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一
．
序

　

西
洋
中
世
お
よ
び
近
世
の
ス
コ
ラ
学
者
た
ち
は
、
主
と
し
て
神
学
的

な
動
機
か
ら
天
使
と
い
う
特
殊
な
霊
的
存
在
者
に
関
し
て
様
々
な
議
論

を
展
開
し
た
。
文
字
通
り
に
は
神
の
使
い
と
さ
れ
る
天
使
は
、
芸
術
家

た
ち
に
と
っ
て
は
絵
画
や
彫
刻
の
題
材
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
ス
コ

ラ
学
者
た
ち
に
と
っ
て
は
学
問
的
探
究
の
対
象
で
あ
っ
た
。
そ
の
結

果
、
天
使
論
と
い
う
固
有
な
議
論
領
域
が
構
成
さ
れ
る
に
至
る
。
例
え

ば
、
天
使
博
士
の
異
名
を
持
つ
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
﹃
神
学
大

全
﹄
で
は
、
次
の
よ
う
な
仕
方
で
天
使
論
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
示
さ
れ
て

い
る
。

　
　

 

さ
て
諸
天
使
を
め
ぐ
っ
て
は
、
次
の
こ
と
が
考
察
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
第
一
に
諸
天
使
の
実
体
に
属
す
る
こ
と
ご
と
に
つ
い
て
。

第
二
に
諸
天
使
の
知
性
に
属
す
る
こ
と
ご
と
に
つ
い
て
。
第
三
に

諸
天
使
の
意
志
に
属
す
る
こ
と
ご
と
に
つ
い
て
。
第
四
に
諸
天
使

の
創
造
に
属
す
る
こ
と
ご
と
に
つ
い
て︶

1
︵

。

　

こ
れ
ら
四
つ
の
内
の
一
番
目
に
属
す
る
或
る
問
題
、
す
な
わ
ち
諸

天
使
の
実
体
的
お
よ
び
本
質
的
側
面
に
関
す
る
或
る
問
題
を
主
題
的

に
取
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
は
諸
天
使
の
区
別
に
関
す
る

問
題
で
あ
り
、
単
純
化
す
る
な
ら
、
多
数
存
在
す
る
天
使
に
あ
っ
て
種

（species

）
は
一
つ
で
あ
る
の
か
そ
れ
と
も
複
数
あ
る
の
か
と
い
う
問

題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
﹁
天
使
の
種
問
題
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

事
柄
と
し
て
天
使
の
種
問
題
は
、
天
使
に
興
味
の
な
い
多
く
の
人
を
最

初
か
ら
拒
ん
で
し
ま
う
も
の
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
興
味
深
い
こ

と
に
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
解
答
の
手
法
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
ス
コ

ラ
学
者
た
ち
に
よ
る
探
求
の
方
法
論
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
以
下
で
見
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
主
役
で
あ
る
ス
ア
レ
ス
は
、

天
使
論
に
対
す
る
或
る
一
定
の
態
度
に
基
づ
い
て
天
使
の
種
問
題
に
ア

プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ス
ア
レ
ス
と
諸
天
使
の
種
別
化

―
ト
マ
ス
説
に
対
す
る
或
る
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
立
場

―

石
　
田
　
隆
　
太
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次
に
、
天
使
の
種
問
題
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、
近
世
の
ス
コ
ラ
学
者

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ス
ア
レ
ス
に
注
目
す
る
理
由
を
二
つ
述
べ
る
こ
と
に

し
よ
う
。
第
一
に
は
、
こ
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
が
天
使
の
種
問
題
に
つ
い

て
体
系
的
に
論
じ
て
い
る
﹃
諸
天
使
に
つ
い
て
﹄（D

e angelis

）︶
2
︵

が
未

だ
ス
コ
ラ
学
研
究
の
本
格
的
な
分
析
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
ス
ア
レ
ス
の
主
要
著
作
と
し
て
は
、
神
学
の
分
野
に
お
い
て
は
ト

マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
﹃
神
学
大
全
﹄
第
三
部
に
対
す
る
註
解
が
、
哲

学
の
分
野
に
お
い
て
は
﹃
形
而
上
学
討
論
集
﹄
が
、
そ
し
て
法
学
の

分
野
に
お
い
て
は
﹃
諸
法
に
つ
い
て
﹄（D

e legibus

）︶
3
︵

が
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
死
後
出
版
（
一
六
二
〇
年
）
で
あ
り
未
完
で
あ
っ

た
﹃
諸
天
使
に
つ
い
て
﹄
に
は
そ
れ
ほ
ど
の
知
名
度
は
な
い
。
ま
た
近

年
ス
ア
レ
ス
の
哲
学
的
思
想
に
関
す
る
研
究
は
出
版
が
盛
ん
で
は
あ
る

も
の
の︶

4
︵

、﹃
諸
天
使
に
つ
い
て
﹄
が
主
要
な
分
析
対
象
と
し
て
取
り
あ

げ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
例
外
は
ホ
セ
・
ペ
レ
イ
ラ
に
よ
る

研
究
で
あ
る
が
、
ペ
レ
イ
ラ
は
天
使
論
に
つ
い
て
論
じ
る
た
め
に
﹃
諸

天
使
に
つ
い
て
﹄
を
参
照
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め︶

5
︵

、
天
使
論
に

注
目
す
る
と
い
う
正
当
な
目
的
に
よ
っ
て
﹃
諸
天
使
に
つ
い
て
﹄
を
参

照
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
も
、﹃
諸
天
使
に
つ
い
て
﹄

の
分
析
は
こ
れ
か
ら
の
ス
ア
レ
ス
研
究
に
大
き
く
貢
献
す
る
可
能
性
を

秘
め
て
い
る
。

　

第
二
に
は
、
よ
り
重
要
な
こ
と
と
し
て
、
ス
ア
レ
ス
が
﹃
諸
天
使
に

つ
い
て
﹄
に
お
い
て
天
使
の
種
問
題
に
対
し
て
提
示
す
る
解
答
が
思
想

史
的
に
興
味
深
い
か
ら
で
あ
る
。
天
使
論
の
通
史
を
描
い
た
数
少
な
い

研
究
者
の
一
人
レ
ン
ツ
ォ
・
ラ
ヴ
ァ
ト
ー
リ
は
、﹃
諸
天
使
に
つ
い
て
﹄

に
お
け
る
ス
ア
レ
ス
を
次
の
よ
う
に
評
価
す
る︶

6
︵

。﹁
ス
ア
レ
ス
は
、
ト

マ
ス
的
な
立
場
と
ス
コ
ト
ゥ
ス
的
な
立
場
の
中
間
に
い
る
こ
と
を
試
み

て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
後
者
を
様
々
な
点
に
お
い
て
特
権
化

し
て
い
る︶

7
︵

﹂。
ラ
ヴ
ァ
ト
ー
リ
に
よ
れ
ば
ス
ア
レ
ス
は
、
純
粋
な
霊
性

お
よ
び
不
可
滅
性
、
知
性
的
能
力
や
意
志
に
関
し
て
は
天
使
博
士
の
教

説
に
忠
実
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
諸
天
使
が
罪
を
犯
し
う
る
自
由
を
強

調
す
る
こ
と
や
諸
天
使
に
お
け
る
同
一
種
の
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
に

関
し
て
は
精
妙
博
士
の
側
に
い
る
。
す
な
わ
ち
天
使
の
種
問
題
に
関
し

て
は
、﹁
ス
コ
ト
ゥ
ス
が
主
張
し
て
い
た
よ
う
に
、
多
く
の
様
々
な
天

使
が
同
一
種
の
内
に
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
を
ス
ア
レ
ス
は
認
め
て
い

る︶
8
︵

﹂
と
い
う
の
が
ラ
ヴ
ァ
ト
ー
リ
の
評
価
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
基
本

的
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
の
状
況
は
も
う
少
し
込
み
入
っ
て

