
お
い
て
三
つ
の
ペ
ル
ソ
ナ
が
区
別

さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
個
体
化
と
い
う
概
念
が
実
質
的
に
は
ペ
ル
ソ

ナ
に
対
し
て
言
わ
れ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ボ
ナ
ヴ
ェ

ン
ト
ウ
ラ
の
個
体
化
論
が
神
を
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
断
言
す
る
こ

こ
の
よ
う
に
し
て
、
個
体
化
の
原
理
と
い
う
概
念
を
め
ぐ
る
ス
コ
ラ

五

と
は
正
し
く
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ト
マ
ス
が
一
な
る
神
に
関
し
て

語
っ
て
い
た
よ
う
な
個
体
化
論
は
や
は
り
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
に
は
見

出
さ
れ
な
い
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
、
三
つ

の
ペ
ル
ソ
ナ
に
関
し
て
は
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
が
被
造
物
と
同
じ
よ
う

な
複
合
を
認
め
て
い
る
こ
と
を
含
意
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
結
局
の
と

こ
ろ
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
に
お
い
て
は
、
神
の
個
体
化
に
関
す
る
考
え

を
見
出
す
こ
と
が
ト
マ
ス
よ
り
も
困
難
で
あ
る
た
め
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト

ウ
ラ
に
よ
る
個
体
化
論
は
被
造
物
に
特
化
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で

(43) 

「
ロ
ー
カ
ル
」
な
理
論
で
あ
る
と
い
う
側
面
が
強
い
。
―
つ
だ
け
確
か
な

の
は
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
が
個
体
化
と
い
う
概
念
を
ペ
ル
ソ
ナ
的
区

別
の
基
礎
に
据
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ

が
個
体
化
の
対
象
と
し
て
主
に
個
体
そ
の
も
の
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い

て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
彼
に
は
何
か
が
個
体
化
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
を
そ
も
そ
も
説
明
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、

彼
の
探
求
の
関
心
は
む
し
ろ
、
何
か
が
個
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
向
い
て

い
た
の
で
は
な
く
て
、
「
こ
の
何
か
」
で
あ
れ
個
的
実
体
で
あ
れ
、
個

体
と
し
て
あ
る
も
の
の
個
体
性
に
最
初
か
ら
向
い
て
い
た
と
評
価
す
る

(44) 

こ
と
が
で
き
る
。今

後
の
展
望

(75) 10 
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注(
1
 

学
者
た
ち
の
言
説
の
中
か
ら
、
個
体
化
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
に
関
す

る
存
在
論
的
前
提
に
注
目
す
る
こ
と
は
、
個
体
化
の
原
理
を
め
ぐ
る
哲

学
史
を
見
通
す
に
あ
た
り
―
つ
の
有
用
な
視
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

少
な
く
と
も
こ
の
視
点
は
、
個
体
化
の
原
理
の
候
補
と
し
て
知
ら
れ
る
、

指

定

さ

れ

た

質

料

(
m
a
t
e
r
i
a
s
i
g
n
a
t
a
)
、

こ

の

も

の

性

(
h
a
e
c
c
e
i
t
a
s
)
、
左
2

在
托
性

(entitas)

と
い
っ
た
概
念
に
の
み
拘
泥
し

て
し
ま
う
危
険
性
を
い
く
ら
か
排
除
し
て
く
れ
る
。
個
体
化
の
原
理
は
、

個
体
化
の
対
象
と
な
る
事
物
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い

る
の
か
と
い
う
こ
と
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
あ

る
い
は
そ
の
結
果
と
し
て
、
個
体
化
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
の
理
解
を

得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
個
体
化
の
原
理
を
め

ぐ
る
哲
学
史
研
究
は
、
中
世
の
ス
コ
ラ
学
者
た
ち
が
お
そ
ら
く
は
予
期

し
な
か
っ
た
仕
方
で
、
個
体
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
の
探
究
に
寄
与
す

る
こ
と
に
な
る
。

ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
『
神
学
大
全
』
第
一
部
第
三
問
題
第
二
項
第
三
異
論
。

