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共
通

善

に

つ

い

て

ー
1
ー

聖

ト

マ

メ

を

遶

つ

て

の

発

展

i

水

波

朗

ど
う
い
う
意
味
で
人
間
の
集
團
的
な
生
活
が
共
通
的
(
c
o
m
m
u
n
e

)
で
あ
り
、
集
團
生
活
を
營
む
こ
と
に
よ
つ
て
生
す
る
善
益
(
b
o
n
u
m
)

が
共
通
善

(
b
o
n
u
m
 
c
o
m
m
u
n
e

)
と
呼
ば
れ
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
ト
ミ
ス
ム
の
立
場
か
ら
與
え
ら
れ
て
い
る
解
答
を
紹
介
し
よ

う

と
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

こ
の
間
題
は
後
に
解
明
す
る
と
こ
ろ
か
ら
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
ト
ミ
ス
ム

に
お
い
て
は

次
の
二
つ
の
問
題
と

密
接
に
聯
關
し
て
い

る
。
即
ち

0

人
間
の
社
會
的
結
合
の
本
質
は
何
か
、
⇔
人
間

の
社
會
的
本
性
と
は
何
か
。
な
ぜ
な
ら
、
第

一
に
ト

ミ
ス
ム
に
と
つ

て
共
通
善
と
は
客
観
的
に
は
社
會
と
呼
ば
れ
る
現
実
存
在
そ
れ
自
身
で
あ
り
、
人

々
を
結
合
し
て
一

つ
の
秩
序
を
、
從
つ
て
一
つ
の
存
在

を
、

一
つ
の
社
會

(的
存
在
)
を
、
そ
れ
を
構
成
す
る
個

々
人
の
存
在
の
ほ
か
に
実
存
さ
せ
る
そ
の
も

の
こ
そ
、
社
會
生
活
の
裡
に
生
す

る
も
ろ
も
ろ
の
b
o
n
u
m
を
共
通
的
な
ら
し
め
、
単
な
る
個
別
善
或
は
私
的
善
の
ほ
か
に
共
通
善
を
現
実
在
さ
せ
る
當

の
も

の
で
あ
る
か

ら

で
あ
る
。
第
二
に
叉
、
し
か
も
こ
の
社
會
的
結
合
関
係

を
、
從

っ
て
共
通
善
を
現
実
在
さ
せ
る
も
の
は
、
社
會
を
構
成
す
る
個

々
人
の

　
裡

に
、
共
通
的
に
、
普
遍
的
に
、
そ
し
て
固
有
に
も
た
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
人
間
の
社
會
的
本
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。



社
會
的
結
合
の
本
質
、
叉
は
人
間

の
社
會
的
本
性
と
い
つ
た
問
題
に
対
し

て
聖
ト
マ
ス
が
與
え
て
い
る
解
答
の
重
要
性
が
自
畳
さ
れ
て

き

た
の
は
、
最
近
の
こ
と
に
属
す
る
。

こ
の
こ
と
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
ー1
聖
ト
マ
ス
哲
學
の
核
心
的
部
分
を
な
す
と
こ
ろ
の
形
相
質
料
論

の
意
義
と
、
こ
の
形
相
質
料
論
が
人
間
的
存
在
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
場
合
に
い
は
れ
る
と
こ
ろ
の

「
個
別
性
」
と

「
人
格
性
」
と
の
麗
別

に
か
か
は
る
理
論
と
が
理
解
さ
れ
は
じ
め
た
こ
こ
十
數
年
來
の
こ
と
で
あ
る
。
現
代
に
お
け
る
ト
マ
ス
主
義
哲
學

の
最
高
権
威
の

一冒人
、

J

.
マ
リ
タ
ン
教
授
は
、
そ
の
近
著

「
人
格

と
共
通
善
」

(
J
.
 
M
a
r
i
t
a
i
n
,
 
 
L
'
 
 
a
 
P
e
r
s
o
n
n
e
 
e
t
 
l
e
 
B
i
e
n
 
c
o
m
m
u
n
,
 
1
9
4
7

)
の
冒
頭
に

お
い
て
、
ト
ミ

ス
ム
復
興
の
現
代
思
潮
に
お
け
る
意
義
を
廣
く
展
望
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

「
聖
ト

マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス

の
諸
原
理
が
、

わ
れ
わ
れ
に
そ
の
本
質
的
な
重
要
性
を
展
示
し
て
く
れ
る
、
個
人
と
人
格

(
i
n
d
i
v
i
d
u
 
e
t
 
p
e
r
s
o
n
n
e

)
或
は
む
し
ろ
個

別

性
と
位
格
性

(
1
i
1
1
d
i
v
i
d
u
a
l
i
t
e
 
e
t
 
p
e
r
s
o
n
n
a
l
i
t
e

)
の
区
別
は
、
現
代
的
思
惟
が
格
別
に
も
必
要
と
し
、
ま
た
利
用
慣
値
も
大
き
い
諸

眞

理
中
の

一
つ
で
あ
る
と
信
す
る
こ
と
は
、
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。」

な
ぜ
な
ら
、
十
九
世
紀
は
個
人
主
義
と
い
う
誤
謬
を
経
験

し
て
き
た
し
、
今
日
そ
の
反
動
と
し
て
全
休
主
義
も
し
く
は
團
体
主
義
に
偏
し
た
社
會
概
念
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
二
つ

の
誤
謬
に
蜀
抗
し
て
も
ろ
も
ろ
の
人
格
主
義
的
學
説
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
人
格
主
義
も
、
結
局
こ
の
個
人
主
義
及

び
独
裁

主
義
と
い
う
二
つ
の
極
端
に
傾
く
。
然
る
に
ト
、、、
ス
ト
の
説
く
人
格
主
義
こ
そ
こ
の
何
れ
の
ゆ
き
す
ぎ
を
も
.避
け
よ
う
と
す
る
か

ら

で
あ
る
。

「
こ
の
人
格
主
義
、
即
ち
聖
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
の
學
説
に
基
く
人
格
主
義
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の
關

心
を
そ
そ
る
そ
れ
な

の
で
あ
る
。
か
れ
ト

マ
ス
が
、
個
別
性
と
位
格
性
と
の
形
而
上
學
的
区
別
を
強
調
し
て
止
ま
な
い
の
は
、
ま
さ
に
事

の
始
源
か
ら
人
格
の

品
位
に
重
點
を
置
く
社
會
哲
學
を
、
個
人
と
私
的
善

(
b
i
e
n
 
p
r
i
v

)
の
優
位
に
重
點

を
お
く
す
べ
て
の
社
會
哲
學

か
ら
、
引
き
離
さ
う
と

す
る
た
め
に
外
な
ら
な
い
。
シ
ユ
ワ
ル
ム
神
父

(
L
e
.
 
R
.
 
P
.
 
S
c
h
w
a
l
m

)
と
ガ
リ
グ
ウ

・
ラ
グ
ラ
ン
ジ
ユ
神
父

(
L
.
 
R
.
 
P
.
 
G
a
r
i
g
o
u

L
a
g
r
a
n
g
e

)
は
、
こ
の
個
別
性
と
位
格
性
と
の
区
別
に
注
意
を
喚
起
す
る
上
に
お
い
て
貢
献
す
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
た

の
み
で
な
く
、
わ
た

く

し
の
知
る
と
.」
ろ
で
は
、
こ
の
理
論
が
現
代
の
關

心
事
た
る
迫
徳
上
、
社
會
上
の
諸
間
題
に
關
し
て
豊

か
な
結
実
を
も
た
ら
す
こ
と
を



示

し

た
最

初

の
人

で
も

あ

つ
た

。

そ

の
あ

と

に
綾

い

た

他

の
ト

ミ

ス
ト
達

i

そ

の
中

に

は

、

エ
ー

ベ
ル

'ハ
ル

ト

・
ウ

ェ
ル

テ

イ
神
父

や

、

わ

た
く

し
自

身

も

含

ま

れ

る

の

で
あ

る

が
ー

は

、

社

會

・
政

治

哲

學

に

お
け

る

、

そ

の
價

値

の
確

立
及
び
そ
の
聾
結
の
展
開
に
努
め
て
き
た
」

倫
、
P
７
－
１
０大
塚
譯

一
ー
五
頁
)
と
の
べ
て
い
る
。

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
ト
ミ
ス
ト
の
諸
學
者
の
所
説
に
立
ち
入
る
に
先
立

っ
て
、
從
來
わ
が
國

の
法
學
者
や
政
治
學
者
、
社
會
學
者
に
大

き
な
影
響
を
も

つ
て
き
た
ヨ
ー

ロ
ツ
パ
の
二
、
三
の
代
表
的
な
學
説
史
家
が
、
上
述
の
問
題
-

即
ち
社
會
的
結
合

の
本
質
や
人
間
の
社

會

的

本
性

ー

!

