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« conscientia » の系譜

「
意
識
（conscience /  consciousness
）」
を
め
ぐ
る
西
洋
の
概
念
史
は
―
と
り
わ
け
ま
ず
古
代
か
ら
近
世
ま
で
を
―
、
大
幅
に
描
き
直
す
必
要

が
あ
る
。
本
稿
は
、
そ
う
判
断
す
る
理
由
を
示
す
こ
と
で
、
求
め
ら
れ
る
新
た
な
史
像
の
粗
描
を
ひ
と
つ
提
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

以
下
、
思
想
史
に
お
け
る
「
意
識
（adj. conscius /  n. conscientia

）」
の
初
出
箇
所
と
な
る
デ
カ
ル
ト
の
テ
ク
ス
ト
に
問
題
の
端
緒
を
求
め
（
第

一
節
）、
取
り
組
む
べ
き
問
題
の
核
心
（
第
二
節
）
と
死
角
（
第
三
節
）
を
順
に
見
極
め
る
。
そ
の
上
で
、「
良
心
（
の
呵
責
）」
に
相
当
す
る
伝
統
的
な 

« conscientia » 

の
働
き
方
を
確
認
し
（
第
四
節
）、
デ
カ
ル
ト
の
語
っ
た « conscientia » 

と
の
関
係
を
検
討
す
る
（
第
五
節
）。 

第
一
節　
問
題
の
端
緒
―
翻
訳
者
た
ち
の
懸
念

デ
カ
ル
ト
（R

. D
escartes, 1（（（ -1（（0

）
の
主
著
『
省
察
（M

editationes de prim
a philosophia

）』（
初
版
一
六
四
一 /  

第
二
版
一
六
四
二
年
）
か
ら
、「
第
三
省

察
」
に
お
い
て
神
の
存
在
に
関
す
る
第
二
証
明
を
行
う
途
上
の
一
節
を
最
初
に
引
用
す
る）

1
（

。

« conscientia » 

の
系
譜

―
「
自
己
意
識
」
と
「
良
心
」
を
め
ぐ
る
―

大　

西　

克　

智
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し
た
が
っ
て
、
い
ま
や
私
自
身
を
問
い
質
さ
ね
ば
な
ら
な
い
、
現
に
在
る
あ
の
私
（ego ille

）
が
わ
ず
か
後
に
も
や
は
り
在
る
こ
と
を
可
能
に

す
る
何
ら
か
の
力
を
、
私
自
身
は
も
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
と
。
と
い
う
の
も
、
私
は
思
う
も
の
（res cogitans

）
以
外
の
何
も
の
で
も
な

い
の
だ
か
ら
、［
…
…
］
も
し
も
何
か
そ
の
よ
う
な
力
が
私
の
内
に
あ
る
な
ら
ば
、
私
は
、
そ
の
力
を
疑
い
な
く
意
識
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
（si 

quae talis vis in m
e esset, ejus proculdubio conscius essem

）。

文
末
の « conscius essem

 » 

に
よ
っ
て
、「
意
識
（
す
る
）」
が
西
洋
思
想
の
問
題
圏
に
初
め
て
明
確
に
引
き
入
れ
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
周
囲
に
懸

念
を
引
き
起
こ
し
な
が
ら
―
。『
省
察
』
の
仏
訳
者
リ
ュ
イ
ン
ヌ
候
（D

uc de Luynes

）
は
、
原
語
を
併
記
し
た
右
の
箇
所
を « si une telle puiss-�

ance résidait en m
oi, certes je devrais à tout le m

oins le penser et en avoir connaissance » 

と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
語
の
形
態
上 « conscium

 

esse » 

を
直
接
引
き
継
ぐ « être conscient » 

を
あ
え
て
避
け
、« penser ... »  

お
よ
び « avoir connaissance de ... »  

と
敷
衍
し
た
。

ラ
テ
ン
語
原
文
の
仏
訳
に
さ
い
し
て
同
様
の
措
置
が
取
ら
れ
た
ケ
ー
ス
は
、
こ
れ
に
限
ら
れ
な
い
。『
哲
学
原
理
（P

rincipia philosophiæ

）』（
一
六

四
四
年
）
の
第
一
部
、「
思
い
と
は
何
か
（Q

uid sit cogitatio

）」
を
規
定
す
る
第
九
項
の
冒
頭
一
文
を
見
て
み
よ
う）

2
（

。

思
い
［
思
惟
］
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
私
が
理
解
す
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
内
に
生
ず
る
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
自
身
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
る
一
切