ト
マ
ス
の
原
典
は
基
本
的
に
レ
オ
版
を
使
用
し
た
。
た
だ
し
『
「
命
題
集
」

註
解
』
は
マ
ン
ド
ネ
・
モ
ー
ス
版
を
使
用
し
、
『
「
原
因
論
」
註
解
」
は
サ
フ

レ

版

(Saffrey,H• 

D., 
S
u
p
e
r
 L
i
b
rミ
n
d
e
 C
a
u
s
i
s
 Expositio, 2
 
ed. `

 

Paris: Librairie p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
q
u
e
 J. 
V
r
i
n
 ̀
 2
0
0
2
)
 ;{')~ 

田心ーした。

ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
『
「
命
題
集
」
註
解
』
第
二
巻
第
三
区
分
第
一
部
第
二

項
第
三
問
題
第
四
ー
六
異
論
解
答
。
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
の
原
典
は
ク
ア
ラ

(
9
 

8
 

7
 

6
 

5
 

4
 

3
 

ッ
キ
版
を
使
用
し
た
。
ま
た
ク
ア
ラ
ッ
キ
版
で
原
文
が
イ
タ
リ
ッ
ク
に
な
っ

て
い
る
箇
所
は
特
に
訳
出
等
に
は
反
映
さ
せ
な
か
っ
た
。

K
l
i
n
g
e
r
,
 I•• 

D
a
s
 P
r
i
n
z
i
P
 
d
e
r
 I
n
d
i
v
i
d
u
a
t
i
o
n
 
bei 
T
h
o
m
a
s

尽
n

A
q
u
i
n
:
 
V
e
r
s
u
c
h
 e
i
n
e
r
 I
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
ミ
i
d
V
e
r
g
l
e
i
c
h
 
m
i
t
 z
w
e
i
 

ミ
苔
trittenen
O
p
苔

gla. 
M
i
l
n
s
t
e
r
s
c
h
w
a
r
z
a
c
h
:
 V
i
e
r
 ,
T
日・
m
e
,
 
V
e
r
l
a
g
 ̀

 

1
9
6
4
.
 

K
i
n
g
 `

 P., 
"
B
o
n
a
v
e
n
t
u
r
e
 
(b. 
c
a
 1
2
1
6
;
 
d. 
1
2
7
4
)
,
"
 
in 
Individuation 
in 

Scholasticism: 
T
h
e
 L
a
t
e
r
 M
起
dle
A
g
e
s
 a
n
d
 the C
o
u
n
t
e
r
-
R
e
f
o
r
m
a
t
i
o
n、

]
]
5
0
_
]
 6
5
0
 

`
 ed. J. 
J. 
E. 
Gracia, 1
4
1ー

72̀
 A
l
b
a
n
y
:
 State University 
of 

N
e
w
 Y
o
r
k
 P
r
e
s
s
 ̀
 1
9
9
4
;
 
坂
口
ふ
み
「
天
使
と
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
ー

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
一
三
世
紀
の
思
想
劇
』
岩
波
書
店
，
二

0
0
九
年
，
一
三
五
ー

六
三
，
一
九

0
ー
ニ
―
七
頁
。

ト
マ
ス
『
「
命
題
集
」
註
解
』
第
二
巻
第
三
区
分
第
一
問
題
第
一
項

i

『対

異
教
徒
大
全
」
第
二
巻
第
五

0
ー
五
一
章

i

『
定
期
討
論
集
霊
的
被
造
物

に
つ
い
て
』
第
一
項

i

『
神
学
大
全
』
第
一
部
第
五

0
問
題
第
二
項
。

山
田
晶
「
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
に
お
け
る
個
物
の
問
題
」
『
中
世
思
想
研
究
」

第
二
八
号
，
一
九
八
六
年
，
二
五
頁
こ
坂
口
『
天
使
と
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
』
'

一
三
九
頁
二
石
田
隆
太
「
《
individuatio
》
と
《
p
r
i
n
c
i
p
i
u
m
individuationis
》

の
多
様
性
I

ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
に
よ
る
個
の
思
想
の
一
側
面
」
『
哲
學
』