に

つ

い

て
聖

ト

マ

ス

の
見

解

と

し

て
語

っ
て
き

た

と

こ

ろ

を
検

討

し

て
み

よ
う

。

姦

R

・
W

・

及

び

A

・
J

・
カ
ー

ラ

イ

ル

の

大
著

「
西

欧

中
世

政

治

理

論

史

」

は
、

そ

の
第

五

雀

「
十

三

世

紀

の
政

治

理
論

」

に

お

い

て
、

と

を

對

比

さ

せ

な

が
ら

次

の

こ

と
を

指
摘

し

詳
論

し

て

い

る
。

十

三
世

紀

に
到

る

ま

で

の

「
中

世

の
普

通

の
政

治

理

論

は
、

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス
黒

派

で

は
な

い
が

、

主

と

し

て

ロ
ー

マ
法

及

び

キ
リ

ス
ト
教

教
父

達

を

へ
て

傳

へ
ら

れ

た
後

期

ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス
學
派

に
由

來

す

渇

も

の

で
あ

つ
た
。
」

と

こ
ろ

が

「
後

期

ア

リ

ス
ト

テ

レ
ス
學

派

の
政

治

思
想

家

は

を
何

よ

り

も

世

界

や
人
間

生

活

の
始

原
的

な

い
し
原

緒

的
状
態

、

罪

な

く

幸

福

な
状
態

で
あ

る

と

し
、

そ

の
状
態

か

ら

人

び

と

が

脆
け

出

た

た

め

に

人

間

の
中

に
悪

徳

や
罪

が

生
す

る

に

到

つ
た

と
す

る
。
」

こ
の

こ

と

は

ス
ト

ア

の
諸

學

者

に

も

、

ロ
ー

マ
法

學

者

達

に

つ
い

て
も

い
わ

れ

え

、

キ

リ

ス
ト

教
教

父

の
場

合

に

も

、

キ

リ

ス
ト
教

の
教

義

と
矛

盾

す

る

こ
と

な

く

い
わ

れ

え

た

。

こ

れ

ら

の
考

え

方

に
あ

つ
て

は
、

國

家

や

そ

の
他

の
社
会

的

政

治

諸

制

度

は

に

お

い

て

の
所

産

で

は
な

く

、

人

間

の
堕

落

し

た
状

態

に
應

じ

る

た

め

に

、

神

叉

は

人
間

の
理

性

に

よ

つ
て

創

り
出

さ
れ

た

と

こ

ろ

の

に
外

な
ら

な

い

と

さ
れ

る
。

 (L
e. 

R
. 

P. 
E

berhard 
W

elty)

conventiun
nature

"nature"

',nature"

"conve
ntion"

(R
. 

W
. 

and A
. 

J. 
C

arlyle, 
A

H
istory 

of 
m

ediaeval 
political 

T
heory 

in 
the 

W
est, 

V
ol. 

V
, 

T
he 

political 
T

heory 
of 

the 
thirteenth 

C
entury, 

p,



４
－
６

)

と

こ

ろ

が

こ
う

し
た

考

え

方

が

、

十

三

世

紀

に

お

い

て
ア

リ

ス
ト

デ

レ

ス
の

奉
來

の

思
想

が
知

ら

れ

呑

に

り
れ

て
変

革

さ

れ

る

ウ

就

中

そ

れ

は
聖

ト

マ
ス

に

よ

つ

て
行

は

れ

た
。

ア

リ

ス

ト

テ

レ
ス

の

明
瞭

な

影
響

の
下

に

聖

ト

マ
ス
は

「、國
家

或

は

政
治

的
社

會

は
、

な

制

度

で
あ

つ
て

な
制

度

で

は
な

い
」

こ

と
を

論

證

し
た

、

か
く

て
十

三

世

紀

以
後

の
中

世

政
治

理
論

は

ト

マ

ス
に

よ

り

も

た

ら

さ

れ

た
方

向
転
換

の
影
響

を
う

け

る

の

で

あ

る
。

カ
ー

ラ

イ

ル
が

と

と

を
樹

比
さ

せ

て

政

治

的
社
会

を

(
ひ

い

て
は
社
会

一
般

を
)

人

間

の
本

性

に
某

礎

づ

け

た

と

こ
ろ

に

ト

マ

ス
の
理
論

の
最

大

の
特

徴

を

み

た

こ
と

は

正

し

い
も

の
を
含

ん

で

い

る
。

し

か

し
彼

は
聖

ト

マ
ス
が

「,本

性
」

と

し

て
語

つ
て

い

る
も

の

が

ど
う

い
う

も

の

で
あ

る

か

に

つ
い

て
充

分

理
解

し

て

い

な

い

よ
う

に

思

わ

れ

る
。

こ

の

こ

と
は
例

え
ば

彼

が

、

聖

ト

マ
ス
以
前

の

「
中

世

の
政

治

理

論

は
次

の

一
大

前

提

に

よ

つ
て
、

ア

リ

ス
ト

テ

レ
ス
及

び

プ

ラ

ト

ン
か

ら

、

そ

し

て
十

九

世

紀

の
政
治

理
論

か
ら

形

式

的

に
分

た

れ

る

。

即

ち

文

明

社

會

の
諸
制

度

は

に

基
く

も

の

で

あ

つ
て

に

基

く

も

の
で

な

い
と

い

ふ
點

で
あ

る
。
」

と

い
う

と
き

知

ら

れ

る

。

な

ぜ

な

ら
先

づ
第

一
に

、

ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス
及

び

聖

ト

マ
ス

の

「
本

性

」

へ
の
諸

制
度

の
基

礎

づ
け

が
重

大

な
意

義

を
帯

び

て
く

る

の

は
、
後

に
み

る

如

く

に

、

「
本
性

」

が

プ

ラ

ト

ン
の
如

く

超

越

的

に
考

え

ら

れ

た

イ

デ

ア

に
還

元

さ
れ

る

の

で

は
な

く

、

多
元

論
的

に
各

個

別

的
存

在

の
裡

に
内

在

せ

し

め
ら

れ

、

人

間

的

本
性

は

、

こ

の
又

は

あ

の
佃

々
の
具

休

的

な

人

間

に
内

在

す

る

所

謂

「
個

別

的
本

性

」

と

し

て

と

ら

え

ら

れ

て

い

る

と

こ

ろ

に
あ

る

か
ら

で
あ

る

。

カ
ー

ラ

ィ

ル
は
プ

ラ

ト

ン
と

ア

リ

ス
ト

テ

レ
ス
の
形

而

上

學

的
な

根

本

的

な
対
立

を

正
當

に
評
価

し

て

い

な

い

た

め

に
、

例

へ
ば

ア

ウ

グ

ス
チ

ヌ

ス

の
プ

ラ

ト

ン
主
義

に
對

す

る
聖

ト

マ
ス

の

ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス
主

義

の
對

決

の
嚴

し

さ

を
見

失

つ
て

い

る
。

か
う

し

た
区

別

を

知

ら

な

い
曖

味

な

の
概

念

を

も

つ

て
し

て

は

、

聖

ト

マ

ス
と
破

以

前

の

中
世

的

思
惟

と

の
溝

の
深

さ

は
測

ら

れ

な

い
。

又

第

二

に

、

十
九

世

紀

に
聖

ト

マ
ス
と
同

じ
意

味

に

を

い
て
諸

制

度

を

に

基
礎

づ
け

た
も

の

が
あ

る

と

い
ふ

こ
と

は

解

し

が

た

い
。

カ
ー

ラ
イ

ル
は
前

掲

の
文

章

に
續

け

て

の

べ

て

い
る

。

「
實

に

こ

の

区
別

は
、

軍

に
中

世

の
も

の
で

あ

る

だ
け

で

は

な

い
。

な

ぜ
な

ら

ぞ

natural
conventional

(p.  10-2)

nature
convention

(natura

hum
ana)

convention
nature

(P. 
4)

nature

nature



れ

は
十

八
世

紀

の
後

期

に

到

る

ま

で

ヨ
レ

ロ
ツ

パ
思

想

を
支

配

し
綾

け

た

も

の
だ

か
ら

で
あ

る
α

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス
的

な

ヤ

ブ

ラ

ト

ン
臨

な
考

え

方

へ

の
近

代

の
著

る

し

い
還

齢

は
、

ま

こ

と

に

モ

ン
テ

ス

キ

ユ
ー
や

ル

ソ
ー

の
社

會

契

約

説

や

バ

ー

ク

に

よ

つ
て
な

の
で

あ

る

」

と
。

し

か

し

モ
ン
テ

ス

キ

ユ

ー
や

ル
ソ

ー

や

バ

ー

ク

の

の
概

念

は

、

ボ
ツ

ブ

ス
や

ロ
ッ

ク

や

十

九
世

紀

諸

塵

者

の
そ

れ

と

均

し

く

、

聖

ト

マ

ス
の

の
概
念

か

ら

い
か

に
遠

い
も

の

で
あ

る

か

は
、
本

稿

の
叙

述

の
進

む

に
從

つ
て
瞭

か

と
な

る

で
あ

ろ

う

。

(
一
)

カ
ー
ラ
イ
ル
は
同

じ
よ
う
な
考
え
方

の
変
革

を
、
私
有
制
及
び
奴
隷
制

に
つ
い
て
論
じ

て
い
る
。
た
だ
t
こ
れ
ら

に
つ

い
て
は
聖
ト

マ
ス
は
、
そ

れ
ら
が

「
自
然
」

の
も

の
、
自
然
法
に
よ
り
命
ぜ
ら
れ
て
存

し
て
い
る
も

の
で
は
な
く
、
自
然
法

へ
の

な
附
加

で
あ
る
と
し

て
い

る

こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
Q

(
二
)

な

ほ

こ
れ

に

つ

い
て

は

有
名
な
著
作

「政
治
學
史
」
に
お
い
て
P

・
ジ
ヤ
ネ
ー
は

「
法
哲
學
は

神
學大
全
の
最
も
美
し
い
部
分
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
・こ
に
お
い

て
は
、
聖
ト

マ
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
か
ら
解
放
さ
れ
て
を
り
、
後
者
は
不
完
全
な
不
充
分
な
諸
尊
素
を
前
者
に
供

し
た
に
す
ぎ
な
い
」

と
し
て
聖
ト

マ
ス
に
つ
い
て
の
彼
の
記
述
の
多
く

の
部
分
を
、
そ
の
所

謂
法
哲
學
と
そ
れ
に
聯
關
し
て
説
か
れ
て
い
る
と
ジ
ヤ
ネ
ー
の
い
ふ
政
治
的
諸
制
度
に
つ
い
て
の
ト
マ
ス
の
理
論