い
る
。
ス
ア
レ
ス
の
専
門
家
で
あ
る
田
口
啓
子
が
よ
り
厳
密
に
述
べ
て

い
る
よ
う
に
、
ス
ア
レ
ス
は
、
諸
天
使
の
種
別
化
に
関
し
て
は
ト
マ
ス

の
側
に
立
つ
一
方
で
、
或
る
同
一
種
に
お
け
る
諸
天
使
の
多
数
化
が
可

能
で
あ
る
か
に
関
し
て
は
ト
マ
ス
及
び
ト
マ
ス
学
派
と
意
見
を
異
に
す

る︶
9
︵

。
そ
れ
ゆ
え
、
天
使
の
種
問
題
を
ス
ア
レ
ス
に
お
い
て
論
じ
る
た
め

に
は
、
諸
天
使
の
種
別
化
と
い
う
観
点
と
同
一
種
に
お
け
る
諸
天
使
の

多
数
化
と
い
う
二
つ
の
観
点
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

最
後
に
、
天
使
の
種
問
題
に
関
し
て
最
低
限
共
有
す
る
べ
き
歴
史
的
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な
展
開
を
簡
潔
に
示
す
こ
と
に
し
よ
う
。
ト
マ
ス
は
、
天
使
の
種
問
題

に
関
し
て
は
天
使
の
種
が
複
数
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
お
り
、
し
か
も

よ
り
厳
密
に
は
、
各
天
使
が
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
種
で
も
あ
る
と
い
う
い

わ
ば
﹁
天
使
に
お
け
る
種
の
個
体
説
﹂
と
で
も
言
う
べ
き
主
張
を
保
持

し
て
い
た︶

10
︵

。
そ
れ
に
対
し
て
ス
コ
ト
ゥ
ス
は
、
主
と
し
て
ガ
ン
の
ヘ
ン

リ
ク
ス
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
、
同
一
種
に
お
け
る
諸
天
使
の
多
数
化

が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た︶

11
︵

。
ト
マ
ス
の
死
後
、
天
使
に
お

け
る
種
の
個
体
説
は
、
諸
天
使
に
お
け
る
種
の
同
一
性
の
可
能
性
が
否

定
さ
れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
神
の
全
能
性
に
抵
触
す
る
こ
と
か
ら
、

パ
リ
司
教
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
タ
ン
ピ
エ
に
よ
る
一
二
七
七
年
の
禁
令
に

よ
っ
て
危
険
視
さ
れ
た
。
ヘ
ン
リ
ク
ス
や
ス
コ
ト
ゥ
ス
は
そ
の
影
響
下

に
い
る︶

12
︵

。
そ
れ
か
ら
三
世
紀
以
上
の
時
が
過
ぎ
て
も
な
お
、
ス
ア
レ
ス

が
天
使
の
種
問
題
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
た
び
た
び
神
の
全
能
性
を
考

慮
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
れ
で
も
ス
ア
レ
ス
が
、
諸
天
使
の
種

別
化
そ
の
も
の
を
認
め
る
と
い
う
点
に
お
い
て
ト
マ
ス
説
に
多
少
の
配

慮
を
見
せ
る
の
は
、
や
は
り
ト
マ
ス
の
権
威
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
ろ

う
。
一
三
二
三
年
に
ト
マ
ス
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
聖
人
に
な
っ
た
こ

と
に
加
え
て
、
イ
エ
ズ
ス
会
に
お
け
る
ト
マ
ス
の
権
威
が
そ
の
よ
う
な

配
慮
を
ス
ア
レ
ス
に
さ
せ
た
こ
と
の
外
的
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

ト
マ
ス
の
権
威
は
特
に
イ
エ
ズ
ス
会
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
顕

著
で
あ
る︶

13
︵

。

　

以
上
を
踏
ま
え
て
本
稿
で
は
、
天
使
の
種
問
題
に
関
す
る
ス
ア
レ
ス

の
立
場
を
、
ト
マ
ス
説
と
の
相
異
に
注
目
し
な
が
ら
辿
る
こ
と
に
し
た

い
。
こ
の
問
題
に
お
い
て
ト
マ
ス
説
は
ス
ア
レ
ス
に
と
っ
て
重
要
な
試

金
石
だ
か
ら
で
あ
る
。

二
．『
諸
天
使
に
つ
い
て
』
第
一
巻
第
一
二
章

㈠　

可
能
性
の
拡
張

　
﹃
諸
天
使
に
つ
い
て
﹄
第
一
巻
第
一
二
章
で
は
﹁
あ
ら
ゆ
る
天
使
が

同
じ
種
的
本
性
に
属
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
諸
天
使
の
間
に
は
本
質
的

区
別
が
見
出
さ
れ
る
の
か
﹂（
四
九
ａ

︶
14
︵

）
が
問
題
と
さ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
諸
天
使
が
す
べ
て
種
的
に
同
一
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
諸
天
使

の
間
に
は
本
質
的
に
異
な
る
種
が
あ
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。

　

ス
ア
レ
ス
は
三
通
り
の
仕
方
で
解
答
を
提
示
し
て
い
る
が
、
第
一
に

は
次
の
通
り
で
あ
る
（
五
〇
ａ
ｂ
）。

　
　

 

何
は
と
も
あ
れ
第
一
に
言
わ
れ
る
べ
き
は
、
神
に
よ
っ
て
諸
天
使

は
種
に
お
い
て
相
異
す
る
も
の
と
し
て
創
造
さ
れ
え
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
（
五
〇
ａ
）。

可
能
性
の
次
元
に
お
い
て
、
つ
ま
り
は
神
の
全
能
性
を
特
に
考
慮
し
て

ス
コ
ト
ゥ
ス
が
か
つ
て
諸
天
使
の
種
に
お
け
る
同
一
性
を
認
め
た
の
に

対
し
て
、
ス
ア
レ
ス
は
同
じ
く
可
能
性
の
次
元
に
お
い
て
諸
天
使
の
種
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別
化
を
認
め
る
（﹁
種
に
お
い
て
相
異
す
る
も
の
と
し
て
創
造
さ
れ
え

た
﹂）。
後
で
見
る
よ
う
に
、
ス
ア
レ
ス
は
同
一
種
に
お
け
る
諸
天
使
の

多
数
化
を
可
能
性
の
次
元
で
も
事
実
の
次
元
で
も
認
め
て
い
る
の
で
、

こ
こ
で
ス
ア
レ
ス
は
ト
マ
ス
説
と
全
く
同
じ
よ
う
に
強
い
意
味
で
﹁
天

使
に
お
け
る
種
の
個
体
説
﹂
を
認
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
別
の
言

い
方
を
す
る
な
ら
、
ス
ア
レ
ス
が
ト
マ
ス
説
を
採
用
す
る
と
す
れ
ば
そ

れ
は
、
天
使
の
種
別
化
は
た
し
か
に
見
出
さ
れ
う
る
が
、
そ
れ
だ
け
で

な
く
同
一
種
に
お
け
る
諸
天
使
の
多
数
化
も
認
め
ら
れ
る
と
い
う
弱
い

意
味
で
の
ト
マ
ス
説
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
そ
し
て
も
し
ト
マ
ス
説
と

ス
コ
ト
ゥ
ス
説
の
折
衷
を
図
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
よ
う
に
し
て
ト
マ

ス
説
を
﹁
改
善
﹂
す
る
と
い
う
選
択
肢
し
か
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

神
の
全
能
性
と
い
う
観
点
か
ら
拡
張
さ
れ
た
可
能
性
の
範
囲
内
に
諸
天

使
の
種
別
化
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

㈡　

ト
マ
ス
と
ス
コ
ト
ゥ
ス
の
折
衷

　

ス
ア
レ
ス
に
よ
る
第
二
の
解
答
は
主
と
し
て
権
威
を
持
ち
出
す
も
の

で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
驚
く
べ
き
こ
と
に
ト
マ
ス
と
ス
コ
ト
ゥ
ス
の
名

が
同
時
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　

 

第
二
に
私
は
言
う
。
天
使
の
位
階
に
お
い
て
は
、
種
お
よ
び
本
質

と
い
う
点
で
実
体
的
に
相
異
す
る
複
数
の
霊
が
見
出
さ
れ
る
こ
と

の
方
が
遥
か
に
よ
り
も
っ
と
も
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

に
聖
ト
マ
ス
は
自
ら
の
学
派
の
人
々
す
べ
て
と
と
も
に
教
え
て
い

る
の
で
あ
る
し
、
ア
レ
ン
シ
ス
［
す
な
わ
ち
ハ
レ
の
ア
レ
ク
サ
ン

デ
ル
］、［
ド
ゥ
ン
ス
・
］
ス
コ
ト
ゥ
ス
、
エ
ギ
デ
ィ
ウ
ス
［
・
ロ

マ
ヌ
ス
］
や
他
の
人
々
も
そ
う
で
あ
る
（
五
〇
ｂ
）。

ハ
レ
の
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル︶

15
︵

と
エ
ギ
デ
ィ
ウ
ス
・
ロ
マ
ヌ
ス
の
名
が
こ
こ

に
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
十
分
に
予
想
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
両
者
と