（
日
本
哲
学
会
）
第
六
七
号
，
二

0
一
六
年
，
一
五
九
ー
六
四
頁
。

W
i
p
p
e
こ
口
•
M
e
t
a
p
h
y
s
i
c
a
l
 C
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 of A
n
g
e
l
s
 in 
B
o
n
a
v
e
n
t
u
r
e
 ̀

 

A
q
u
i
n
a
s
,
 a
n
d
 G
o
d
f
r
e
y
 of Fontaines," in A
 C
o
m
p
a
n
i
o
n
 to A
n
g
e
l
s
 in 

M
e
d
i
e
v
a
l
 Philosophy, ed. T• 

H
o
f
f
m
a
n
n、
4
5ー

5
3
,

L
e
i
d
e
n
 ,
 
B
o
s
t
o
n
:
 Brill, 

2
0
1
2
.
 

O
w
e
n
s
 ` J.. 
"
T
h
o
m
a
s
 A
q
u
i
n
a
s
 (b. 
c
a
 1
2
2
5
;
 
d. 1
2
7
 4)
 

｀
 
"
 
in Individuation 

in Scholast
笠
s
m̀
 ed・Gracia, 1
9
9
4
,
 1
7
3
;
 King, "
B
o
n
a
v
e
n
t
u
r
e
 ̀̀
'
1
4
1
.
 

ト
マ
ス
『
「
命
題
集
」
註
解
』
第
二
巻
第
三
区
分
第
一
問
題
第
四
項

5

『対

異
教
徒
大
全
』
第
二
巻
第
九
三
章

i

『
霊
的
被
造
物
に
つ
い
て
』
第
八
項

i

『
神
学
大
全
』
第
一
部
第
五

0
問
題
第
四
項
。

11 (74) 何が個体化されるのか？―二人のスコラ学者による個体化論とその存在論的前提ー一



(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 
17 16 
ヽヽ

15 
ヽ

14 
‘ 

13 12 
ヽヽ

11 10 

ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
『
「
命
題
集
」
註
解
」
第
二
巻
第
三
区
分
第
一
部
第
二

項
第
一
問
題
乙
弟
九
区
分
第
一
項
第
一
問
題
。

Pini, 
G. `

 
"
T
h
e
 I
n
d
i
v
i
d
u
a
t
i
o
n
 
of 
A
n
g
e
l
s
 f
r
o
m
 B
o
n
a
v
e
n
t
u
r
e
 to 

D
u
n
s
 Scotus, ``

 
in A
 C
o
m
p
a
n
i
o
n
 to 
A
n
g
e
l
s
 in M
e
d
i
e
v
a
l
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
 ̀

 

79-115. 

坂
口
『
天
使
と
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
』
'
-
三
五
ー
六
三
，
一
九
〇
ー
ニ
―
七
頁
。

ペ
ト
ル
ス
・
ロ
ン
バ
ル
ド
ゥ
ス
『
命
題
集
』
第
二
巻
第
三
区
分
第
一
章

(
S
e
n
t
e
n
t
i
a
e
 
in 
I
V
 Li
b
r
i
s
 
D
i
s
t
i
n
c
t
a
e、
3
ed., 
t. 
1, 
p. 
2, 
R
o
m
a
:
 

E
d
i
t
i
o
n
e
s
 Collegii S. B
o
n
a
v
e
n
t
u
r
a
e
,
 1971, 3
4
1ー
12)
。
か
64~《
discretio》

に
は
「
区
別
」
と
い
う
訳
語
を
当
て
た
が
、
本
稿
で
は
《
distinctio
》
（
ひ

い
て
は
動
詞
《
d
i
s
t
i
n
g
u
e
r
e
》
に
由
来
す
る
も
の
す
べ
て
）
に
も
「
区
別
」

と
い
う
訳
語
を
当
て
、
両
者
の
意
味
を
基
本
的
に
同
一
視
す
る
こ
と
に
す
る
。

サ
ン
11

ヴ
ィ
ク
ト
ル
の
リ
カ
ル
ド
ゥ
ス
『
三
位
一
体
論
」
第
四
巻
第
一
四
章
，

第
一
八
章
。

ペ
ル
ソ
ナ
に
つ
い
て
語
る
際
に
「
個
的
」

(individuus)