の
紹
介
批
日判
に
限

つ
て

い
る
。
し
か
も
他
方
人
…闇
の
敵
・曾
的
本
性
に
つ
い
て
の
ト

マ
ス
の
概
念
は
注
目
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
統
治
者

の
存
在
の
必
要
性
と
い
う

問
題
に
つ
い
て

「
君
候
統
治
論
」

に
關
説
し
な
が
ら

「
こ
の
根
様
は
ー

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
借
り
ら

れ
た
も
の
で
あ
つ
た
が
ー

社
會
は
臼
然
的
な
も
の

と
い
う
こ
と
で
あ
る
」

と
云
い
及
ん
で
い
る
に
す
ぎ
な

い

。

そ

し

て

こ
れ

に

つ
い

て

の

ア

リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
理

論

を

同
書

の

他

の
箇

所

で
論

述

す

る
場

合

に
も

「
人
間

が

そ

の
本

性

に

よ

つ

て

祖

會

の

中

に

生
き

る

よ
う

に
定

め
ら

れ

て

い
る

」

こ

と

を
誰

す

る
も

の

と

し

て

ア

リ

ス

ト

テ

レ
ス

に
よ

り

云

わ

れ

て

い

る
若

干

の
も

の
を

の

べ
、

「
從

つ
て
國

家

は

一
つ
の
自

然

的

な

事

實

で
あ

る
。
・な

ぜ

な

ら

人
間

の
自

つ

と
傾

く

も

の

の
う

ち

に
あ

る

も

nature

natura

conventional

J. 
M

aritain, 
T

rois  
R

eform
ateurs, 

1925, 
p. 

181-4

(P. 
Janet, 

IIistoire 
de la 

Science 
politique 

p. 
369)

I)e 
regim

ine 
principum

(n aturelle)
(p. 

391)

(par 
la 

nature)



の

は
、

人

間

の
本

性

に
叶

つ
た
も

の

で
な

げ

れ

ば

な

ら

ぬ

か
、ら

(
　

)
L

と

輕

く

燭

れ

て

い

る

に
す

ぎ

な

い
り

こ
れ

ら

は
人
間

の

(
社

會

的

)
本

性

と
自

然

法

と

の
深

い

か

か

は
り

が

見
失

は

れ

、

そ

の

た

め

に
聖

}

マ

ス
の
法

哲

学

の
核

心

的

部

分

が
、、
從

つ
て
そ

れ

と

聯
關

す

る
諸

制
度

の

理
論

の
重

要

な

諸

契
機

が
見

損

は

れ

て

い
る

と

と

を
誰

す

る
も

の

で
あ

る

。

な

ぜ

な

ら
後

に

の

べ
る

如

く

、

聖

ト

マ

ス

に
あ

つ
て

は

こ

れ

ら

の
も

の

は
密
接

に
聯
關

し

て
を

り

(
し

か
も

密

接

に
聯

關

し
た

ま

ま

で

ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス
よ

り
受

け

と

つ
た

も

の

で
あ

り
、
)

何

れ

の

一
方

を
欠

い

て
語

っ
て
も

正

し

く

な

い
か

ら

で

あ

る
。

こ
れ

ら

の

こ

と
が

理

解

さ

れ

る

た

め

に

は
ウ

ェ

ル
テ

イ
師

の
所

謂

「
存

在

哲

學

」

(
S
e
i
n
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e

)

と

し

て

の
ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス
け

聖

ト

マ
ス
哲

學

が

、

い
か

に

深
遠

に

そ

し

て
決

定

的

に
、
人
間

の
社
會

的
本

性

に

つ
い

て

の

こ

の
二

人

の
簡

明

な
叙

述

の
背

後

に
存

し

て

い

る

か

が
理

解

さ

れ

ね

ば

な

ら

な

い
。

(
E
.
 
W
e
l
t
y
,
 
G
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
 
a
n
d
 
E
i
n
z
e
h
n
e
n
s
c
h
,
 
1
9
3
5
,
 
S
.
 
3
9
2
-
3

)

最
後
に
、
0

・
ギ
イ
ー
ル
ケ
の
…場
合
に
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
ギ
イ
ー
ル
ケ
は
そ
の

「
ド
イ
ツ
團
体
法
論
」
第
三
巻
第
二
章

「
中
世

の
國
家
及
び
團
休
理
論

」
の
第
十

一
節
に
お
い
て

聖
ト

マ
ス
の
著
作
を
數
多
く
引
用
し
な
が
ら

中
世
政
治
理
論
を

概
括
し
て
の
べ
て
い

る
。

「
固
有
に
中
世
的
な
政
治
思
怨
は
全
体
よ
り
出
發
す
る
が
、

そ
れ
自
身
全
体
た
る
各
部
分

(
T
h
e
i
l
g
a
n
z
e
n

)

に
も

個
人
の
未
に
到

る
ま
で
、
独
自

の
価
値
を
附
し
て
い
る
。
」

(
0
.
 
G
i
e
r
k
e
,
 
D
a
s
 
d
e
u
t
s
c
h
e
 
G
e
n
o
s
s
e
n
s
h
a
t
s
r
e
c
h
t
 
E
d
 
g
 
s
.
 
5
1
4
-
6

)
全
ゆ
る
存

在

が
ー

全
人
類
の
社
會

か
ら

一
人

一
人
の
個
人
に
到
る
ま
で
」

盡
く
部
分
で
も
あ
り
全
体
で
も
あ
つ
て
、
し
か
も
こ
の
両
者

の
中
間

に
數
多
く
の
同
じ
く
部
分
か
つ
全
休
た
る
中
間
的
社
會
が
存
し
、
そ
れ
ら
が
有
機
的
結
合
を
な
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
か
う

し
た
中
世
的
思
惟
の
特
徴
を
、
全
休
と
し
て
の
國
家
と
部
分
と
し
て
の
個
人
を
し
か
認
め
す
、
或
は
國
家
を
或
は
個
人
を

一
元
論
的
に
強

調
す
る
古
代
11
近
代
的
な
政
治
理
論
に
対
比

さ
せ
て
い
る
。
(
S
.
 
6
9
7
-
8

)
し
か
し

か
う
し
た
外
的
な
形
式
的
な
観
察
に
よ
つ
て
は
、
次

の
重
要
な
事
實
が
見
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
聖
ト

マ
ス
の
理
論
に
あ

つ
て
は
、
社
會
が

一
つ
の
全
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
各
個

々

人
が

一
つ
の
全
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
間
に
根
本
的
な
差
違
が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
、
却
ち
後
に
み
る
通
り
に
後
者
は

一
つ
の
實
林
で



あ
る
の
に
前
者
は
そ
う
で
は
な
く
、
そ
し
て
後
者
は
知
的
實
体
と
し
て
、

一
つ
の
位
格

(
P
e
r
s
o
n
a

)
と
し
て
観

ら
れ
る
観
貼

か
ら
は
全

宇
宙
に
超
越
す
る
價
値
を
、
品
位
を
内
在
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
八
間
の
社
會
的
本
性
は
、
實

は
こ
う
し
た
位
格
で
も

あ
る
と
こ
ろ
の
人
間
の
本
性
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
明
確
で
な
い
た
め
に
ギ
イ
ー
ル
ケ
は
、
例
え
ば
次

の
や
う
に
推
論
す
る
と
き
誤
謬
に
陥

つ
て
い
る
。
即
ち
、
先
に
の
べ
た

中
世
的
な
政
治
理
論
か
ら
近
代
的
な

そ
れ
へ
の
推
移
を
語
る
に
あ
た
つ
て
い
う
。

中
世
の
始
め
に
は
、

自
然
状

態
に
あ
つ
て
は
國
家
な

く
、
人
類

の
堕
落

の
後

に
神
意
に
よ
つ
て
國
家
は
創
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
た
が
、
や
が
て
こ
の
観
念
が
失
墜
す
る
と
、
神
意
は
國
家
の
遠

因

(
c
a
u
s
a
 
r
e
m
o
t
a

)
と
し
て
背
後
に
退
く
と
共
に
、

「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
依
據
し
な
が
ら
、
國
家
.の
よ
り
近

い
原
因
と
し
て
神
に
よ

り
人
類
に
植
え
つ
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
國
家
的
本
性
s
t
s
a
t
l
i
c
h
e
 
N
a
t
u
r

と
い
つ
た
も
の
が
導
入
さ
れ
る
。
…
:
…
・更
に
進
ん
で
本
性
も

亦
遠
因
或
は
i
m
p
u
l
s
i
v
a

に
す
ぎ
な
い
も
の
、
人
間
の
中
に
働
い
て
い
る
社
會
生
活

へ
の
欲
求
乃
至
衝
動
の
根
源
た
る
も
の
、
簡
単

に
い

へ
ば
國
家
創
造

へ
の
多
少
と
も
強
制
的
な
動
機
た
る
も
の
と
し
て
の
み
働

い
て
い
る
と
い
う
見
解
が
優
越
し
て
く
る
。
こ
う
し
て
人
は
次

第

に
決
定
的
に
國
家
的
結
合
自
体
を
人
間
の
自
由
な
合
理
的
な
意
志
行
爲
に
よ

つ
て
説
明
す
る
に
到
る
。
」

(
S
.
 
6
2
9

)
か
か
る
傾
向
を

彼

は
聖
ト
マ
ス
の
中
に
も
み
る
の
で
あ
る
。

(
S
.
 
6
2
9
,
 
A
.
m
.
 