も
諸
天
使
の
種
別
化
に
同
意
す
る
ス
コ
ラ
学
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る︶

16
︵

。
こ
こ
で
さ
ら
に
ス
コ
ト
ゥ
ス
の
名
も
並
べ
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
は
、
や
は
り
ス
ア
レ
ス
に
と
っ
て
は
目
下
の
と
こ
ろ
ト
マ
ス

説
と
ス
コ
ト
ゥ
ス
説
の
間
に
何
の
隔
た
り
も
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え

る
。
す
な
わ
ち
、
天
使
の
種
問
題
に
お
け
る
ト
マ
ス
的
な
立
場
と
ス
コ

ト
ゥ
ス
的
な
立
場
の
対
立
が
こ
こ
で
は
そ
も
そ
も
前
提
と
さ
れ
て
い
な

い
。
こ
う
し
た
事
態
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
ス
ア
レ
ス
が
既

に
弱
い
意
味
で
の
ト
マ
ス
説
に
同
意
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
す
る
し
か

な
い
。

㈢　

ト
マ
ス
説
の
擁
護

　

最
後
に
、
ス
ア
レ
ス
に
よ
る
第
三
の
解
答
は
、
ト
マ
ス
説
の
主
要
部

分
を
擁
護
す
る
も
の
で
あ
る
。
事
実
一
六
二
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
リ
ヨ

ン
版
で
は
、
ス
ア
レ
ス
が
述
べ
る
論
拠
に
対
応
す
る
ト
マ
ス
の
原
典
で

の
箇
所
が
明
記
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
（
三
八
ａ
）。
こ
こ
で
議
論
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の
対
象
と
な
る
ト
マ
ス
説
の
主
要
部
分
と
は
、
宇
宙
な
い
し
世
界
の
完

全
性
を
よ
り
高
い
状
態
に
保
つ
た
め
に
天
使
の
種
別
化
が
求
め
ら
れ
る

と
い
う
要
請
の
こ
と
で
あ
る
。
ト
マ
ス
の
言
い
方
を
借
り
る
な
ら
、
宇

宙
の
秩
序
（ordo universi

）︶
17
︵

に
基
づ
く
議
論
で
あ
る
。

　
　

 

遂
に
は
、
諸
天
使
間
の
こ
う
し
た
本
質
的
多
様
性
の
可
能
性
が
想

定
さ
れ
る
な
ら
、
諸
天
使
が
諸
々
の
種
の
大
き
な
多
様
性
に
お
い

て
創
造
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
の
方
が
、
宇
宙
の
美
し
さ
に

と
っ
て
、
か
く
し
て
ま
た
神
の
知
恵
の
秩
序
に
と
っ
て
遥
か
に
相

応
し
い
こ
と
で
あ
る
（
五
一
ａ
）。

　

こ
の
後
で
ス
ア
レ
ス
は
、
ト
マ
ス
説
の
擁
護
を
四
通
り
の
仕
方
で
展

開
す
る
（
五
一
ａ
）。
第
一
に
言
わ
れ
る
の
は
、
一
つ
の
種
の
下
に
諸

個
体
が
区
別
さ
れ
る
の
み
の
場
合
よ
り
も
、
多
数
の
種
が
区
別
さ
れ
る

こ
と
の
方
が
秩
序
の
あ
り
方
と
し
て
は
よ
り
先
行
し
て
い
る
が
ゆ
え

に
、
被
造
物
の
中
で
最
上
位
に
い
る
諸
天
使
に
も
そ
う
し
た
種
別
化
が

見
出
さ
れ
る
方
が
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
六
二
〇
年
版
で
は
、

こ
の
論
拠
に
対
応
す
る
箇
所
と
し
て
ト
マ
ス
の
﹃
対
異
教
徒
大
全
﹄
第

二
巻
第
九
三
章
が
参
照
さ
れ
て
い
る
（
三
八
ａ
）。
第
二
に
言
わ
れ
る

の
は
、
諸
天
使
の
種
別
化
は
神
の
知
恵
、
善
性
、
権
能
の
素
晴
し
さ
を

表
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
六
二
〇
年
版
で
は
、
ト
マ
ス

の
﹃
定
期
討
論
集　

神
の
能
力
に
つ
い
て
﹄
第
六
問
題
第
六
項
主
文
末

尾
が
参
照
さ
れ
て
い
る
（
同
）。
第
三
に
は
、
人
間
と
他
の
動
物
の
間

に
無
数
の
種
が
見
出
さ
れ
る
の
と
同
様
に
し
て
、
神
と
人
間
の
間
に
い

る
諸
天
使
に
お
い
て
も
多
数
の
種
的
本
性
が
見
出
さ
れ
る
は
ず
だ
と
い

う
こ
と
が
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
最
後
に
第
四
に
は
、
諸
天
体
や
星
々

（sidera

）
に
お
い
て
種
の
多
様
性
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、

ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
り
、
諸
天
体
よ
り
も
上
位
の
諸
天
使
に
お
い
て
も
種

の
多
様
性
が
見
出
さ
れ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
る
。
天
体
か
ら
の
ア
ナ
ロ

ジ
ー
を
用
い
る
こ
の
論
法
は
、
ト
マ
ス
の
著
作
に
お
い
て
多
数
散
見
さ

れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
彼
の
主
要
著
作
に
限
っ
て
も
、﹃
命
題
集
註
解
﹄

（
第
二
巻
第
三
区
分
第
一
問
題
第
四
項
）、﹃
対
異
教
徒
大
全
﹄（
第
二
巻

第
九
三
章
）、﹃
神
学
大
全
﹄（
第
一
部
第
五
〇
問
題
第
四
項
）
の
す
べ

て
に
こ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

㈣　
「
キ
リ
ス
ト
教
神
学
」
の
範
疇
と
し
て
の
天
使
論

　

こ
れ
ま
で
の
論
述
に
お
い
て
ス
ア
レ
ス
は
、
諸
天
使
の
種
別
化
に
対

し
て
、
そ
し
て
（
弱
い
意
味
で
の
）
ト
マ
ス
説
に
対
し
て
肯
定
的
で
あ

る
。
た
だ
し
以
上
で
見
た
三
通
り
の
解
答
が
す
べ
て
、
諸
天
使
の
種
別

化
が
﹁
あ
り
え
た
こ
と
﹂（potuisse

）、﹁
よ
り
も
っ
と
も
ら
し
い
こ
と
﹂

（probabilius

）、﹁
相
応
し
い
こ
と
﹂（consentaneum

）
と
言
わ
れ

て
い
た
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
ス
ア
レ
ス
は
、
諸
天
使
の
種

別
化
を
事
実
と
し
て
記
述
す
る
こ
と
に
対
し
て
慎
重
で
あ
る
。
こ
こ
か

ら
わ
れ
わ
れ
は
、
ス
ア
レ
ス
が
天
使
論
を
ど
の
よ
う
な
方
法
論
に
よ
っ
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て
論
じ
て
い
る
の
か
と
い
う
論
点
に
導
か
れ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、﹃
諸
天
使
に
つ
い
て
﹄
の
冒
頭
に
付
さ
れ
て

い
る
﹁
読
者
へ
の
前
書
き
﹂（Proœ

m
ium

 ad lectorem

）
を
参
照
す

る
の
が
有
用
で
あ
る
。﹁
諸
天
使
な
い
し
諸
々
の
霊
的
被
造
物
に
関
す

る
論
考
全
体
へ
の
序
曲
﹂（T

ractatus universi de A
ngelis, seu de 

spiritualibus creaturis, præ
ludium

）
と
題
さ
れ
た
節
で
ス
ア
レ
ス

は
、
自
然
神
学
（
あ
る
い
は
哲
学
、
形
而
上
学
）
と
キ
リ
ス
ト
教
神
学

（T
heologia C

hristiana

）
が
天
使
を
論
じ
る
質
的
差
異
に
つ
い
て
言

及
す
る
（xii―xiii

）。
ス
ア
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
天
使
と
い
う
非
物
体
的

な
事
物
に
つ
い
て
論
究
す
る
こ
と
は
自
然
神
学
の
領
分
で
も
あ
る
が
、

天
体
の
運
動
と
の
関
わ
り
で
は
自
然
哲
学
者
の
領
分
と
も
さ
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
限
り
で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
始
め
と
し
て
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
註
解
者
た
ち
、
さ
ら
に
は
プ
ラ
ト
ン
も
天
使
に
つ
い
て
論
究