と
い
う
語
の
言

い
換
え
と
し
て
「
共
通
化
不
可
能
」

(
i
n
c
o
m
m
u
n
i
c
a
b
i
l
i
s
)

と
い
う
語
が

使
用
さ
れ
る
背
景
に
は
、
「
三
位
一
体
論
」
第
四
巻
第
二
二
章
に
お
け
る
リ

カ
ル
ド
ゥ
ス
に
よ
る
ペ
ル
ソ
ナ
の
定
義
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
詳
し
く
は
次
を
見
よ
:
小
倉
貞
秀
『
ペ
ル
ソ
ナ
概
念
の
歴
史
的
形
成

ー
—
古
代
よ
り
カ
ン
ト
以
前
ま
で
』
以
文
社
，
二
0
1
0
年
，
四
八
ー
六
一
頁
。

ト
マ
ス
『
「
命
題
集
」
註
解
』
第
二
巻
第
三
区
分
第
一
問
題
第
二
項
主
文
。

ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
『
「
命
題
集
」
註
解
」
第
二
巻
第
三
区
分
第
一
部
第
二

項
第
一
問
題
主
文
。

同
第
二
問
題
主
文
。

同
第
三
問
題
。

同
主
文

(
Q
R
.
II, 
1
0
9
b
)
。

同
主
文

(
1
0
9
b
-
1
1
0
a
)
。

質
料
と
形
相
と
い
う
二
つ
の
原
理
に
加
え
て
、
ビ
ー
ジ
は
質
料
と
形
相
の
両

者
を
現
実
的
に
結
合
さ
せ
る
も
の
を
個
体
化
の
第
三
の
原
理
と
し
て
解
釈

29 
ヽ

す
る
立
場
を
提
示
し
て
い
る
」

Bigi,
V., 
C., 
S
t
u
d
i
 s
u
l
 P
e
n
s
i
e
r
o
 di s
a
n
 

B
o
n
a
v
e
n
t
u
r
a
,
 Assisi: 
Edizioni 
Porziuncola, 
1988, 
8
2
-
1
0
2
.
 ~:.r..! 

L
 

ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
自
身
は
「
二
つ
の
原
理
」
と
し
か
述
べ
て
い
な
い
こ
と

に
鑑
み
て
、
こ
こ
で
は
ビ
ー
ジ
の
解
釈
を
採
用
し
な
い
こ
と
に
す
る
。

ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
『
「
命
題
集
」
註
解
」
第
二
巻
第
三
区
分
第
一
部
第
一

項
第
二
問
題
主
文

(
Q
R
.

II, 
9
7
b
)
。
な
お
引
用
文
中
の
[
]
は
引
用
者

に
よ
る
補
い
で
あ
り
、
以
下
も
同
様
で
あ
る
。

坂
口
『
天
使
と
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
』
，
一
四
七
ー
四
八
頁
。

具
体
的
に
は
、
「
存
在
」
を
本
質

(essentia)

の
こ
と
と
し
て
解
す
る
立

場
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
キ
ン
グ

(King,
"
B
o
n
a
v
e
n
t
u
r
e
,
"
 
1
4
7
-
4
8
)

の

よ
う
に
あ
く
ま
で
形
相
が
所
有
し
て
い
る
現
実
性
の
こ
と
だ
と
解
す
る
立

場
が
あ
る
。
前
者
の
立
場
を
と
る
も
の
は
次
の
通
り
:Klubertanz• 

G., 
P., 

"
E
s
s
e
 
a
n
d
 E
x
i
s
t
e
r
e
 
in 
St. 
B
o
n
a
v
e
n
t
u
r
e
 ̀

 
"
 
M
e
d
i
a
e
v
a
l
 S
t
u
d
i
e
s
 
8
 

(1946) 
:
 169-88; 耳
〈
合
居

A
ヱJ

「
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
の
存
在
論
に
関
す
る

若
干
の
考
察
」
『
カ
ト
リ
ッ
ク
研
究
」
（
上
智
大
学
神
学
会
）
第
三
二
号
，

一
九
七
七
年
，
三
四
六
ー
六

0
頁
。
坂
口
『
天
使
と
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
」
'