3
0
3

)

併
し
聖
ト
マ
ス
に
あ

つ
て
は
、
人
間
の
社
會
的
本
性
は
知
的
實
体
と
し
て
の
人
間
の
本
性
で
あ
る
が
故
に
、
知
性
の
強
調
と
本
性
を
語

る
こ
と
と
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
人
間
的
本
性
は
知
性
に
指
導
さ
れ
た
我

々
の
意
欲
の
自
由
な
撰
擇
を
條
件
と
し
て
の

み
、
自
由
意
志
の
承
諾
を
通
じ
て
の
み
現
實
化
さ
れ
る
。
聖
ト

マ
ス
に
と
つ
て
は
、
社
會
は
人
間
の
知
性
と
自
由
意
志
に
基
い
た
諸
行
爲

に
よ
る
所
産
で
あ
る
。
但
し
そ
れ
は
人
間
の
本
性
に
從

つ
て
の
、
つ
ま
り
知
性
が
そ
の
本
性
を

(本
性
の
傾
く
と
こ
ろ
を
)
自
然
法
と
し

て
認
識
し
、
こ
の
自
然
法
に
從
ふ
こ
と
を
人
間
の
自
由
な
意
欲
が
擇
ん
で
な
し
た
諸
行
爲
に
よ
る
所
産
で
あ
る
。

こ
う
し
た
知
性
の
ト

マ

ス
的
強
調
は
、
決
し
て
抵
代
の
社
倉
契
約
論

の
論
者
が
前
捷
し
た
と
こ
・ろ
の
N
a
t
u
r
と
知
性
と
を
根
本
的
に
對

立
さ
せ
た
考
え
方
i

ー



そ
し
て
ギ
イ
ー
ル
ケ
自
身
が
實
は
そ
5
し
た
考
え
方

の
上
に
立
つ
て
聖
ト
マ
ろ
の
本
性
概
念
を
曲
解

し
て
い
る
そ

の
考
え
方
ー
ー

え
の
推

移
を
、
ギ
イ
ー
ル
ケ
の
云
う
が
如
く
に
は

(
S
.
６
２
８
）
示
す
も
の
で
は
な
い
。

(
一
)

次

の
著
者
建
も

こ
の
相
違
を
強
調
し
て
い
る
。

(
二
)

な
ほ
叉
、
ギ

イ
ー
ル
ケ
は
そ

の
有
名
な
講
演

「
人
的
集
團
の
本
質
」

に
お

い
て
、

中
世
的
な
団
体
概
念
に
注
目

し
つ
」
、
自
ら

の
集
團
實
在
論

を
展
開
し
て
い
る

。
そ
し
て
集
團
的
存
在

の
本
質
を
人

々
の
精
神
的

。
身
体
的
諸
作
用

を
超
え
た
と
こ
ろ

に
、
即削
ち
志
向
的
に
は
人
間

の
霊
的
存
在
性

の
う
ち

に
求
め
て

い
る
點
で
聖
ト

マ
ス
に
近
づ

い
て
い
る
。

し
か
し
そ

の
形
而
上
學

的
根
據
付
け
が
不
確
か
な

た
め
、
他
方

に
お

い
て
屡

々
そ

の
本
質
が
心
理
的
過
程
の
う
ち

に
あ
る
か
の
如
く
扱

ひ
、
矛
盾
と
曖
味

に
陥

つ
て
い
る
。

次

に
最

近

に

お

い

て
最̀

も
鏡

く

か

つ
詳
細

に
、

こ
れ

ら
の
問

題

に

つ
い

て

(リ
ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス
践
聖

ト

マ

ス
的
原

理

の
展
開

に
努

め

た

四

人

の
學
者

、

即

ち

ヵ
イ

バ

ヅ

ハ
師

・
シ

芦

ワ

λ

ム
師

・

マ
リ

タ

ン
教

授

及

び

ウ

エ

ル
テ

イ
師

の
所
説

に

つ
い

て
簡

箪

に
み

て
、み

よ
う

。

カ

イ

バ

ツ

ハ
.師

は

「
共

通

善

」

と

.題

す

る
著

作

に

お

い

て
形

相

、
質

料
論

に

つ
い

て

の

ト

マ

ス
的
概

念

を
前
提

す

る

。

物

質

性

を
綴

う

て

の

み
現

實

在

し

て
決

し

て
純

靈

で
は

あ

り
え

ぬ

と

こ
ろ

の
発

て

の
有

形

的
存

在

(
人

甜

・
動

物

・
植

物

・
物

休

)

は

二

つ

の
相

補

充

し

あ
う

原

理

に

よ

つ
て
構

域

さ

れ

て

い

る
。

即

ち

質

料

と

形

相

で
あ

る
。

質

料

は

そ
れ

自

捧

で

は

メ

オ

ン
で
あ

り

、

非
有

で

あ

り
、

現
實

在

す

る

い

か
な

る

も

の

で
も

な

い

が
(

た

だ

形

相

を
受

け

て
有

形

的
存

在

を

現
質

在

せ

し

め

る

に
必

要

な

形

相

受
容

可
能

性

で

あ

り

、
他

方

0.  
Sch'lling, 

D
ie 

Staats-und 
Soaialehre 

des 
hl. 

T
hom

as 
V

. 
A

., 
1923, 

S. 
65.

H
 

R
o.nm

en, 
D

er 
Staat 

in 
der 

K
atholischen 

G
edankcnw

elt. 
1935, 

S, 
104-9.

(D
as 

W
esen 

der 
m

enschlichen 
V

erh:inie, 
1902)

(S. 
11. S. 

21-2)



形
相
ど

は
質
料
を
し
て
現
實
在
せ
し
め
、
そ
れ
を
決
定
し
構
成
す
る
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
両
者

の
何
れ
を
欠

い
て
も
有
形
的
存
在
は

實
存

し
な
い
。

(或
は
現
實
態
に
お
い
て
存
在
し
な
い
。
)
有
形
的
存
在
の
形
相
も
質
料
も
そ
れ
の
み
で
現
實
的
に
存
在
せ
す
、
た
だ
可

能
的
に

(可
能
態
に
お
い
て
)
我

々
の
思
惟
の
う
ち
に
存
在
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
併
し
我

々
の
確
實
な
形
而
上
學
的
推
理
の
力
に
よ

つ
て
、
有
形
的
存
在
が
實
存
す
る
に
は
ど
う
し
て
も
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
二
つ
の
相
補
的
原
理
と
し
て
そ
の
存
在
す
る
こ
と
が
確
か
に
知
ら

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

(
R
.
 
h
v
,
i
b
i
i
c
h
,
 
D
a
s
 
G
c
r
n
e
i
n
w
o
h
l
 
a
n
d
 
s
e
i
n
e
 
e
t
i
s
c
h
e
 
B
e
d
e
u
t
u
n
g
,
 
1
9
2
8
,
 
 
S
.
 
3
7
-
9

)

こ
れ
ら
を

前
提
し
て
彼
は
社
会

現
象

の
う
ち
に
あ
る
統

一
的
な
も
の
と
、
か
x
る
統

一
へ
と
駆
る
要
因
と
を
、
外
的
社
會
像
及
び
内
的
社
會
生
活
と

し
て
検
討
す
る
。
先
づ
第

一
に
社
愈
的
現
象
を
軍
に
數
的
に
室
間
的
に
み
た
場
合

の
外
的
社
會

像
を
分
析
し
て
、
既
に
単
に
こ
の
よ
う
に

質
料
の
觀
點
か
ら
み
ら
れ
た
外
的
な
社
會
現
實
性
さ

へ
も
が
、
そ
こ
に
あ
る
外
的
秩
序
、
外
的
統

一
の
背
後
に
共
同
休
構
成
要
素

に
よ
る

即
ち
共
同
休
の
形
相

に
よ
る
内
的
な
本
質
秩
序
を
推
測
さ
せ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
(
S
.
2
6
-
8
　

)

更
に
第
二
に
内
的
な
精
神
的
な
社
会

年
.活
と
し
て
の
、
即
ち
現
實
的
な
社
會
的
諸
聯
關

の
内
的
因
果
性
と
し
て
の
人
間
の
社
會
的
諸
關
係

の
形
成
に
重
要
な
影
響

を
も

つ
心
理

的
、
物
理
的
諸
要
因
を
考
察

丁
る
。
(
S・
嘱W海!
こ

そ
し
て
こ
れ
ら
の
諸
要
因
に
ょ
る
統

一
も
末
だ
分
離
し
た
ま
ま

の
統

一
で
あ
り
、
そ
れ

自
身
に
お
け
る
統

一
で
は
な
く
、
眞
の
内
的
結
合
性
を
欠
い
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
質
料
は
分
離
の
原
理
で
あ

つ
て
統

一
の
原
理
で
な
い
か

ら
。
從
つ
て
社
會
を
そ
こ
に
あ
ら
し
め
る
そ
の
も
の
が
、
紘
會
の
形
相
が
こ
の
内
的
結
合
性
の
原
理
と
し
て
個
々
の
具
体
的
社
會

に
内
在

し
て
い
な
け

れ
、は
な
ら
ぬ
.、
職
禽

の
形
相
こ
爵
.個

々
の
共
同
休
の
外
的
現
象
や
内
的
樺
造
に
…
対
し、て
基
.盛
を
興
え

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

形
相
は
感
覚
的
に
知

り
れ
る
も
り
で
は
な
い
..