し
て
き
た
し
、
そ
う
し
た
哲
学
的
な
成
果
は
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
、

マ
ル
シ
リ
オ
・
フ
ィ
チ
ー
ノ
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
・
エ
ウ
グ
ビ
ヌ
ス

（
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ー
ノ
・
ス
テ
ウ
コ
）
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
。
こ

の
歴
史
的
叙
述
か
ら
は
、
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
両
方
が
介

在
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
蓄
積
も
反
映

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
ス
テ
ウ
コ
に
よ
っ
て
ま
さ
に
確
立
さ
れ

た
永
遠
哲
学
（philosophia perennis

）
の
範
疇
に
天
使
論
を
位
置

づ
け
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う︶

18
︵

。
そ
の
上
で
ス
ア
レ
ス
は
、﹃
形
而
上
学

討
論
集
﹄
第
三
五
討
論
に
お
い
て
も
自
然
世
界
の
諸
結
果
な
い
し
諸
原

理
に
基
づ
い
て
天
使
の
本
性
を
可
能
な
限
り
で
探
究
し
て
い
た
こ
と
に

言
及
し
つ
つ
、﹃
諸
天
使
に
つ
い
て
﹄
で
は
﹁
よ
り
高
次
の
仕
方
で
﹂

同
じ
こ
と
を
確
証
し
、
さ
ら
に
は
﹁
自
然
理
性
が
追
い
つ
か
な
い
こ
と

ご
と
﹂
を
付
け
加
え
る
こ
と
を
宣
言
す
る
。

　

次
に
、﹃
諸
天
使
に
つ
い
て
﹄
に
お
け
る
探
究
の
態
度
を
簡
潔
に
示

す
次
の
箇
所
が
続
く
こ
と
に
な
る
。

　
　

 

キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
、
よ
り
高
次
の
光
の
下
で
、
そ
し
て
神
か
ら

啓
示
さ
れ
た
諸
原
理
に
基
づ
い
て
、
当
該
の
諸
実
体
［
す
な
わ
ち

天
使
］
に
つ
い
て
討
論
す
る
（xii

）。

自
然
神
学
で
も
扱
わ
れ
て
き
た
天
使
は
、
よ
り
上
位
の
キ
リ
ス
ト
教
神

学
の
観
点
か
ら
捉
え
直
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
さ
ら
な
る
論
究
の
対
象

と
な
る
。
啓
示
に
基
づ
く
と
い
う
、
天
使
に
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
方
法
論

へ
の
意
識
化
を
図
る
中
で
、
卓
越
博
士
の
筆
致
も
そ
れ
に
応
じ
た
も
の

に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。﹁
あ
り
え
た
こ
と
﹂、﹁
よ
り
も
っ
と
も
ら
し

い
こ
と
﹂、﹁
相
応
し
い
こ
と
﹂
と
い
う
三
つ
の
文
言
か
ら
は
そ
う
し
た

ス
ア
レ
ス
の
探
究
態
度
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る︶

19
︵

。
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三
．『
諸
天
使
に
つ
い
て
』
第
一
巻
第
一
五
章

㈠　

絶
対
的
力
能
に
基
づ
く
ト
マ
ス
説
の
擁
護

　
﹃
諸
天
使
に
つ
い
て
﹄
第
一
巻
を
締
め
く
く
る
第
一
五
章
で
は
﹁
個
々

の
秩
序
に
属
す
る
あ
ら
ゆ
る
天
使
は
種
に
お
い
て
異
な
る
の
か
、
そ
れ

と
も
或
る
天
使
た
ち
は
た
だ
数
に
お
い
て
の
み
異
な
る
も
の
と
し
て
与

え
ら
れ
る
の
か
﹂（
六
七
ｂ
）
が
問
題
と
さ
れ
る
。
第
一
三
章
お
よ
び

第
一
四
章
で
三
つ
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ア
と
九
つ
の
階
層
と
い
う
キ
リ
ス
ト

教
の
伝
統
的
な
天
使
の
位
階
構
造
に
つ
い
て
議
論
し
た
上
で︶

20
︵

、
ス
ア
レ

ス
は
こ
こ
で
改
め
て
天
使
の
種
問
題
を
正
面
か
ら
取
り
あ
げ
て
い
る
。

こ
こ
で
の
主
眼
は
、
同
一
種
に
お
け
る
諸
天
使
の
多
数
化
と
い
う
事
態

を
あ
ら
ゆ
る
観
点
か
ら
擁
護
す
る
こ
と
に
あ
る
。
ト
マ
ス
説
と
の
距
離

を
本
格
的
に
広
げ
る
箇
所
で
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
章
に
お
い
て
ス

ア
レ
ス
は
は
じ
め
て
、
天
使
の
種
問
題
を
可
能
問
題
（quaestio de 

possibili

）
と
事
実
問
題
（quaestio de facto

）
と
い
う
軸
に
よ
っ
て

分
析
し
て
い
く
。

　

可
能
問
題
の
側
に
あ
る
の
は
神
の
全
能
性
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、

こ
こ
で
は
神
に
お
け
る
絶
対
的
力
能
と
秩
序
づ
け
ら
れ
た
力
能
と
い
う

区
別
に
基
づ
い
て
議
論
が
進
め
ら
れ
る
。
神
の
絶
対
的
力
能
に
よ
れ

ば
、
神
は
矛
盾
を
含
む
こ
と
以
外
は
何
で
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ

れ
に
対
し
て
神
の
秩
序
づ
け
ら
れ
た
力
能
と
は
、
あ
く
ま
で
既
存
の
秩

序
な
い
し
所
与
の
自
然
世
界
の
中
で
、
神
が
一
定
の
法
則
に
即
し
て
自

由
に
行
う
こ
と
の
で
き
る
能
力
を
意
味
す
る︶

21
︵

。

　

可
能
問
題
に
関
し
て
ス
ア
レ
ス
は
ま
ず
、
絶
対
的
力
能
に
関
す
る
以

下
の
問
題
を
切
り
分
け
る
（
六
七
ｂ
～
六
九
ａ
）。

　
　

 

第
一
［
の
問
題
］
は
、
神
は
自
ら
の
絶
対
的
力
能
に
基
づ
い
て
、

同
じ
種
に
属
す
る
た
だ
数
に
よ
っ
て
の
み
区
別
さ
れ
た
二
な
い
し

複
数
の
天
使
を
産
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
否
か
で
あ
る
（
六
七

ｂ
）。

こ
の
第
一
の
問
題
に
お
い
て
は
、
諸
天
使
に
お
い
て
種
が
同
一
で
あ
る

こ
と
の
可
能
性
を
否
定
す
る
人
々
と
し
て
ト
マ
ス
学
派
が
名
指
さ
れ
、

彼
ら
は
自
ら
の
立
場
の
根
拠
を
ト
マ
ス
の
諸
著
作
に
見
出
し
て
い
る
と

言
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ス
ア
レ
ス
は
、
ま
ず
は
自
ら
の
立
場
と
し

て
、
神
の
絶
対
的
力
能
に
基
づ
く
限
り
、
諸
天
使
に
お
い
て
種
が
同
一

で
あ
り
う
る
こ
と
を
明
言
す
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
が
ス
コ
ト
ゥ
ス
や

他
の
ス
コ
ラ
学
者
た
ち
の
立
場
と
同
様
で
あ
る
こ
と
に
言
及
し
つ
つ
、

実
は
ト
マ
ス
解
釈
の
一
つ
の
道
で
も
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。﹁
皆
も

言
及
し
て
い
る
箇
所
﹂
だ
と
断
っ
た
上
で
、
ス
ア
レ
ス
は
ト
マ
ス
の

﹃
知
性
の
一
性
に
つ
い
て
﹄
の
或
る
箇
所
を
参
照
す
る
。
ト
マ
ス
に
よ

る
こ
の
小
さ
な
論
争
的
著
作
は
全
人
類
に
知
性
は
一
つ
し
か
な
い
と
す

る
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
主
義
を
批
判
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
が︶