の
も
の
（illa om

nia, quæ
 nobis consciis in nobis fiunt,

）、
そ
の
意
識
が
わ
れ
わ
れ
の
内
に
あ
る
限
り
の
（quatenus eorum

 in nobis conscientia est

）

一
切
の
も
の
で
あ
る
。

今
度
の
仏
訳
担
当
は
ピ
コ
（l’abbé C

laude P
icot

）。
彼
の
訳
文
で
は
、
前
半
の
「
わ
れ
わ
れ
の
内
に
生
ず
る
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
自
身
に
よ
っ
て
意
識

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

さ
れ
る

4

4

4

（nobis consciis

）
一
切
の
も
の
」
か
ら
傍
点
箇
所
が
省
か
れ
て « tout ce qui se fait en nous » 

と
な
り
、
後
半
「
そ
の
意
識
（eorum

 con-

scientia

）
が
わ
れ
わ
れ
の
内
に
あ
る
」
の
ほ
う
は
、「
何
も
介
さ
ず
み
ず
か
ら
そ
れ
に
気
づ
く
（nous l’apercevons im

m
édiatem

ent par nous-m
êm

es

）」
と
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« conscientia » の系譜

言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。

デ
カ
ル
ト
の
歿
後
、
残
さ
れ
た
書
簡
群
を
最
初
に
整
理
し
て
刊
行
し
た
ク
レ
ル
ス
リ
エ
（C

. C
lerselier

）
も
ま
た
、« conscience » 

の
使
用
を
避

け
て
い
る）

（
（

。
彼
ら
は
、
各
人
の
言
語
感
覚
に
従
っ
て
、
し
か
し
あ
く
ま
で
も
一
様
に
、
語
形
態
上
の
直
訳
で
は
デ
カ
ル
ト
の
意
図
が
伝
わ
ら
な
い

の
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
読
者
が
困
惑
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
懸
念
し
た
の
で
あ
る）

（
（

。

Ｑ
．１ 

な
ぜ
、
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？ 

―
今
日
ま
で
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
説
明
に
よ
れ
ば
、「
デ
カ
ル
ト
よ
り
以
前
の
フ
ラ
ン
ス
語
に

お
い
て
、conscience
と
い
う
言
葉
は
未
だ
心
理
学
的
な
意
味

4

4

4

4

4

4

4

で
用
い
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
」）

（
（

。
裏
返
せ
ば
、« conscience » 

は
、

デ
カ
ル
ト
以
前
、
も
っ
ぱ
ら
道
徳
的
な
意
味

4

4

4

4

4

4

で
用
い
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、「
意
識
」
が « conscience » 

の
心
理
学

的
な
意
味
に
、「
道
徳
的
意
識
」
な
い
し
「
良
心
」
が
道
徳
的
な
意
味
に
相
当
す
る
（
現
代
フ
ラ
ン
ス
語
で
も « conscience » 

が
一
語
で
こ
れ
ら
の
二
義
を
担

い
、
意
味
の
見
分
け
は
文
脈
に
依
存
す
る
。
道
徳
的
意
味
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、 « conscience m

orale » 

と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
）。
じ
っ

さ
い
、
一
七
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
語
辞
書）

（
（

を
開
い
て
も
、« conscience » 

の
語
義
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
意
識
」
に
相
当
す
る
意
味）

（
（

を
個
別
に
掲
げ

て
い
る
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
一
六
九
四
年
の
ア
カ
デ
ミ
ー
版
辞
書
に
よ
れ
ば
、« conscience » 

と
は
「
内
面
に
差
し
込
む
光
」
あ
る
い
は

「
内
的
感
覚
」
で
あ
り
、「
こ
の
光
な
い
し
感
覚
を
通
じ
て
、
人
は
、
み
ず
か
ら
、
自
分
が
な
す
善
お
よ
び
悪
の
証
人
と
な
る
」。
私
た
ち
の
言
葉
で

「
良
心
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
定
義
さ
れ
て
い
る
と
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