し
か
し
推
拘
に
よ
つ
て
そ
の
存
在
が
確
寳
で
あ
る
と
し
て
要
請
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

(しり
L
肖
!
o
)
こ
社
會
の
形
相
が
顧
舎
の
質
、料
を
現
賓
化
し
、

社
會
か
現

實
在
さ
せ
る
と
き
、
社
會
は
個

々
人
の
存
在

の
外
に
よ
り
新
し
い
、

よ
り
大
な
る
も
の
と
し
て
そ
の
固
有
の
存
在
性
を
獲
得
し
て
い
る
。
(
S
.
4
0
,
4
4

)
か
Σ
る
社
會
の
形
相
は

「
秩
序
」
で
あ
る
。
(
S
4
5
　
)

そ
し
て
秩
序
の
種
類
を
異
に
す
る
に
從

つ
て
、
家
や
國
家
な
ど
種

々
の
社
會
形
態
が
あ
る
⑩
(
　

)



ヵ
イ
バ
ツ
ハ
師
に
お
い
て
は
マ
リ
タ

ン
が

先
に
の
べ
た
個
別
性
と
人
格
性
と
の
区
別
に
つ
い
て
は

未
だ
説
か
れ
て
い
な
い
。

師
は
い

う
。

社
會
構
成
の
要
素
た
る
個

々
人
が

「相
互

に
正
確
に
呼
慮
し
な
が
ら
相
適
応

し
て
あ
ら
は
れ
る
と
こ
ろ
の
存

在
契
機
即
ち
個
別
性

を
も
つ
て
い
る
た
め
に
」

合
目
的
的
に
他
の
存
在
に

ー

即
ち
自
己
に
で
も
な
く
、
又
種
属
に
で
も
な
く

;

奉
仕
す
る
性
格

を
も

つ
。

「
個

々
人
の
社
會
的
本
質

は
、
他
人

へ
と
志
向

し
た
、
又
他
人
を
待
ち
う
け
た
あ
り
方

の
中
に
、
即
ち
他
の
存
在
に
奉
仕
す
る
本
性
的
状
態

の
中
に
あ
る
。
從

つ
て

一
つ
の
全
体
と
し
て
の
人
間
が
社
會
的
な
の
で
あ
る
。
人
間
は
個
人
主
義
の
語
る
如
く
に
単
な
る

個
人
で
も
な
け

れ
ば
、
叉
社
會
主
義
の
主
張
す
る
如
く
単
な
る

社
會
的
存
在
で
あ
る
の
で
も
な
い
…
…
…
人
間
は
そ
の
全
本
質
に
從

つ
て
既

に
同
時
に
そ

し
て
同
じ
根
源
性
を
も
つ
て
、
個
人
で
も
あ
れ
ば
社
會
的
存
在
で
も
あ
る
。
」

(ω
・
Q。O
)

か
く
人
間
存
在
の
個
別
性
が
語
ら
れ
な
が
ら
、
人
間
を
そ
の
形
相
の
観
點

か
ら
眺
め

「
人
格

」
と
し
て
、
即
ち
不
滅

の
靈
性
を
内
包
し

た
存
在
、
知
性
と
自
由
意
志
を
も
つ
た
實
体
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
充
分
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
生
じ
た
誤

り
は
、
個

々
の
人
間

存
在
と
社
會
的
存
在
と
を
等
置
し
、
後
者
を
も
そ
れ
自
身

一
つ
の
實
体
と
し
て
過
度
に
そ
の
固
有

の
存
在
性
を
強
調
す
る
と
ご
ろ
に
現
は

れ
て
い
る
。
社
會

の
形
相
た
る
秩
序
は

(ウ

エ
ル
テ
イ
師
の
所
説

に
依
據
し
て
後
に
の
べ
る
如
く
)
決
し
て
實
体
的
形
相
で
は
あ
り
え
な

(
二
)

い
の
で
あ
る
。

シ
ユ
ワ
ル
ム
師
は
そ
の
嚴
格
な
三
段
論
法
に
よ
つ
て

一
貫
さ
れ
た
好
著

「
社
會
と
國
家
」
の
冒
頭
に
、
有
名
な
聖

ト
マ
ス
の
社
會
の
定

義

「
社
會

と
は
何
か
の
こ
と
が
ら
を
共
同
に
實
現
す
る
た
め
に
結
合
さ
れ
た

一
群
の
人

々
に
外
な
ら
な
い
」
を
掲
げ
、
こ
の
定
義
の
中
に

は
、
凡
そ
有
形
的
存
在
が
現
實
在
す
る
に
必
要
不
欠
鋏
な
四
つ
の
原
因
が
盡
く
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
0

形
相
因
と
し
て
、
人

々
の

結
合

⇔

質
料
因
と
し
て
人
々

⇔

動
因
と
し
て

と
い
う
こ
と
の
な
か
に
既

に
含
ま
れ
て
い
る
活
動

劒

目
的
因
と
し
て
「
何
か
を
共
洞
に
す
る
た
め
に
し

 (lm
dividualisat)

C
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Z
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assigkeit
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'

(三
)

即
ち
共
通
善
。

(
R
.
 
P
.
 
M
.
 
 
S
c
h
w
a
l
,
 
L
a
 
S
o
c
i
e
t
e
 
e
t
 
1
'
E
t
a
t
,
 
1
9
3
7
,
 
P
.
 
9

)

そ
し
て
こ
の
目
的
因
た
る
共
通
善
検

討
し
な
が
ら
、
社
會
の
存
在
性
を
問
う
て
い
る
。

凡
そ

蘂

合
性
」
c
o
l
l
e
c
t
i
v
i
t
e

と
い
ふ

こ
と
に
二

つ
あ
る
り

一
つ
は
単
な
る

個
人
の
多
激
性
で
他
は
そ
れ
ら
が

一
つ
の
秩
序
の
も
と
に
統

一
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
(剛
・
b◎
μー

2)
後
者
に
つ
い
て
は
次
の
こ
と
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

知
的
實
体
で
あ
り
、

「
人
格
」
で
あ
る
と
い
う
観
點

か
ら
は
個

々
人
は
形
而

上
學
的
に
完
全
な
全
体
で
あ
り
、
自
己
自
身
に
固
有

の
善
b
o
n
u
mを
も
つ
て
い
る
。
(
P
.
 
6
8
,
 
P
.
 
8
2
,
 
p
.
 
2
1
5
-
6

)

他
方
か
ら
い
、兄
ば

こ
う
し
た
各
人
の
實
体
性
を
根
基
と
し
て
各
人
の
個
別
的
本
性
が
あ
り
、

こ
の
個
別
的
本
性
は

一
方
に
お
い
て
は
人
間
の
種
的
な
形
相
に

應
じ

た
人
間
に

一
般
的
な
特
性
と
し
て
あ
ら
は
れ
る
1

例
え
ば
社
會
的
本
性
1

と
共
に
、
他
方
に
お
い
て
、こ
の
種
的
な
特
性
の
限
界

内

に
お
い
て
各
人
の
個
別
的
特
質
の
原
理
で
も
あ
る
。(
　

)

こ
の
最
も
固
有

の
善
を
も
つ
た
宮
体
と
し
て
は
人
々
は
決
し
て
社
會

的
な
聖
.活
の
な
か
に

入
り
込
ま
な
い
。

「
實
体
的
に
は

一
人
の
人
間
と
し
て

人
は
孤
立
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
(
　

)

し
か
し
他

方
そ
の
固
有
の
特
質

(個
別
性
)
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
は
、
人
々
は
そ
の
活
動
の
様
態
に
お
い
て
種
的
に
完
成
さ
れ
る
こ
と
が
、
即
ち

人
間
的
本
性
が
完
成
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

「
人
問
山・.活
に
と
つ
て
充
分
な
だ
け
の
b
o
n
u
m」
が

獲
得
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で

あ
を
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
人
々
は
社
會
的
本
性
に
從
つ
て
活
動
し

(
こ
の
本
性
の
普
遍
性
に
應
じ

て
)
社
会

的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
ね

ば

な
ら
ぬ
。
(
P
.
 
6
8
,
 
P
.
 
8
2
,
 
p
.
 
2
1
5
-
6

)
し
か
も
蟻
や
蜜
蜂
の
社
會
的
本
性
と
は
.違
つ
て
、
人
間

の
そ
れ
は
そ

の
現
實
化
の
條
件
が

人

々
の
自
由
意
志
の
承
諾
に
か
か
つ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら

(づ
。
=
;
博
O)
社
會
は
個

々
人
の
如
く
、

そ
れ
自
身
か
ら
、

そ
れ
自
身

に
ょ
つ
て
存
す
る
存
在
即
ち
實
体
で
は
な
い
。
に
も
か
か
は
ら
す
社
會
は
、
人

々
が
自
由
に
そ
の
社
会
的
本
性

に
從

つ
て
活
動
す
る
こ
と

の
な
か
に
生
す
る
秩
序
に
よ
つ
て

一
つ
の
存
在
性
を
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
存
在
は
決
し
て
我

々
の
思
惟

の
裡
に
可
能
的
に
存

在
す
る
観
念
有
で
は
な
く
し
て
、
我

々
の
思
惟
に
と
ら
え
ら
れ
る
に
先
立

っ
て
、
先
づ
我

々
の
思
惟
の
外
に
現
實
態

に
を
い
て
、
現
實
的

に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
社
會
は
個

々
人
の
上
に
超
個
人
的
な
客
観
的
存
在
と
し
て
あ
る
。
こ
'5
し
た
意
味
で
第
二
の
意
味
で
の
集
合



佳

が
語

ら

れ

え

、

激
'曾

的

結

合

が

い

わ

れ

る

の

で
あ

る
。

(ワ

トσ
O
l

】
)

誕

倉

が

こ
う

し
た

も

の

で
あ

れ

ば

こ
そ

、

知

的
實

体

と

し

て

の

「
人

格

」

は
砒
會

を
超

え

た

同
有

の
善

を
主

張

で
き

る

わ
け

で
あ

る
。

へ
回・●
頃～
二
ー
OG
)

.