22
︵

、
ス
ア

レ
ス
は
次
の
言
明
を
引
用
し
て
い
る
。
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 ﹁［
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
主
義
者
た
ち
は
］
同
じ
種
に
属
す
る
多
数
の

知
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
矛
盾
を
内
包
し
て
い
る
と
信
じ
て
い

た
の
で
、
そ
う
し
た
こ
と
を
神
は
な
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
示

す
た
め
に
甚
だ
粗
野
な
仕
方
で
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
﹂（
六
八

ｂ
）。

　

こ
の
箇
所
に
お
い
て
ス
ア
レ
ス
は
、
神
の
全
能
性
に
関
す
る
ト
マ
ス

の
考
え
に
注
目
す
る
。
ま
ず
ト
マ
ス
は
、
同
じ
種
に
属
す
る
多
数
の
知

性
を
神
が
造
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
偽
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
は
ず

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ト
マ
ス
は
、
同
一
種
に
多
数
の
知
性
が
存
在
す
る

こ
と
は
矛
盾
を
内
包
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
が
神
の
絶
対
的
力
能
の
対
象

で
も
あ
る
こ
と
に
は
同
意
し
て
い
た
と
ス
ア
レ
ス
は
評
価
す
る
。
こ
こ

で
知
性
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
ト
マ
ス
の
テ
ク
ス
ト
本
来
の
文
脈

で
は
人
間
知
性
の
こ
と
で
は
あ
る
が︶

23
︵

、
人
間
よ
り
も
高
度
な
知
性
体
で

あ
る
天
使
の
知
性
を
も
意
味
す
る
と
い
う
読
み
替
え
に
ス
ア
レ
ス
は
与

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ス
ア
レ
ス
は
、
神
の
絶
対
的
力
能
に
関

す
る
限
り
、
解
釈
如
何
に
よ
っ
て
は
ト
マ
ス
を
擁
護
す
る
可
能
性
が
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

㈡　

秩
序
づ
け
ら
れ
た
力
能
に
基
づ
く
解
答
：
分
岐
点

　

第
二
の
問
題
は
秩
序
づ
け
ら
れ
た
力
能
に
関
わ
る
（
六
九
ｂ
～
七
三

ａ
）。

　
　

 

第
二
の
論
点
は
、
秩
序
に
属
す
る
法
に
即
し
て
、
あ
る
い
は
秩
序

づ
け
ら
れ
た
力
能
に
基
づ
い
て
、
あ
る
い
は
諸
事
物
に
と
っ
て
親

和
的
な
（connaturalis

）︶
24
︵

秩
序
に
即
し
て
、
諸
天
使
が
同
じ
最

終
的
な
［
そ
れ
以
上
分
割
で
き
な
い
］
種
の
下
で
数
に
即
し
て
多

数
化
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
か
否
か
で
あ
る
（
六
九
ｂ
）。

　

こ
の
第
二
の
問
題
に
お
い
て
は
ま
ず
始
め
に
、
神
の
秩
序
づ
け
ら
れ

た
力
能
に
基
づ
い
て
は
諸
天
使
が
同
一
種
に
属
す
る
こ
と
が
不
可
能
で

あ
る
と
い
う
考
え
が
ト
マ
ス
に
帰
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
典
拠
と
し

て
﹃
知
性
の
一
性
に
つ
い
て
﹄
の
或
る
箇
所
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
ス

ア
レ
ス
自
身
が
引
用
し
て
い
る
言
明
は
次
の
通
り
で
あ
る
（
な
お
、
分

離
実
体
と
は
質
料
か
ら
離
在
し
て
い
る
存
在
者
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ

で
は
天
使
を
意
味
す
る
）。

　
　

 ﹁
諸
々
の
分
離
実
体
は
、
自
ら
の
本
性
に
お
い
て
［
数
的
］
区
別

の
原
因
を
持
た
な
い
し
、［
同
一
種
に
お
け
る
］
多
数
化
の
自
然

な
成
り
行
き
も
持
た
な
い
が
、
そ
れ
で
も
超
自
然
的
原
因
か
ら
は

多
数
化
を
獲
得
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
［
そ
の

こ
と
に
つ
い
て
］
矛
盾
の
内
包
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
﹂（
六
九

ｂ
）。
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こ
こ
で
ス
ア
レ
ス
は
ト
マ
ス
の
考
え
と
し
て
、
こ
の
世
界
の
本
性
的
な

あ
り
方
に
お
い
て
は
同
一
種
に
お
け
る
諸
天
使
の
多
数
化
は
不
可
能
で

あ
り
、
そ
れ
が
あ
り
う
る
と
し
た
ら
神
の
絶
対
的
力
能
に
基
づ
く
超
自

然
的
な
次
元
で
の
み
だ
と
い
う
内
容
を
理
解
し
て
い
る
。
こ
の
文
脈
で

ト
マ
ス
が
秩
序
づ
け
ら
れ
た
力
能
に
関
し
て
十
分
に
は
語
っ
て
い
な
い

こ
と
を
ス
ア
レ
ス
も
認
め
る
も
の
の
、
同
一
種
に
お
い
て
多
数
化
さ
れ

る
本
性
的
な
原
因
を
天
使
が
持
た
な
い
と
い
う
考
え
を
ス
ア
レ
ス
は
ト

マ
ス
に
帰
し
て
い
る
。

　

こ
の
第
二
の
問
題
を
解
決
す
る
中
で
、
天
使
の
種
問
題
に
対
す
る
ア

プ
ロ
ー
チ
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
可
能
問
題
と
事
実
問
題
と
い
う
二

つ
の
枠
組
み
が
登
場
す
る
（
七
〇
ａ

︶
25
︵

）。
ス
ア
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
複
数

の
天
使
が
同
じ
種
に
属
す
る
の
か
ど
う
か
を
探
求
す
る
こ
と
は
事
実
問

題
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
神
が
諸
天
使
の
創
造
を
意
志
す
る
の
か
ど
う

か
を
探
求
す
る
こ
と
は
可
能
問
題
に
属
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
ス
ア
レ
ス

は
、
秩
序
づ
け
ら
れ
た
力
能
に
基
づ
い
て
天
使
の
種
問
題
を
議
論
す
る

場
合
に
は
神
に
よ
る
創
造
へ
の
意
志
が
考
慮
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
場
合

に
も
可
能
問
題
の
一
つ
と
し
て
解
答
を
行
う
。
そ
し
て
最
終
的
に
、
諸

天
使
が
同
一
種
に
お
い
て
数
的
に
多
数
化
さ
れ
る
こ
と
が
神
の
絶
対
的

力
能
に
関
し
て
の
み
な
ら
ず
秩
序
づ
け
ら
れ
た
力
能
に
関
し
て
も
可
能

で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
（
七
二
ｂ
～
七
三
ａ
）。
こ
の
よ
う
に
し
て
ス

ア
レ
ス
は
、
神
の
秩
序
づ
け
ら
れ
た
力
能
に
関
し
て
、
天
使
の
種
問
題

に
関
す
る
ト
マ
ス
説
か
ら
距
離
を
置
き
始
め
る
。
す
な
わ
ち
、
や
は
り

弱
い
意
味
で
の
ト
マ
ス
説
を
受
容
す
る
こ
と
し
か
ス
ア
レ
ス
に
は
認
め

ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

㈢　

事
実
問
題
と
し
て
の
諸
天
使
の
区
別

　

い
よ
い
よ
事
実
問
題
に
関
す
る
ス
ア
レ
ス
の
立
場
を
見
る
こ
と
に
し

よ
う
。
問
題
の
定
式
化
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　　
　

 

第
三
の
論
点
は
、
次
の
こ
と
が
事
実
に
つ
い
て
ど
う
考
え
ら
れ
る

べ
き
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
神
は
、
複
数
の
天
使
を
、
そ
れ
ら
の

諸
々
の
最
終
的
な
種
の
下
で
、
数
に
お
い
て
の
み
相
異
す
る
も
の

と
し
て
創
造
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
反
対
に
た
っ
た
一
つ
の
天
使

と
し
て
の
み
創
造
し
た
の
か
（
七
三
ａ
）。

こ
こ
で
ス
ア
レ
ス
は
、
諸
天
使
が
或
る
種
の
下
で
多
数
化
さ
れ
た
も
の

と
し
て
創
造
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
一
つ
の
種
に
つ
き
一
つ
の
天
使

が
割
り
当
て
ら
れ
る
よ
う
に
創
造
さ
れ
た
の
か
を
事
実
問
題
と
し
て
提

起
し
て
い
る
。
ス
ア
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
前
者
を
ト
マ
ス
は
至
る
所
で
否