第
二
節　
問
題
の
核
心
―
い
か
な
る

4

4

4

4

「
自
己
意
識
」
な
の
か
？

そ
れ
な
ら
ば
し
か
し
、
逆
向
き
に
問
う
必
要
が
あ
る
。
Ｑ
．２ « conscience » 
を
も
っ
ぱ
ら
道
徳
的
な
意
味
で
用
い
る
の
が
当
時
の
現
実
で

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
翻
訳
者
た
ち
は
、
な
ぜ
、
デ
カ
ル
ト
の
意
を
曲
が
り
な
り
に
も
汲
み
、« conscientia » 

は
心
理
学
的
な
意
味
で
用
い

ら
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
？　

こ
の
理
解
が
な
け
れ
ば
、 « avoir connaissance de ... » 

等
の
表
現
で
言
い
換
え
る
こ
と
も
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不
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
問
い
に
関
し
て
も
、
形
式
的
な
答
え
で
あ
れ
ば
容
易
に
出
せ
る
。« conscience » 

の
二
義
性
に
つ
い
て
先
ほ
ど
括
弧
書
き
で
述
べ
た
よ

う
に
、« conscience » 

が
単
独
で
「
意
識
」
に
相
当
す
る
心
理
学
的
意
味
を
担
う
と
す
れ
ば
、「
良
心
（
の
呵
責
）」
に
相
当
す
る
道
徳
的
意
味
は
、�

« conscience m
orale » 

と
す
る
こ
と
で
明
瞭
に
示
さ
れ
う
る
。
す
な
わ
ち
、« conscience » 

そ
れ
自
体
が
二
つ
の
意
味
に
共
通
す
る
分
母
と

な
っ
て
お
り
、
か
つ

4

4

、« conscience » 

そ
れ
自
体
が

4

4

4

4

4

―
遡
れ
ば

4

4

4 « conscientia » 

そ
れ
自
体
が

4

4

4

4

4

―
あ
る
種
の

4

4

4

4

「
自
己
意
識

4

4

4

4

」
を
意
味
し
て
い

4

4

4

4

4

4

た4

た
め
で
あ
る
。
そ
う
思
っ
て
ア
カ
デ
ミ
ー
版
辞
書
の
定
義
に
改
め
て
目
を
向
け
る
と
、「
内
的
感
覚
（sentim

ent intérieur

）」
と
い
う
表
現）

（
（

が
あ
っ

た
こ
と
に
気
づ
く
。
す
な
わ
ち
、
自
分
自
身
の
内
部
で
何
か
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
感
知
す
る
―
意
識
と
呼
ん
で
特
に
不
都
合
の
な
い
―
働

き
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、« conscientia » 
に
―
さ
ら
に
遡
れ
ば
ギ
リ
シ
ャ
語
の « συνείδησις » 

に
も
―
あ
る
種
の

4

4

4

4

「
自
己
意
識
」
と
い
う
意

味
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
、
古
典
古
代
の
研
究
者
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
常
識
に
属
す
る
。
ま
さ
し
く
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
意
識
概
念
の
誕
生
を

め
ぐ
っ
て
書
き
起
こ
さ
れ
た
論
考
の
中
で
、
中
畑
正
志
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る）

（
（

。

conscientia

と
い
う
言
葉
は
、
古
典
古
代
に
お
い
て
は
、
何
か
に
気
づ
く
と
い
っ
た
心
理
的
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
ラ
テ
ン
語

の
辞
書
を
ひ
く
と
「
共
に
知
る
こ
と
」
と
と
も
に
「
意
識
」
に
相
当
す
る
意
味
も
基
本
義
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
羅
英
辞
典
な
らcon-

sciousness

と
い
う
語
に
よ
っ
て
語
義
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
デ
カ
ル
ト
に
い
た
る
ま
で
こ
の
ラ
テ
ン
語
は
「
元
来
永
く

〈
良
心
〉
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
き
た
」［
註
９
に
挙
げ
た
辞
典
の
記
述
①
か
ら
の
引
用
］
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
に
デ
カ
ル
ト
が
さ

ら
な
る
転
換
を
は
か
っ
た
―
し
か
し
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
む
し
ろ
先
祖
返
り
さ
せ
た
―
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
続
け
て
中
畑
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
の « συνείδησις » 