次

に
・iり

。

マ
リ

タ

ン
ぽ
前

掲

の
書

に

お

い

て

こ
れ

ら

の
問
題

を

エ
カ
に

お

い

て

一
そ
う

普

偏

的

な
見

地

か

ら
扱

つ
て

い
る
。

即

ち

祉

會

な
超

越

f
ろ
賓

鳶

と

し

て

の
個

人

-…

-
人

格

性

の
尊

嚴

さ

を
窮

極

的
目

的

(
紳

)

え

と
秩

序

づ

け

ら

れ

た

人
廟

難

の
不

滅

性

の
う

ち

に
、

・.
一し

て

地

上
的

就

命

か
超

え

て

一
牌

と

の
社

曾

に
お

い
て

あ

り

、
瀞

と

一
つ
の
共

通

善

を

、

即
.ち

榊

的

善

そ

の
も

の
を
共

有

す

る

」

(
づ
・

]ご

大

塚

譯

二
し
…

一
頁

)
知

性

的

所

造

の
特

権

に
歸

し

、

こ

れ

に

よ

つ
て

人

格

主

義

の
存

為
論

的

基
礎

付

け

を

確

實

に

し

よ
う

と
す

る
。

そ

し

て
質

料

に
纒

は
れ

て

の
み

現

宮

在

し

う

る
有

形

的
存

在

と

し

て

の
人
間

の
人
格

的

結

合

た

る
社
會

的
結

合

を
、

質

料

な
く

し

て

形

相

の
み

に

よ

つ
て
現

賓

在

し
う

る
純

竪

の
結

合

、
就

中

凡

そ
存

在

し
う

る
最

も

め
76
全

な
結

合

た

る
聖

三
位

一
体

の
結

合

と

の
類

比

に

お

い
て
考

察

し

て

い

る
。
(
田)・
靹
鍋W1

ε

そ

し

て
他
方

に

お

い

て
、

形

相

と
質

料

と

い
う

一
切

の
有

形

的

存
在

に

つ

い
て

い
は

れ
う

る
形

而

上

學

的

な
存

在

原
理

の
区
別

に
鷹

じ

た

、
人
間

存

在

の

「
人
格

性

」

と

「
個

別

性

」

と

の
明
確

な
区
別

に

立

ち

つ

Σ
、

人
間

が

そ

の
個

別

性

の
窮

乏

の
故

に
社
会

的
共

同

生

活

を
必

要

と

し
、

そ

の
人

格
性

の
充

溢
、

即

ち

知

性

と

愛

と

し

て
盗

れ

で

て
く

る
靈

的
實
体

の
根

源

的
寛

大

性

の
故

に
他

の
人
格

と

の
協

同

を

、

結

合

を

可

能

と

し

て

い

る

こ

と

を
説

く

。
(
p
2
5
e
t
s
u
i
v
r
e
大

塚

二

五
頁

以
下

)

最

後

に
ウ

エ
ル

テ

イ
師

は
同

じ

く

こ

の
人

格

性

と
個

別

性

の

区
別

の

上

に

そ

の
所

論

を
隅

々
ま

で
基
礎

づ

け

な

が

ら

、

ト

マ
ス
か

ら

の

多

く

の
引

用

を

な

し

つ
x
、

人

間

の
社
會

的
結

合

の
本

質

や

共
通

善

に

つ
い

て
詳

論

し

て

い
る

。

以

下

そ

の
名
著

「
個

人

と
共
同

休
」

を

簡
単

に
本

稿

に

か

か
は

る

限

り

で

要
約

し

て

み

よ
う

。

ウ

エ

ル
テ

ィ
師

は
、

マ
リ

タ

ン
の
見

解

は

個

人

性

と

人
格

性

と

を
あ

ま

り

に
相

互

に
切

り

離

し
す
ぎ

て

い
る

た

め

に

採

り

が

た

い
と

評

し

つ

っ
、

個

別

性

の
種

々
の
場

合

を

分
析

し
、

そ

れ

を
人

格

性

Z
調

和

さ

せ

よ
う

と
す

る
。
W
e
l
t
y
,
 
i
b
i
d
.
 
S
.
 
 
4
0
8



全
て
の
人
間
準
在
の
二

つ
の
相
補
的
構
成
原
理
即
ち
形
相
受
家
性
と
し
て
の
質
料
と
、
質
料
を
し
て
現
寳
在
せ

し
め
る
原
理
た
る
形
相

と
の
う
ち
、
質
料
は
量
的
な
個
別
化
の
原
理
で
あ
り
、
質
料
に
よ
つ
て
こ
の
、
あ
の
個

々
の
其
体
的
な
人
間
と
し
て
の
肉
体
的
精
神
的
諸

作
用
の
外
的
諸
特
徴
が
宝
す
る
と
共
に
、

人
間
の
實
存
に
量
的
延
長
、性
、

從

つ
て
分
割
性
、

分
離
性
、
崩
壊
性
が
附
與
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
併
し

一
そ
う
根
源
胸
な
内
的
な
個
別
性
は
、
現
實
在
す
る
限
り
に
お
い
で
の
人
鵬
の
形
相
た
る
塩
魂
よ
り
く
る
。
な
ぜ
な
ら
個
別
化

原
理
と
し
て
の
質
料
が
塩
の
個
別
化
ヒ
有
効
に
働
ぎ
か
げ
る
と
い
つ
た
も

の
で
は
な
く
、
反
…封
に
葎
在
附
與
的
形
相

で
あ
り
、
人
間
に
存

在
論
的
實
休
的
統

哺
性
O
n
t
i
s
c
h
s
u
b
s
t
a
n
t
i
l
l
e
F
n
t
i
e
l
l
e
 
E
i
n
h
e
i
t

を
與
え
る
と
こ
ろ
の
靈
魂
を
受
け
て
こ
そ
質
料
に
よ
る
個
別
化
も
可
能
に
な

る
か
ら
で
あ
る
。

「
人
間
難
は
質
料
の
う
ち
に
個
別
化
す
る
の
で
あ

つ
て
質
料
に
よ
つ
て
で
は
な
い
。
」
(P

謁
)

観
點
を
か
へ
て
い
え
ば

こ
う
で
あ
る
。

一
般
に
存
在
ナ
る
も
の
の

「
律
在
の
秩
序
」
と

そ
の

「活
動
の
秩
序
」

と
は

相
聯
關

し
て
を

り
、
全
ゆ
る
も
の
の
活
動
は
そ
の
存
在
に
從
ふ
。
従
つ
て
S
o
s
e
i
u
o
r
d
n
u
n
g

と
し
て
我

々
に
よ
り
可
能
的
に
、
人
開
存
在
の
種
的
形
相

或

は
本
質
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
形
相
附
與
的
靈
は
人
間
存
在
の
D
a
s
e
i
n
o
r
d
u
u
n
g

に
お
い
て
人
間

一
般
の
普
遍
的
特
性
に
慮
む

て
現
實
的
に
現
は
れ
も
す
る
が
、
併
し
他
方
前
述

の
如
く
人
間
の
諸

々
の
特
性
-

素
質
、
性
格
、
氣
質

の
多
様
を
、
偶
然
的
で
は
な
く

内
内
な
芋
在
ー
聖
.動
根
據
S
e
i
n
s
u
n
d
 
L
e
b
e
n
s
g
r
u
n
g

か
ら
生
ぜ
し
め
る
。
か
く
人
間
本
性
は

一
方
に
お
い
て
個
別
化
し
独
自

化
し
つ

N
、
こ
の
個
別
化
、
独
自

化
の
裡
に
お
い
て
内
容
的
に

一
袋
的
な
も
の
を
現
實
化
す
る
。
そ
し
て
人
間
の
理
性
は
こ
の
一
般
的
な
も

の
の

裡
に
法
則
即

ち
自
然
法
)
を
認
識
ず
る
の
で
あ
る
。

(碗
・
唱
…
○◎
)

衣
に
人
制
を
主
と
し
て
知
的
實
体
と
し
て
、人
格
と
し
て
観
よ
5
。
人
間
塩
は
知
的
塩
で
あ
り
、
こ
の
知
性
の
故
に
自
由
意
志
を
も

つ
。
と

い
う
こ
と
は
、自
已
自
身
の
靈
的
内
奥
に
意
慾
活
動
の
端
初
を
も
ち
自
ら
そ
の
活
動
を
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
と
こ

ろ

に
人
格
の
自
己
歸
屬
性
が
あ
り
、全
て
め
質
料
的
な
も
の
か
ら
の
離
脱
可
能
性
が
あ
る
。
「
存
在
す
る
も

の
は
そ

の
本
質
に
お
い
て
も
、

そ

の
活
動
に
お
い
て
も
質
料
及
び
質
料
的
な
カ
か
ら
離
脱
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
内
奥
に
お
い
て
在
在

の
充
實
度

を
増
し
、
い
よ
い
よ



靈
的
で
あ
り
璽
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
從

つ
て
人
生
の
、

叉

人
格
的
存
在
の
ゆ
し
は
、

こ
う
し
た
靈
化
に
よ
つ
て

自
己
自
身
の
存
在
性

を
、

靈
的
個
別
性
を
穫
得
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。(
　

Q。恥
)
こ
う
し
た
人
格
の
質
料
的
な
も
の
か
ら
の
卓
絶
に
。

他

の
有
形
的
存
在
の
全
て
に
超
え
た
人
間
の
品
位
が
あ
る

(
　

)
と
共
に
そ
う
し
た

よ
り
高
き
存
在
實
充

へ
と
、

自
己
自
身
を
完
成
さ

せ
る
責
務
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
完
成

の
た
め
に
は
個
別
的
人
間
本
性
の
普
遍
的
な
も

の
に
叶

つ
た

「永
遠
に
人
間
的
な
も
の
」
の
追
求

を
通
じ
て
、

個
別
的
本
性
の
独
自
的
な
も

の
を
現
實
化
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

か
く
て
の
み
人
格
と
し
て
人
は
行
爲
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
人
が
人
格
と
し
て
働
き
、
生
て
い
る
と
は
、
靈
的
個
別
性
と
し
て
、
叉
靈
的
個
別
性
に
お
い
て
生
き
て
い
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
て
人
間
存
在
の
個
別
性
と
人
格
性
と
が
矛
盾
な
く
共
に
い
は
れ
る
の
で
あ
る
。