定
し
て
お
り
、
ト
マ
ス
学
派
の
人
々
も
同
様
で
あ
る
（
七
三
ａ
）。
こ

こ
で
も
や
は
り
ス
ア
レ
ス
は
、
ト
マ
ス
と
袂
を
分
か
つ
こ
と
を
選
ん
で

い
る
。

　

こ
の
事
実
問
題
に
対
す
る
ス
ア
レ
ス
の
解
答
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
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疑
い
の
余
地
が
あ
り
確
実
で
は
な
い
事
柄
に
お
い
て
の
こ
と
で
は

あ
る
が
、
諸
天
使
の
あ
ら
ゆ
る
種
な
い
し
複
数
の
種
に
あ
っ
て
は

数
に
お
い
て
の
み
相
異
す
る
複
数
の
天
使
が
創
造
さ
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
の
方
が
よ
り
信
じ
ら
れ
う
る
（credibilius

）︶
26
︵

と
思
わ

れ
る
（
七
三
ｂ
）。

語
り
口
は
慎
重
で
あ
る
も
の
の
、
ス
ア
レ
ス
は
同
一
種
に
お
け
る
諸
天

使
の
多
数
化
を
認
め
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
見
解
を
表
明
し
て
い
る

ス
コ
ラ
学
者
の
一
人
と
し
て
、
ス
コ
ト
ゥ
ス
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。
天
使
の
種
問
題
に
関
し
て
ス
ア
レ
ス
は
一
貫
し
て
ス
コ
ト
ゥ
ス
の

権
威
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
、
ハ
レ
の
ア
レ

ク
サ
ン
デ
ル
、
ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
マ
グ
ヌ
ス
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ

な
ど
ト
マ
ス
以
外
の
主
要
な
ス
コ
ラ
学
者
の
名
も
こ
こ
で
は
列
挙
さ
れ

て
い
る
（
七
三
ｂ
）。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
ス
ア
レ
ス
が
ト
マ
ス

と
袂
を
分
か
つ
こ
と
を
選
ん
で
い
る
こ
と
を
よ
り
強
く
意
味
し
て
い

る
。

　

事
実
問
題
に
お
い
て
も
ス
ア
レ
ス
は
、
単
な
る
事
実
を
記
述
す
る
の

で
は
な
い
仕
方
で
天
使
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え

に
、
複
数
の
理
由
づ
け
を
六
つ
提
示
す
る
（
七
三
ｂ
～
七
四
ａ
）。
第

一
は
教
父
た
ち
の
権
威
に
訴
え
る
も
の
で
あ
り
、
第
二
か
ら
第
六
の
理

由
は
適
合
性
（congruitas

）
に
基
づ
い
て
い
る
。
適
合
性
に
基
づ
く

議
論
は
、
何
ら
か
の
状
況
を
想
定
し
た
場
合
に
、
同
一
種
の
中
に
多
数

の
天
使
が
存
在
す
る
こ
と
が
何
か
他
の
事
柄
と
適
合
的
な
仕
方
で
理
解

で
き
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
第
二
の
理
由
と
し
て
挙
げ

ら
れ
て
い
る
の
は
、
或
る
一
つ
の
種
に
多
数
の
個
体
が
属
し
て
い
る
こ

と
も
宇
宙
の
完
全
性
や
美
し
さ
に
貢
献
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と

い
う
の
も
ス
ア
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
宇
宙
の
完
全
性
や
美
し
さ
は
あ
ら
ゆ

る
も
の
の
多
様
性
に
由
来
す
る
の
で
あ
り
、
種
は
一
つ
で
あ
っ
て
も
多

数
の
個
体
が
様
々
な
仕
方
で
区
別
さ
れ
る
こ
と
は
こ
う
し
た
多
様
性
に

属
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

第
三
と
第
四
の
理
由
で
は
社
会
的
な
次
元
に
言
及
が
あ
る︶

27
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。
第
三

の
理
由
は
政
治
（
学
）
的
な
（politicus

）
理
由
に
基
づ
く
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
宮
廷
政
治
に
例
が
と
ら
れ
る
。
元
首
の
宮
廷
に
お
い
て

は
あ
ら
ゆ
る
位
の
廷
臣
た
ち
が
平
等
な
状
態
で
多
数
い
る
方
が
よ
く
、

そ
の
方
が
よ
り
適
度
な
均
衡
状
態
で
廷
臣
た
ち
が
同
じ
職
務
に
従
事
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
ス
ア
レ
ス
は
言
う
。
第
四
の
理
由
は
、
友
愛
お
よ

び
連
帯
（societas

）
が
完
全
で
あ
る
た
め
に
は
同
じ
段
階
な
い
し
秩

序
の
中
に
連
帯
す
る
仲
間
が
い
る
方
が
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
理
由
に
よ
れ
ば
、
も
し
天
使
の
多
数
性
が
或
る
一
つ
の
﹁
共
和
国
﹂

（respublica

）
な
い
し
連
帯
の
あ
り
方
に
従
う
な
ら
、
個
々
の
天
使

は
種
的
本
性
に
お
い
て
完
全
に
類
似
す
る
仲
間
を
持
つ
こ
と
が
最
も
適

切
な
こ
と
だ
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
か
ら
は
、
天
使
論
が
単
に

思
弁
の
極
致
に
あ
る
観
想
的
な
学
問
の
側
面
し
か
持
た
な
い
の
で
は
な
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く
て
、
政
治
（
学
）
に
関
わ
る
限
り
で
は
実
践
的
な
学
問
の
側
面
を
持

ち
う
る
こ
と
が
窺
え
る
。

　

第
五
と
第
六
の
理
由
で
は
よ
り
神
学
的
な
次
元
に
至
る
。
第
五
の
理

由
は
、
至
福
者
た
ち
の
間
で
恩
寵
や
至
福
直
観
の
度
合
い
に
お
け
る
同

等
性
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
根
拠
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
第
六

の
理
由
は
、
或
る
一
つ
の
種
に
属
す
る
特
定
の
天
使
が
断
罪
さ
れ
る
場

合
に
、
そ
の
種
の
成
員
に
欠
員
が
出
て
は
い
け
な
い
こ
と
が
根
拠
と
さ

れ
る
。
仮
に
天
使
に
お
け
る
種
の
個
体
説
を
全
般
的
に
採
用
す
る
と
、

天
使
の
或
る
種
に
お
い
て
は
欠
員
が
出
る
可
能
性
を
認
め
て
し
ま
う
こ

と
に
な
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ス
ア
レ
ス

は
、
同
一
種
に
お
け
る
諸
天
使
の
多
数
化
を
肯
定
す
る
立
場
を
詳
細
に

表
明
し
、
強
い
意
味
で
の
ト
マ
ス
説
に
与
し
な
い
こ
と
を
明
確
に
示
し

て
い
る
。四

．
結

　

簡
潔
に
総
括
す
る
な
ら
、
ス
ア
レ
ス
は
、
諸
天
使
の
種
別
化
に
つ
い

て
は
弱
い
意
味
で
の
ト
マ
ス
説
に
同
意
す
る
一
方
で
、
同
一
種
に
お
け

る
諸
天
使
の
多
数
化
に
つ
い
て
は
、
絶
対
的
力
能
が
関
わ
る
次
元
を
除

い
て
、
可
能
問
題
の
側
か
ら
も
事
実
問
題
の
側
か
ら
も
ト
マ
ス
と
立
場

を
異
に
す
る
。
諸
天
使
の
区
別
と
い
う
ス
コ
ラ
的
な
議
論
に
お
い
て
ス

ア
レ
ス
が
ス
コ
ト
ゥ
ス
説
と
ト
マ
ス
説
を
折
衷
し
て
い
る
と
言
え
る
の

は
、
ト
マ
ス
説
を
弱
い
意
味
で
の
み
採
用
す
る
限
り
で
の
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
一
方
で
、
ス
コ
ト
ゥ
ス
説
に
対
し
て
は
特
に
異
論
が
唱
え
ら

れ
る
こ
と
は
な
く
、
ス
コ
ト
ゥ
ス
の
原
典
に
ま
で
遡
っ
て
議
論
が
展
開

さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ス
ア
レ
ス
が
ス
コ
ト
ゥ
ス

の
権
威
を
素
直
に
認
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
以
上
に
、
逆
に
ス
ア
レ
ス