に
つ
い
て
も
事
情
は
同
様
で
あ
る
む
ね
、
希
英
辞
典
の
語
義
を
示
し
つ
つ
、
指
摘
し
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て
い
る
（
右
に
引
用
し
た
箇
所
で
は
羅
英
辞
典
の
語
義
も
示
さ
れ
て
い
る
）。
そ
し
て
、「
デ
カ
ル
ト
は
、
ラ
テ
ン
語
のconscientia

の
意
味
の
理
解
に
革
命

を
起
こ
し
た
わ
け
で
は
な
い
」
が
、
少
な
く
と
も
「
こ
の
言
葉
に
関
連
し
た
思
考

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
あ
り
方
に
重
要
な
変
革
を
お
こ
な
っ
た
。
た
だ
し
そ
れ
は
、

〈
良
心
〉
か
ら
〈
意
識
〉
へ
と
い
う
意
味
の
転
換
と
は
異
な
る
仕
方
で
な
の
だ
」（
二
三
六
～
二
三
七
頁
、
強
調
は
原
文
）
と
述
べ
る
。
そ
の
上
で
、「
以

上
を
論
証
す
る
用
意
」
は
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
必
要
と
な
る
「
多
く
の
テ
ク
ス
ト
の
引
用
と
立
ち
入
っ
た
分
析
」
は
目
下
の
論
考
の
紙
幅
で
は

不
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
考
察
は
、
こ
の
あ
と
カ
ド
ワ
ー
ス
（R

. C
udw

orth, 1（1（ -1（（（

）
の
意
識
概
念
に
焦
点
を
移
し
て
続
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

残
念
な
が
ら
、
用
意
さ
れ
た
「
論
証
」
は
未
だ
公
に
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
最
終
的
に
は
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
本
提
題
は
、
こ
れ

以
降
、
中
畑
の
問
題
意
識
を
共
有
し
な
が
ら
も
、
中
畑
に
よ
る
「
論
証
」
と
は
異
な
る
地
点
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
中
畑
が
、
希
英
・
羅
英
辞

典
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る « consciousness » 

な
い
し « aw

areness » 

と
い
う
語
義

4

4

そ
れ
自
体
に
着
目
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
、
語
義

と
と
も
に
示
さ
れ
る
用
例

4

4

を
む
し
ろ
重
要
視
す
る
か
ら
で
あ
る
。

具
体
的
な
検
討
の
結
果
を
先
取
り
す
る
か
た
ち
に
な
る
が
、
考
察
の
筋
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
、
二
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
あ
ら
か
じ
め
指
摘

し
て
お
こ
う
。

❶ « conscientia » 

と « συνείδησις » 

が
あ
る
種
の
「
自
己
意
識
」
を
含
む
こ
と
そ
れ
自
体
は
、
語
の
形
態
か
ら
し
て
半
ば
以
上
当
然
で
あ
り
、

問
題
は
、
む
し
ろ
、
そ
れ
が
い
か
な
る

4

4

4

4

「
自
己
意
識

4

4

4

4

」
で
あ
る
の
か

4

4

4

4

4

、
に
あ
る
。
双
方
と
も
接
頭
辞
（con-, συν-

）
は
「
～
と
と
も
に
」
を
意
味
し
、

語
幹
（scientia, είδησις 

← εἴδω

）
は
「
知
」
に
関
わ
る
。
そ
し
て
、「
～
と
と
も
に
知
る
」
と
い
う
語
形
態
に
即
し
た
基
本
義
が
、
顕
在
／
潜
在
の
程

度
は
と
も
あ
れ
、
両
語
の
意
味
を
根
底
で
規
定
し
続
け
る
。
す
な
わ
ち
、「
知
る
」
者
は
、
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
「
他
の
人
々
と
と
も
に
あ
っ
て
知

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

る4

」
者4

で
あ
り
、
そ
の
者
の
自
己
意
識
は
、「
他
の
人
々
と
と
も
に
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

」
者
の
自
己
意
識

4

4

4

4

4

4

で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
他
者
の
存
在
を
前
提
と
し

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
そ4

の
存
在
を
組
み
込
ま
れ
た
自
己
意
識

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

で
あ
る
。〈
自
己
意
識
イ
コ
ー
ル
周
囲
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
私
秘
的
な
意
識
〉
と
い
う
こ
と
で
は
、
必
ず
し
も
な