(の
●
Q。①
1
曽
)

こ
う
し
た
個
別
性
と
人
格
性
と
が
、
人
間
存
在
の
社
會
的
本
性
と
密
接
に
か
か
は
る
ゆ-
凡
そ
人
間
の
社
会
本
性
は
二
様
の
仕
方
で
知
ら

れ
る
。
e

経
験
的
な
外
的
観
察
に
よ
つ
て
。
即
ち
社
會
的
に
生
き
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
身
体
的
、
精
神
的
、
倫

理
的
諸
特
徴
か
ら
、

或

は
何
ら
か
の
社
會
を
欠
い
て
は
人
間
が
生
存
し
え
な
い
無
條
件

の
必
要
性
と
い
う
事
實
か
ら
。
⇔

'
併
し
更
に
形
而
上
學
的
論
證

に
よ

つ
て

一
暦
深
く
そ
れ
は
人
間
の
本
質
か
ら
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち

一
方
に
お
い
て
人
間

の
社
會
的
天
性
め
直

接
の
存
在
根
據
と
し

て
、
個
別
化
さ
れ
た
人
間
本
性
が
あ
る
。

「個
別
性
は
人
間
の
社
會
的
可
能
性
で
あ
る
。
そ
こ
に
人
間
の
集
合
性
が
根
ざ
し
て
い
る
」

(

　)
な
ぜ
な
ら
こ
の
個
別
的
本
性
の
差
違
性
に
基
い
て
、
こ
の
又
は
あ
の
人
間
の
存
在
の
根
源
か
ら
の
身
体
的
精
神

的
諸
能
力
の

差
違
性
が
、
従
つ
て
差
違
あ
る
諸
個
人
の
・秩
序
づ
け
ら
れ
る
こ
と
の
必
要
性
が
生
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
な
ほ

一
暦
深
く
人
間

の
個

別
的
本
性
は
、
そ
の
形
相
に
鷹
じ
て
の
一
般
性
の
故
に
社
會
的
で
あ
る
。

「人
間
性

の
一
致
が
人
間
を
相
互
に
牽
ぎ

合
は
せ
る
。
な
ぜ
な

ら
人
間
を
根
本
的
に
動
か
す
人
間
意
志
の
根
本
力
は
愛

で
あ
る
。
愛
は
善
を
志
す
。
而
も
善
性
を
他
人
の
な
か
に
他

の
有
形
的
存
在
よ
り

卓
越
し
て
人
は
み
る
の
で
あ
る
。
」

(GD
・
μOQ。l
b9恥
)

こ
う
し
た
婁
の
璽
に
樹
す
る
意
慾
、
或
は
好
意
、
即
ち
友
愛
は
、
人
間
の
本
性
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ

し
て
全
て
の
人
間
に



つ
い
て
共
通
的
な
人
駈
の
個
別
的
本
性
の
一
般
性
の
一
つ
だ
る
こ
の
友
愛

の
本
性
こ
そ
、
最
も
深
い
仕
方
で
人
闘

の
社
會
的
結
合
を
可
能

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
(
　

)

し
か
し
こ
う
し
た
可
能
性
だ
け
で
は
、
未
だ
人
々
は
現
蜜
的
な
社
會
的
関
係

に
入
り
え
な
い
。
こ
の
現
實
化
を
す
る
も

の
こ
そ
、
人
間

の
社
會
的
天
性
の
他

の
存
在
根
様
た
る
人
間
の
人
格
性
で
あ
る
。
人
間
性
の
第

一
の
社
會
的
機
能
は
、
個
別
的
本
性

と
結
び

つ
い
て
い
る

全

て
の
社
會
的
可
能
力
を
現
實
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
知
性
と
自
由
意
志
と
を
も

つ
た
實
体
と
し
て
、
人
格
と
し
て
、
自

獲

的
に
社
會

の
う
ち
に
人
々
が
秩
序
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

(
　

)
し
か
も
さ
き

に
の
べ
た
人
格
の
獨

自

性
、
自
己
歸
屬
性
の
故
に
、
人
格
の
側
か
ら
み
ら
れ
た
個

々
人
は

「
そ
の
生
起
及
び
存
続

が
、

一
方
的
に
余
す
と
こ
ろ
な
く
、
先
づ
何

/

よ
り
も
、
そ
し
て
最
も
深
く
社
會

の
作
用
に
還
元
さ
れ
る
、
と
い
つ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
」

(
　

)

こ
の
こ
と
は
次

の
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
一
そ
う
明
白
に
な
る
。
も
し
社
會
が
何
か
の
存
在
で
あ
る
な
ら
、
存
在
す
る
全

て

の
も

の
が
さ
う
で
あ
る
よ
う
に
社
会
も
亦
二

つ
の
形
而
上
學
的
原
理
、
即
ち
形
相
と
質
料
よ
か
成

つ
て
い
る
。

つ
ま
り

「
決
定
性
を
求
め

る
と
こ
ろ
の
社
會
擔
持
者

(
b
e
s
t
i
m
i
n
u
n
g
s
b
e
d
i
i
r
f
t
i
g
e
n
 
G
e
m
e
i
s
o
h
a
f
t
s
t
r
a
g
e
r

)
と
決
定
性
を
附
與
す
る
と
こ
ろ
の
社
會
的
形
相

(

b
e
s
t
i
m
i
n
u
n
g
s
m
a
c
h
l
i
g
e
r
 
G
e
m
e
i
n
i
p
h
a
f
t
s
f
o
r
m

)
と
で
あ
る
。

又
他
方

フ
金
て
存
在
す
る
も
の
は
存
在
す
る
限
り
に
お
い
て
一
者

(

E
i
n
h
e
i
t
,
 
m
u
m

)
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

即
ち

「存
在
」
と

二

者
」

と
は
現
實
態
に
お
い
て
同

一
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
一
者
と

は
、
内
的
に
分
た
れ
て
い
な
い
存
在

(
i
n
n
e
r
e
 
U
n
g
e
t
e
i
l
t
s
e
i
n

)
で
あ
る
。
そ
し
て
内
的
に
分
た
れ
て
い
な
い
存
在

は
、
そ
れ
自
身
か
ら
、

そ
れ
自
身
に
よ
つ
て
存
在
し
て
い
て
分
た
れ
な
い
全
体
た
る
も

の

(實
体
的
形
相
)
と
何
か
と
の
関
係
に
お
い
て
分

た
れ
て
い
な
い
も
の

(偶
有
的
形
相
)
と
の
何
れ
か
を
も

つ
た
も
の
で
あ
る
。
前
者
に
お
い
て
は

「
多
」
が
否
定
さ
れ
る
が
後
者
に
お
い
て
は
臆

「
多
」
と

「

一
者
」
と
は
矛
盾
し
な
い
。
し
か
も
社
會
と
い
う
存
在
、
社
會
的
存
在
と
い
う
、一
者
は
、
活
動
し
作
用
す
る
諸
個
人
即
ち

「
多
」
数
の
人

間

が

「秩
序
」
と
い
う
觀
點
に
お
い
て
、
そ
の

「關
係
」
に
お
い
て

二

者
」
と
な
つ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
社
會

の
形
相
は
秩
序



で
あ
り
、
社
會

の
質
料
は
こ
の
形
相
を
う
け
て
人
間
の
諸
行
爲
の
う
ち
に
現
實
化
さ
れ
る
。
.
、(
　

)

と
こ
ろ
で
秩
序
と
は
、
そ
の
構
成
諸
部
分
の
全
て
が
そ
の
本
性
と
そ
の
機
能
と
に
従
つ
て
お
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
秩
序
と
は
相

應
な
地
位
に
分
た
れ
組
み
込
ま
れ
て
い
る
意
義

に
満
ち
た
構
成

(
G
l
i
e
d
e
r
u
n

)
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」
(
　

)
従

つ
て
社

會

的

秩

序

の
形
威
は
、
知
的
實
体
で
あ
り
、
人
格

で
あ
る
と
こ
ろ
の
個

々
人
が
、
そ
の
理
性
に
よ
つ
て
諸
存
在
の
本
性
の

一
定
の
傾
き
、
就
中
《

聞

存
在
の
個
別
的
太
性
の
う
ち
に
あ
る
普
遍
的
共
通
的
法
則
性
11
自
然
法
を
認
識
し
、
そ
し
て
こ
の
法
則
に
従

つ
て
、
自
由
意
志
を
も

つ

て
行
爲
す
る
こ
と
に
條
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
(
　

)
従
つ
て
社
會

は
個

々
人
の
如
く
そ
れ
自
身
か
ら
、

そ
れ
自
身
に
よ
つ
て
存
在

し
う
る
不
可
分
の
實
体
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
偶
属
性
で
あ
る
。
(
　

)

に
も
か
か
は
ら
す
社
會

的
存
在
は
諸
個
人
の
形
相
、

諸
個
人
の
存
在
と
は
違

つ
た

そ
れ
自
身
に
固
有

の
形
相
と

存
在
と
を
も

つ
て
い

る
。
そ
れ
は
人

々
が
人
間
的
本
性
に
従

つ
て
活
動
す
る
こ
と
に
よ
つ
て

人
間
の
裡
に
内
在
す
る
存
在
資
質

(
S
o
s
E
i
n
o
r
d
n
u
n
g

)
が
現
實
化
さ

れ

た
限
り
に
お
い
て
の
諸
個
人
の
行
爲

の
中
に
み
出
さ
れ
る
秩
序
で
あ
る
。
(
　

)
従

つ
て

そ
れ
は

先
づ

諸
個
人
の
思
惟

の
外
に
、
客
観
的
に
現
實
的
に
實
存
し
て
を
り
、
そ
し
て
そ
の
故

に
こ
そ
、
後
に
思
惟
に
よ
り
受
取
ら
れ
認
識
さ
れ
る
も

の
で
あ
つ
て
、
今
日
多
く
の
社
會
科
學
者
達
が
考
え
て
い
る
如
き
観
念
的
存
在
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
(
　