は
ト
マ
ス
説
に
対
し
て
は
ど
こ
ま
で
が
受
け
容
れ
可
能
で
あ
り
ど
こ
か

ら
は
受
け
容
れ
不
可
能
で
あ
る
か
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
を

意
味
す
る
。
ト
マ
ス
説
は
ス
ア
レ
ス
に
と
っ
て
重
要
な
試
金
石
で
あ
っ

た
。
こ
の
点
を
諸
天
使
の
区
別
と
い
う
問
題
に
関
し
て
示
し
た
こ
と
を

一
つ
の
主
要
な
成
果
と
し
た
い
。

　

そ
れ
に
加
え
て
改
め
て
見
る
べ
き
は
、﹃
諸
天
使
に
つ
い
て
﹄
第
一

巻
の
終
わ
り
に
至
っ
て
、
可
能
問
題
と
事
実
問
題
と
い
う
二
つ
の
観
点

か
ら
天
使
の
種
問
題
を
捉
え
直
す
こ
と
に
よ
り
、
ス
ア
レ
ス
が
天
使
論

の
探
究
方
法
を
複
層
化
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
節
の
（
四
）

で
述
べ
た
よ
う
に
、
ス
ア
レ
ス
は
、
天
使
に
関
す
る
議
論
を
行
う
探
究

者
が
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
探
究
を
行
っ
て
い
る
の
か
と
い
う

こ
と
に
敏
感
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
扱
っ
た
範
囲
に
限
る
な
ら
、
諸
天
使

の
区
別
と
い
う
思
弁
的
事
柄
を
議
論
す
る
際
に
問
わ
れ
る
﹁
確
実
性
﹂

に
敏
感
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
最
終
的
に
は
、
天
使
論
と
い
う
学
問
的

探
究
全
般
に
関
わ
っ
て
く
る
。
ス
ア
レ
ス
の
﹃
諸
天
使
に
つ
い
て
﹄
は
、

天
使
論
に
お
け
る
個
々
の
ト
ピ
ッ
ク
に
注
目
す
る
場
合
に
の
み
役
立
つ

だ
け
で
は
な
い
。
天
使
論
と
い
う
議
論
領
域
を
通
じ
た
知
的
探
究
そ
の
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も
の
の
意
義
を
問
い
か
け
る
必
要
性
を
投
げ
か
け
て
く
れ
る
。
こ
の
観

点
か
ら
も
、﹃
諸
天
使
に
つ
い
て
﹄
に
注
目
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
指

摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う︶

28
︵

。

注（
1
） 

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
、﹃
神
学
大
全
﹄、
第
一
部
第
五
〇
問
題
序
。
引
用
お

よ
び
参
照
を
行
っ
た
ト
マ
ス
の
著
作
の
校
訂
版
は
、C

orpus T
hom

isticum

（http://w
w

w
.corpusthom

isticum
.org/reoptedi.htm

l

）
で
最
良
の
版
と

し
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
も
の
を
使
用
し
た
。
ま
た
、
一
次
文
献
か
ら
の
引
用

文
は
す
べ
て
拙
訳
で
あ
り
、［　

］
は
訳
者
に
よ
る
補
い
で
あ
る
。

（
2
） 

ス
ア
レ
ス
の
死
後
ま
も
な
く
出
版
さ
れ
た
一
六
二
〇
年
の
リ
ヨ
ン
版
に
よ
れ

ば
、
正
式
な
タ
イ
ト
ル
は
次
の
通
り
：﹃
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
創
造
者
た
る
神
に

関
す
る
［
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
］﹃
神
学
大
全
﹄［
第
一
部
］
の
第
二
の

部
分
、
そ
れ
は
三
つ
の
主
要
な
論
考
に
配
分
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
内
の

第
一
の
論
考
、
諸
天
使
に
つ
い
て
﹄（Pars secunda Sum

m
ae T

heologiae 
de D

eo rerum
 om

nium
 C

reatore, In tres praecipuos tractatus distributa, 
Q

uorum
 Prim

us D
e A

ngelis

）。﹃
諸
天
使
に
つ
い
て
﹄
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て

は
、
リ
ヨ
ン
版
を
参
照
し
つ
つ
、
主
と
し
て
次
の
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ス
版
を
使
用
し
た
：

R
. P. Francisci Suarez O

pera om
nia, Tom

. 2, V
ivés, 1856.

（
3
）	﹃
諸
法
に
つ
い
て
﹄
の
正
式
な
タ
イ
ト
ル
と
し
て
は
、
一
六
一
二
年
の
コ
イ
ン

ブ
ラ
版
に
お
け
る
次
の
も
の
が
知
ら
れ
て
い
る
：﹃
十
巻
に
配
分
さ
れ
た
、
諸

法
と
、
立
法
者
た
る
神
に
つ
い
て
の
論
考
﹄（T

ractatus de legibus, ac D
eo 

legislatore, In decem
 Libros distributus

）。

（
4
）	

最
近
に
限
っ
て
も
次
の
通
り
：V.M

.Salas &
 R

.L.Fastiggi (eds.), A
 

C
om

panion to Francisco Suárez, B
rill, 2015; J.L.Fink (ed.), Suárez on 

A
ristotelian C

ausality, B
rill, 2015; L.N

ovák (ed.), Suárez’s M
etaphysics 

in Its H
istorical and System

atic C
ontext, D

e G
ruyter, 2014.

（
5
）	J.Pereira, Suárez: B

etw
een Scholasticism

 &
 M

odernity, M
arquette U

P, 
2006, 18–20, 31–35, 202–7, 209–11, 218–19, 234–36, 239–42.

（
6
）	

ス
ア
レ
ス
の
﹃
諸
天
使
に
つ
い
て
﹄
を
取
り
あ
げ
る
他
の
天
使
論
の
通
史
は

次
の
通
り
：
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
フ
ォ
ー
ル
、﹃
天
使
と
は
な
に
か
﹄、
片
木
智

年
＝
訳
、
せ
り
か
書
房
、
一
九
九
五
年
、
八
〇
頁；

G
.Tavard, D

ie E
ngel, 

H
erder, 1968, 77–78.

（
7
）	R

.Lavatori, G
li angeli: Storia e pensiero, M

arietti, 1991, 178.

（
8
）	Lavatori, G

li angeli, 178.

（
9
）	

田
口
啓
子
、﹃
ス
ア
レ
ス
形
而
上
学
の
研
究
﹄、
南
窓
社
、
一
九
七
七
年
、

一
九
七
頁
。
な
お
本
論
に
お
い
て
﹁
種
別
化
﹂
と
い
う
語
は
、
或
る
も
の
が

存
在
論
的
な
観
点
で
（
あ
る
い
は
実
在
に
お
い
て
）
実
際
に
種
的
に
区
別
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
指
す
。

（
10
）	

石
田
隆
太
、﹁
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
と
天
使
の
個
体
化

︱
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
〇
一
七
年
、

三
一
～
四
五
頁；

S.-T
h.B

onino, Les anges et les dém
ons: Q

uatorze leçons 
de théologie catholique, Parole et Silence, 2007, 127–29; T.Suarez-
N

ani, Les anges et la philosophie: Subjectivité et fonction cosm
ologique 

des substances séparées à la fin du X
III e siècle, Vrin, 2002, 39–50. 

な
お

﹁
種
の
個
体
説
﹂
と
い
う
名
称
そ
の
も
の
は
、
生
物
学
の
哲
学
に
お
け
る
マ
イ

ケ
ル
・
ギ
セ
リ
ン
ら
の
議
論
か
ら
借
用
し
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
形
式
的
な

名
称
の
適
用
で
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。C

f. M
.T.G

hiselin, M
etaphysics 

and the O
rigin of Species, SU

N
Y

 Press, 1997.

（
11
）	O

.B
oulnois, Lire le principe d ’individuation de D

uns Scot, Vrin, 2014, 
163–82; G

.Pini, “T
he Individuation of A

ngels from
 B

onaventure to 
D

uns Scotus, ” T.H
offm

ann (ed.), A
 C

om
panion to A

ngels in M
edieval 

Philosophy, B
rill, 2012, 79–115.

（
12
）	Pini, “T

he Individuation of A
ngels, ” 94–99.