一
四
六
ー
四
七
頁
。

「
存
在
の
現
実
態
」
は
と
り
わ
け
ト
マ
ス
研
究
に
お
い
て
よ
く
取
り
扱
わ
れ

る
表
現
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
も
わ
か
る
通
り
、
こ
の
表
現
自
体
は
決
し

て
ト
マ
ス
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
か
と
い
っ
て
、
当
時
の
ス
コ
ラ
学
者
た

ち
が
全
く
同
じ
意
味
で
こ
の
表
現
を
使
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
詳
し
く

は
次
を
見
よ

t

上
枝
美
典
「
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
の
存
在
論
研
究
ー
|
'
「
エ

ッ
セ
の
現
実
態
」
と
し
て
の
エ
ッ
セ
」
『
福
岡
大
学
人
文
論
叢
』
第
三

0
巻

第
一
号
，
一
九
九
八
年
，
三
六
頁
註
―
二
゜

(27)

ト
マ
ス
『
「
命
題
集
」
註
解
」
第
二
巻
第
三
区
分
第
一
問
題
第
四
項
。

(28) 
S
u
a
r
e
z
 ,
 
N
a
n
i
 ̀

 
T., 
L
e
s
 a
n
g
e
s
 et 
la P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
:
 
S
ミ

bjectivite
et 

J
o
n
c
t
i
o
n
 c
o
s
m
o
l
o
g
i
q
u
e
 d
e
s
 s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
 s
念
ミ
唸
s
a
 la f
i
n
 d
u
 X
I
I
I
'
 

紐
cle、
Paris:
Librairie p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
q
u
e
 J. 
Vrin, 2
0
0
2
 ̀

 
39. 

ト
マ
ス
『
霊
的
被
造
物
に
つ
い
て
』
第
八
項
主
文
。

26 
ヽ

(24) 

(25) 
23 

(73) 12 



40 
ヽ

39 
ヽ

(36) 

(37) 

(38) 

(33) 

(34) 

(35) 
32 31 

ヽ
30 
ヽ

ト
マ
ス
『
霊
的
被
造
物
に
つ
い
て
」
第
八
項
第
四
異
論
解
答

(
L
e
o
n
.

X
X
I
V
.
2
,
 8
3
,
3
5
0ー

6
5
)
。

ト
マ
ス
『
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
「
三
位
一
体
論
」
註
解
』
第
四
問
題
第
二
項
主
文

(
L
e
o
n
.
L
 ̀

 
125, 
1
9
4
-
2
0
8
)
。

た
だ
し
ピ
ー
ニ

(Pini
6̂̀ T
h
e
 I
n
d
i
v
i
d
u
a
t
i
o
n
 of A
n
g
e
l
s
 ̀

 
"
8
9
n
2
5
)

も
強

調
す
る
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
は
質
料
的
事
物
の
形
相
に
の
み
当
て
は
ま
る
こ

と
で
あ
る
。

ト
マ
ス
『
存
在
す
る
も
の
と
本
質
に
つ
い
て
」
第
五
章
。

ト
マ
ス
『
神
学
提
要
」
第
一
部
第
一
五
章
。

R
o
l
a
n
d
 ,
 
Gosselin, 
M.，D. `
 
L
e
 "
D
e
 e
n
t
e
 
et 
essentia" 
d
e
 s. 
T
h
o
m
a
s
 

d: 
A
q
u
i
n
,
 2
 ed. ̀

 
Paris: 
Librairie 
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
q
u
e
 J. 
V
r
i
n
 ̀

 
1
9
4
8
 ̀

 72 1
 

73. 
関
係
す
る
『
原
因
論
』
の
箇
所
は
次
の
通
り
箪
T

八
（
九
）
命
題

(Pattin,

A, "
L
e
 L
i
b
e
r
 d
e
 Causis: E
d
i
t
i
o
n
 etablie a
 l'aide d
e
 9
0
 m
a
n
u
s
c
r
i
t
s
 

a
v
e
c
 i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 et n
o
t
e
s
 ヽ̀'
T
i
j
d
s
c
h
r
i
/
t
v
o
o
r
 Filosofie 2
8
 (
1
9
6
6
)
 

158, 5)
。

ト
マ
ス
『
「
命
題
集
」
註
解
』
第
二
巻
第
三
区
分
第
一
問
題
第
二
項
主
文
。

ト
マ
ス
『
「
原
因
論
」
註
解
』
第
九
講
。

ト
マ
ス
『
神
学
大
全
』
第
一
部
第
三
問
題
第
二
項
第
三
異
論
解
答

(
L
e
o
n
.