い
。 ❷ 「

他
の
人
々
と
と
も
に
あ
っ
て
知
る
」
と
い
う
場
合
の
「
知
」
の
対
象
は
、« conscientia » 

に
お
い
て
も
、« συνείδησις » 

に
お
い
て
も
、
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価
値
に
対
し
て
中
立
無
記
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
が
「
他
の
人
々
と
と
も
に
」
と
い
う
条
件
を
組
み
込
ま
れ
た
「
知
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
両

語
と
も
に
、「
他
の
人
々
と
と
も
に

4

4

4

4

4

4

4

4

」
生
き
る
限
り
否
応
な
く
発
生
す
る
善
な
い
し
悪
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
直
接

4

4

・
間
接
の
程
度
は
と
も
あ
れ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
つ
ね
に
何
ら
か
の

4

4

4

4

4

4

4

仕
方
で
関
わ
っ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、「
と
も
に
生
き
る
人
々
の
こ
と
を
慮
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」、
あ
る
い
は

「
害
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
要
請
が
、
両
語
の
語
義
の
中
心
を
貫
い
て
い
る
。「
他
の
人
々
と
と
も
に
」
で
な
け
れ
ば
生
き
て
ゆ
く
こ
と
の
で

き
な
い
人
間
の
心
の
古
層
に
埋
め
込
ま
れ
た
―
実
証
は
不
可
能
だ
が
、
そ
う
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
―
原
基
的
な
要
請
で
あ
る）

（1
（

。
そ
う
で

あ
れ
ば
こ
そ
、« conscientia » 

と « συνείδησις » 

の
語
義
は
、
状
況
に
よ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
変
化
を
伴
い
な
が
ら
、
し
か
し
あ
く
ま
で
も
「
良4

心4

」
な
い
し

4

4

4

「
道
徳
意
識

4

4

4

4

」）
（（
（

と
し
て
の

4

4

4

4

「
自
己
意
識
」
に
収
斂
す
る
。

第
三
節　
問
題
の
死
角
―
古
典
語
辞
書
の
分
類
項

具
体
的
に
、
ま
ず
羅
英
辞
典
（O

xford L
atin dictionary, P. G

. W
. G

lare, 1（（2

）
に
よ
る « conscientia » 

の
定
義
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
語
義
は
大

き
く
三
つ
に
分
類
さ
れ
、
第
三
番
目
が
「
良
心
（
の
呵
責
）」
す
な
わ
ち « m

oral sense »

、« good conscience »

、« a sense of guilt » 

に
直
接

関
係
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
確
認
を
要
す
る
の
は
第
一
と
第
二
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、
主
要
な
語
義
に
下
位
区
分
が
一
つ
ｂ
と
し
て

加
え
ら
れ
て
い
る
。
順
に
日
本
語
で
簡
潔
に
掲
げ
よ
う
（
以
下
、「conscientia

は
～
に
関
わ
る
」
と
読
ま
れ
た
い
）。

１
． 

知
識
の
共
有
。

　
　

１
ｂ
．
罪
を
秘
す
る
こ
と
。

２
． 

自
分
が
な
し
た
、
あ
る
い
は
自
分
に
責
任
が
あ
る
何
か
に
つ
い
て
の
気
づ
き
。
意
識

4

4

。

　
　

２
ｂ
．
外
界
の
出
来
ご
と
に
関
す
る
私
的
な
知
識
。
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« conscientia » の系譜

続
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
義
に
付
さ
れ
て
い
る
用
例
を
挙
げ
る）

（1
（

。

１
． 
二
人
の
黙
さ
れ
た conscientia 

の
内
に
は
、
し
ば
し
ば
大
き
な
思
い
や
り
が
潜
ん
で
い
る
。

　
　

１
ｂ
．
し
か
し
私
は
、conscientia

の
痛
み
が
続
く
で
あ
ろ
う
と
わ
か
っ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
を
、
か
つ
て
追
い
求
め
て
い
た
。

２
． 

語
ら
れ
る
こ
と
な
く
葬
ら
れ
た
罪
のconscientia

。

　
　