（
13
）	

桑
原
直
己
、﹃
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
と
イ
エ
ズ
ス
会
教
育

︱
ア
レ
ッ
サ
ン
ド
ロ
・
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ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
旅
路
﹄、
知
泉
書
館
、
二
〇
一
七
年
、
三
五
～
六
一
頁；

石
田
治
頼
、﹁﹃
イ
エ
ズ
ス
会
学
事
規
程
﹄
に
み
る
教
育
と
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
形
成
﹂、

﹃
日
本
の
教
育
史
学
﹄、
第
五
七
号
、
二
〇
一
四
年
、
九
七
～
一
〇
九
頁
。

（
14
）	

全
体
を
通
じ
て
、
断
り
の
な
い
限
り
、
ペ
ー
ジ
数
の
み
に
よ
る
参
照
は
基
本

的
に
は
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ス
版
に
基
づ
く
。

（
15
）	

厳
密
に
は
﹃
神
学
大
全
﹄
の
著
者
と
し
て
名
指
さ
れ
る
限
り
で
の
ア
レ
ク
サ

ン
デ
ル
を
指
す
。
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
に
帰
さ
れ
る
﹃
神
学
大
全
﹄
の
著
者

性
に
つ
い
て
は
例
え
ば
次
を
見
よ
：C

h.B
eiting, “T

he Idea of Lim
bo in 

A
lexander of H

ales and B
onaventure, ” Franciscan Studies 57 (1999): 

5–6.

（
16
）	

ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
に
帰
さ
れ
る
﹃
神
学
大
全
﹄
の
中
で
は
、
第
二
巻
第
一
部
第

二
探
求
第
二
論
考
第
一
問
題
第
六
章
第
一
項
を
見
よ
。
エ
ギ
デ
ィ
ウ
ス
・
ロ

マ
ヌ
ス
に
つ
い
て
は
次
を
見
よ
：T.Suarez-N

ani, C
onnaissance et langage 

des anges selon T
hom

as d’A
quin et G

illes de R
om

e, Vrin, 2002, 80–81.

（
17
）	

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
、﹃
定
期
討
論
集　

霊
的
被
造
物
に
つ
い
て
﹄、
第
八
項
、

主
文
。
こ
の
箇
所
で
は
他
に
、
実
体
の
条
件
（condicio substantiae

）
と
本

性
の
完
全
性
（perfectio naturae

）
が
天
使
に
お
け
る
種
の
個
体
説
を
主
張

す
る
主
要
な
論
拠
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
18
）	

ス
テ
ウ
コ
の
永
遠
哲
学
に
つ
い
て
は
次
を
見
よ
：C

h.B
.Schm

itt, “Perennial 
Philosophy: From

 A
gostino Steuco to Leibniz, ” Journal of the H

istory 
of Ideas 27.4 (1966): 505–32. 

ま
た
永
遠
哲
学
と
天
使
論
の
関
わ
り
に
つ

い
て
は
次
も
見
よ
：W

.Schm
idt-B

iggem
ann, Philosophia perennis: 

H
istorical O

utlines of W
estern Spirituality in A

ncient, M
edieval and 

E
arly M

odern T
hought, Springer, 2004, 280–83.

（
19
） 

哲
学
と
神
学
の
間
で
揺
れ
る
ス
ア
レ
ス
の
姿
は
、
人
間
の
魂
の
不
死
に
関
し

て
も
見
ら
れ
る
：
田
口
啓
子
、﹁
霊
魂
不
死
の
論
証
を
め
ぐ
っ
て
︱
Ｆ
・
ス
ア

レ
ス
の
人
間
観
に
つ
い
て
の
覚
え
書
（
そ
の
三
）
︱
﹂、﹃
清
泉
女
子
大
学
紀
要
﹄、

第
三
五
号
、
一
九
八
七
年
、
四
三
～
五
五
頁
。

（
20
）	

こ
う
し
た
位
階
構
造
の
体
系
化
は
主
に
偽
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
・
ア
レ
オ
パ

ギ
テ
ス
と
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
世
に
由
来
す
る
：Lavatori, G

li angeli, 102–8.

（
21
）	W
.J. C

ourtenay, C
apacity and Volition: A

 H
istory of the D

istinction of 
A

bsolute and O
rdained Pow

er, Pierluigi Lubrina E
ditore, 1990.

（
22
）	A

.de Libera, L’unité de l’intellect: C
om

m
entaire du D

e unitate 
intellectus contra averroistas  de T

hom
as d’A

quin, Vrin, 2004, 13–36.

（
23
）	Pini, “T

he Individuation of A
ngels, ” 89–90n27.

（
24
）	︽connaturalis

︾
の
意
味
に
つ
い
て
は
次
も
見
よ
：
桑
原
直
己
、﹃
ト
マ
ス
・

ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
﹁
愛
﹂
と
﹁
正
義
﹂﹄、
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
五
年
、

一
二
五
～
二
八
頁；

﹁
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
親
和
的
認
識
に
つ

い
て
﹂、﹃
哲
学
・
思
想
論
集
﹄、
第
二
五
号
、
二
〇
〇
〇
年
、
五
一
頁
。

（
25
）	

同
様
の
枠
組
み
は
オ
ッ
カ
ム
の
原
罪
論
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
：
オ
ッ
カ
ム
、

﹃
七
巻
本
自
由
討
論
集
﹄、
第
三
巻
、
第
十
問
題
。
オ
ッ
カ
ム
に
お
け
る
︽de 

facto

︾
と
︽de possibili

︾
の
内
、
神
の
絶
対
的
力
能
を
考
慮
す
る
後
者
の

側
面
は
ス
ア
レ
ス
と
共
通
し
て
い
る
。C

f. 

辻
内
宣
博
、﹁
神
の
自
由
意
志
の

絶
対
性

︱
オ
ッ
カ
ム
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
に
お
け
る
原
罪
論
か
ら
﹂、﹃
中
世
思

想
研
究
﹄、
第
六
一
号
、
二
〇
一
九
年
、
一
二
六
～
二
八
頁；

P.V
ignaux, 

Justification et prédestination au X
IV

e siècle: D
uns Scot, P

ierre 
d’A

uriole, G
uillaum

e d’O
ccam

, G
régoire de R

im
ini, Vrin, 1981, 106–7; 

L.B
audry, Lexique philosophique de G

uillaum
e d’O

ckham
: É

tude des 
notions fondam

entales, Lethielleux, 1958, 195; L.E
.M

.B
uytaert, “T

he 
Im

m
aculate C

onception in the W
ritings of O

ckham
, ” F

ranciscan 
Studies 10.2 (1950): 153–54.

（
26
）	

ヴ
ィ
ヴ
ェ
ス
版
で
は
お
そ
ら
く
誤
植
に
よ
り
︽incredibilius

︾
と
真
逆
の
意

味
に
な
っ
て
い
る
が
、
リ
ヨ
ン
版
（
五
三
ａ
）
に
従
っ
て
︽credibilius

︾
と

読
む
。
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ス
版
の
誤
植
に
つ
い
て
は
、﹃
諸
法
に
つ
い
て
﹄
の
抄
訳
を

公
刊
し
て
い
る
山
辺
建
も
言
及
し
て
い
る
：
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ス
ア
レ
ス
、﹁
法

律
に
つ
い
て
の
、
そ
し
て
立
法
者
た
る
神
に
つ
い
て
の
論
究
﹂、
山
辺
建
＝
訳
、
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上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
＝
編
訳
・
監
修
、﹃
中
世
思
想
原
典
集
成
二
〇　

近
世
の
ス
コ
ラ
学
﹄、
平
凡
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
六
九
四
頁
。

（
27
）	

同
じ
傾
向
は
既
に
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
に
も
見
ら
れ
る
。
詳
し
く
は
次
を
見

よ
：
石
田
隆
太
、﹁
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
﹃
定
期
討
論
集　

霊
的
被
造
物

に
つ
い
て
﹄
第
八
項 

試
訳
﹂、﹃
宗
教
学
・
比
較
思
想
学
論
集
﹄、
第
一
八
号
、

二
〇
一
七
年
、
九
七
～
九
八
頁
、
註
二
六
。

（
28
）	

本
稿
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
一
七
Ｊ
〇
〇
一
三
六
お
よ
び
一
八
Ｋ
一
二
一
九
一

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
慶
應
義
塾
大
学
の
小
沢
隆
之
か
ら

草
稿
に
対
す
る
有
益
な
助
言
を
得
た
こ
と
に
対
し
て
感
謝
し
た
い
。

（
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
）