)

と
こ
ろ
で
我
々
の
靈
魂
の
最
も
本
源
的
特
性
た
る

愛
或
は
愛
好
こ
そ
が

我

々
の
意
欲
を
根
源
的
に
動
か
し
て

諸
存
在

へ
と
向
は
し
め

る
。

し
か
も
我
々
の
知
性
は
常
に
現
實
在
す
る
有
形
的
存
在
か
ら
そ
の
形
相
的
原
理
を
抜
き
と
つ
て
事
物
の
本
質
を
S
o
s
e
i
n
o
r
d
n
u
n
g

に
お
い
て
抽
象
的
に
可
能
的
に
認
識
す
る
の
に
対
し

て
、
我
々
の
意
欲
は
常
に
現
實
在
す
る
諸
存
在
ー
ー
純
靈
及
び
有
形
的
存
在
の
全
て

ー

に
直
接
的
に
立
ち
む
か
ふ
。
(
　

)然
る
に
社
會
も
亦

一
つ
の
現
實
在
で
あ
る
。
従
つ
て
社
會
も
亦
我

々
の
意
欲
の
対
象
た

り
え
、
そ
れ
自
身
b
o
n
u
m
で
あ
り
う
る
。
そ
し
て
我

々
の
意
欲
の
対
象

と
し
て
み
ら
れ
た
限
り
で
の
社
會
的
存
在
即
ち
社
會
的
善
を
共

通
善
と
呼
ぶ
な
ら
、

「共
通
善
と
は
、
根
源
的
に
そ
し
て
直
接
に
社
會
そ
れ
自
身
に
つ
い
て
い
は
れ
る
も

の
で
あ
り
、
社
會
は

そ
れ
自
身



目

的

で

あ

る
。
L

(
破
・
トり
H
心
.
砂
●
ゆ
O
鴇
)

従

つ
て

、
社

會

は
個

々
人

を
超

え

た
固

有

の
存

在

で

あ

る

が
故

に
共

通
善

も

個

々
人

の
私

的

善

と
は

区
運
別

さ

れ

た
も

の

で
あ

る
。

叉
人

間

社

會

が

質

料

的

な

、

量

的

な
観
点

か

ら

は

全

体

た

る
も

の

と

し

て
部

分

た

る
個

人

に

優

越

し

な

が
ら

形

相

の
観

貼

か
ら

は

人
格

と

し

て

の
個

人

に
従

屬

す

る

如

く

、

共

通

善
も

質

料

的

な
観
点

か
ら

は
全

休

と

し

て
、

部

分

た

る

「
個

別

善

」

に
優

越

し
な

が

ら

、

形

相

の
観

點

か

ら

は
各

人

の
實

体

性

に
周
有

の

「
人
格

善

」

に
従

屬

す

る
。
(
葡
・
53
お

ー

トニ
.))

な

ほ
叉

、
社

會

が

人

々

の
思

惟

の
外

に
客

観

的

に

現
實

在

す

る
如

く

、

共

通

善
も

亦

、

思
権

の

外

に
先

つ

と

し

て
あ

る

。
(
顎
・
bっ
】
QQ
●

磁
・
H
り
O
!

め
O
。。
)

更

に

叉
、

社

會

の
形

相

は
、

従

つ
て
社

愈

的

存

在

は

、

社
會

成

員

に
共

通

的

な
自

然

法

に
従

つ
て
人

々
が

活
動

す

る

こ
と

の
う

ち

に

み

ら

れ

る
秩

序

に

あ

る

が
故

に
、

共

通

善

は

自
然

法

に
従

つ
て

の
人

々
の
諸

行

爲

の
う

ち

に

の
み

生

す

る

の

で

あ

る
。

(aD
・
b9
㊤
卜。
i

。。
り

次

の
諸
著
に
よ

つ
て
言
葉

を
補

っ
て
の
べ
た
り

な
ほ

そ

こ

で

カ
イ

バ

ッ

ハ
師

が

聖

ト

マ

ス
の

テ
キ

ス
ト
を

誤

解

し

て
引
用

し

て

い
る

こ

と

を
指

適

し

て

い
る
。

次

の
著
者
達
も

こ
の
定
義
を
詳
細

に
分
析
し
て
い
る
。

善

と
は

ス
コ
ラ
哲
學

に
あ

つ
て
は
意
慾

の
対
象

と
な
つ
て
い
る
と

い
ふ
閣
係

に
お

い
て
み
ら
わ
た
限
り

の

一
切

の
現
實
存
在

で
あ

る
Q
從

つ
て
存
在

の
充

足
性

に
應
じ

て
善
性

の
段
階

溝
あ
り
、
人
間
存
在

は
そ

の
不
墜

、
不
滅

の
霊
性

の
故
に

↓
切

の
他

の
有
形
的
存
在

に
卓
絶

し

た

善
性

を
固

有

に
内
在

し

て

い

て
、

一
際

す

ぐ

れ

て
我

々
の
意

慾

の
、
愛

の
対
象

た

η
う

る
。

(
五
)

マ
リ
タ

ン
教
授
が

こ
こ
で
神
を
も
ち
出
し
て
い
る

こ
と
は
決
し
て
直

に
信
仰
や
教
義

を
説
明
根
據

に
持
ち
轟
し
て
い
る
こ
と
を
意
味

し
な

い
。

即

ち
神

に
よ

つ
て
啓

示
さ
れ
た
事
柄

に
対
す

る
信
仰
を
説
明

の
根
據

と
し
て
持
ち
出
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、

説
明

の
根
據
は
あ
く
ま
で

我

々
の
自
然
釣
な
理
性

の
光

に
ょ

つ
て
知
ら
れ
る
自
然
壇
争
賀

で
あ

る
。
神

を
語
る
場
合

に
信
仰

の
超
自
然
釣
光
り
を
學

の
形
相
と
す

る
啓
示
神
學

(5.  214. S. 202)
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の
語
り
方

と
、
自
然
的
理
性

の
光
り
死
形
相

と
す
る
哲
學

の

一
部
門

と
し
で
の
自
然
神
學

の
そ
れ

と
で

は
全
く
勝
餌

の
も

の
婬
あ

ゐ
。
し
た
が

つ
て

マ
リ
タ

ン
が
前
者

の
光

に
照

さ
れ

て
聖
三
位

一
体

の
事
實
を
知
り
信
じ
て

い
る
こ
と
と
、
彼
が
そ
れ

に

つ
い
て
哲
學
的
解
朋
を
す
る
こ
と
と
は
同

一

で
な
い
。

こ
こ
で
彼
が
な
し
て
い
る

の
は
後
者

の
仕
事

で
あ
る
Q

以
上
の
こ
と
か
ら
結
論
さ
れ
る
こ
と
は
、
共
通
善
を
し
て
共
通
的
な
ら
し
め
る
も
の
は
、
同
時
に
社
會
的
存
在
の
共
通
的
要
素
で
あ
り

社
會
的
結
合
の
本
質
で
あ
り
、
社
會
の
形
相
と
し
て
の
秩
序
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
結
局
、
知
性
と
愛

と
を
も

つ
た
人
間

人
格
の
社
會
的
本
性
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
本
性
は
我
々
の
存
在
の
最
も
固
有
な
鑑
的
存
在
性
の
内
奥
よ
り
出
る
も

の
、
我

々
の
思
惟

の

外

に

(
む
し
ろ
根
源
に
)
客
観
的
に
存
在
し
、
社
會
を
し
て
從

つ
て
共
通
善
を
し
て
客
観
的
に
現
實
在
す
る
も
の
た
ら
し
め
る
も
の
で
あ

る
。今

日
の
多
く
の
學
者
は
共
通
善
を

(
ひ
い
て
は
國
家

の
共
通
善
た
る

「公
共
の
福
社
」
を
)
観
念
化
し
て
、
或

は
イ
デ
ー
で
あ
る
と
し

た
り
、或
は
何
か
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

で
あ
る
と
し
た
り
し
て
い
る
。
こ
れ
は
近
代
の
多
く
の
観
念
論
化
し
た
學
説
史
家
達
に
よ
つ
て
聖
ト
マ

ス
の
學
説
の
な
か
に
含
ま
れ
た
o
n
t
o
l
o
g
i
q
u
o

な
客
観
的
現
實
在
と
し
て
の
共
通
善
概
念
が
看
過
さ
れ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
今
日

多
く
の
ト
ミ
ス
ト
達
が
こ
れ
ら
の
近
代
的
誤
解
を
排
し
て
聖
ト
マ
ス
の

{
共
通
善
」
概
念
を
恢
復
し
、
再
び
提
起
し
て
い
る
こ
と
の
意
義

を
、
我

々
は
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

附
記

本
稿
は
内
容
的
に
は

「法
政
研
究
」
第

一
九
巻
第
三
號
所
載
の
拙
稿

「公
共
福
祉
と
自
然
法
」
に
續
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
前
稿
で
は
そ
の
原

理
的
な
解
明
に
お
い
て
素
朴
な
誤
謬
に
陥
り
て
い
て
不
充
分
な
點
が
多

い
の
で
、
本
稿
に
ほ
独
立
の
形
式
を
與
へ
、
で
き
う
る
限
り
そ
わ
ら
の
謬
り

を
訂
正
し
た
。
更
に
大
方
の
御
批
剣
を
仰
ぎ
た
い
。

な
ほ
本
稿
は
昭
和
二
十
七
年
度
文
部
省
科
學
研
究
助
成
補
助
金
に
よ
る
研
究
威
果
の
一
部
を
含
ん
で
い
る
。

(
二
八
・
一
・
一
〇
)