ẁ 3
8
b
)
。

石
田
「
《
i
n
d
i
v
i
d
u
a
t
i
o
》
と
《
p
r
i
n
c
i
p
i
u
m
individuationis
》
の
多
様
性
」
'

一
五
九
ー
六
五
頁

i

「
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
と
天
使
の
個
体
化
1

個
体

化
の
原
理
の
射
程
を
め
ぐ
っ
て
」
『
中
世
思
想
研
究
』
第
五
九
号
，
二

0
一七

年
，
四
ニ
ー
四
四
頁
。

ス
コ
ト
ゥ
ス
の
個
体
化
論
を
論
じ
る
中
で
、
ヌ
ー
ン

(
N
o
o
n
e
`
 
T
.
 B. ̀

 

"
I
n
d
i
v
i
d
u
a
t
i
o
n
 
in 
S
c
o
t
u
s
,
"
 A
m
e
r
i
c
a
n
 C
a
t
h
o
l
i
c
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
c
a
l
 

Q
uミ
rterly
69.4 
(
1
9
9
5
)
 
:
 54
0
)

は
同
一
の
原
理
（
具
体
的
に
は
「
存
在
」
）

が
あ
ら
ゆ
る
事
物
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
と
い
う

言
葉
を
個
体
化
論
の
分
析
に
使
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
形
相
で
あ

れ
存
在
で
あ
れ
、
神
を
も
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
事
物
を
射
程
と
す
る
存
在
論
の

性
格
を
「
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
サ
ル
」
と
表
現
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
『
「
命
題
集
」
註
解
』
第
一
巻
第
八
区
分
。

ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
『
「
命
題
集
」
註
解
』
第
一
巻
第
二
五
区
分
第
一
項
第

二
問
題
主
文
。

こ
の
表
現
自
体
は
キ
ン
グ
の
研
究

(
K
i
n
g
,
"
B
o
n
a
v
e
n
t
u
r
e
 
``• 

1
7
l
n
3
8
)

か

ら
借
用
し
た
。
た
だ
し
キ
ン
グ
自
身
の
場
合
は
「
ロ
ー
カ
ル
」
と
い
う
こ
と

で
個
体
化
の
近
接
原
因
が
意
味
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
理
論
の
対
象
領
域
に

関
す
る
用
語
と
し
て
用
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
評
価
は
、
特
に
坂
口
が
「
個
の
尊
重
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て

表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
と
重
な
る
だ
ろ
う
こ
坂
口
『
天
使
と
ボ
ナ
ヴ

ェ
ン
ト
ウ
ラ
』
，
一
四
ニ
ー
四
八
頁
。
よ
り
専
門
的
に
は
、
こ
こ
ま
で
「
個

体
化
」
と
訳
し
て
き
た
《
i
n
d
i
v
i
d
u
a
t
i
o
》
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
を
「
個

体
性
」
な
い
し
「
実
体
性
」
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
解
す
る
余
地
が
出
て

く
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
せ
よ

Binotto,
F., 
"
B
o
n
a
v
e
n
t
u
r
a
 

e
 il 
principio 
d
'
i
n
d
i
v
i
d
u
a
z
i
o
n
e
:
 
U
n
a
 possibile 
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
z
i
o
n
e
,
 

R
i
0
 ista d
i
 filosofia n
窓
'scolastica
109.4 
(
2
0
1
7
)
 
:
 83
5
-
4
7
.
 

※
本
稿
は
、

J
S
P
S
科
研
費
一
七
J
o
o
一
三
六
お
よ
び
一
八
k
―
ニ
ー
九
一
の

助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

（
い
し
だ
・
り
ゅ
う
た

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
P
D
／
慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
）

44 43 42 41 .___, .___, 

13 (72) 何が個体化されるのか？ー一二人のスコラ学者による個体化論とその存在論的前提ー＿ー