２
ｂ
．�
心
中
に
秘
し
て
お
い
て
み
た
ま
え
。
そ
の
場
合
、
何
も
、
君
の
黙
し
たconscientia

を
助
け
て
は
く
れ
な
い
だ
ろ
う
。
あ
る
い

は
、
公
言
し
て
み
た
ま
え
。
そ
の
場
合
、
君
は
賢
明
な
人
間
と
は
思
わ
れ
ず
、
む
し
ろ
甲
斐
性
な
し
と
見
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
用
例
を
踏
ま
え
れ
ば
、（
１
）「
知
識
の
共
有
」
が
、
今
日
「
情
報
を
共
有
す
る
」
と
言
う
場
合
の
多
く
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
な
、
没
価

値
的
営
み
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。（
２
ｂ
）「
外
界
の
出
来
ご
と
に
関
す
る
私
的
な
知
識
」
も
同
様
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
ケ
ー
ス
に
も
、
人

の
振
る
舞
い
や
生
き
方
に
関
す
る
何
ら
か
の
―
善
／
悪
を
基
底
的
な
対
比
項
と
す
る
―
価
値
判
断
が
含
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
は
道
徳
な
い

し
倫
理
と
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
１
で
も
２
ｂ
で
も
、« conscientia » 

を
「
良
心
」
と
訳
し
て
訳
せ
な
い
こ
と
は
ま
っ
た
く
な
い
。
こ
の
点

は
、（
１
）「
知
識
の
共
有

4

4

4

4

4

」
の
下
位
項
目
に
付
さ
れ
た
用
例

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

で
あ
る
（
１
ｂ
）「conscientia

の
痛
み
」
と
、
ま
さ
し
く

4

4

4

4

「
意
識

4

4

（consciousness

）」
の4

項
目
に
振
り
分
け
ら
れ
た
用
例

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

で
あ
る
（
２
）「
罪
のconscientia
」
に
対
し
て
も
当
て
は
ま
る
。
１
ｂ
は
、
ダ
イ
レ
ク
ト
に
「
良
心
」
と
解
し
う

る
。
２
の
「
罪
責
意
識
」 

は
「
良
心
の
呵
責
」
と
等
価
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
、「
良
心
」
に
フ
ォ
ー
カ
ス
す
る
第
三
項
の
用
例
と
し
て
も
完
全
に

通
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
は
、« conscientia » 

が
道
徳
的
性
格
を
刻
印
さ
れ
た
自
己
意
識

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
う
見
て
く
る
と
用
例
選
択
の
恣
意
性
を
問
い
質
し
た
く
も
な
る
が
、
そ
れ
は
や
は
り
お
門
違
い
だ
ろ
う
。
遠
い
過
去
の
言
葉
の
意
味
を
説
明

す
る
に
あ
た
り
、
手
持
ち
の
語
彙
で
そ
の
意
味
を
腑
分
け
し
、
複
数
の
ア
ス
ペ
ク
ト
を
提
示
す
る
こ
と
は
、
古
典
語
辞
典
編
纂
者
の
む
し
ろ
ミ
ッ

シ
ョ
ン
な
の
だ
か
ら
。
語
の
定
義
が
語
用
の
実
態
か
ら
抽
出
さ
れ
、
実
態
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
、
定
義
の
半
ば
宿
命
で
も
あ
る
。
語
の
実
際
の
使
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用
法
は
、
辞
典
を
読
む
側
が
、
必
要
性
の
程
度
に
応
じ
て
、
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
も
の
だ
ろ
う）

（1
（

。
そ
の
さ
い
、
考
慮
す
る
必
要
性
が
高
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
辞
典
の
語
義
と
事
柄
自
体
を
同
一
視
す
れ
ば
、
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
に
陥
る
こ
と
は
避
け
が
た
い
。「
辞
典
の
語
義
に « consciousness » 

と
あ
る
か
ら
、« conscientia » 

に
は
「
意
識
」
の
意
味
が
あ
る
」
と
考
え
る
こ
と
は
、« conscientia » 

に
対
し
て
、
広
い
意
味
で
現
代
の
思
考

に
馴
染
ん
だ
「
意
識
」
概
念
を
無
自
覚
に
投
影
す
る
こ
と
に
繋
が
り
か
ね
な
い
。
す
な
わ
ち
、
も
っ
ぱ
ら
個
々
人
の
内
面
に
生
起
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
価
値
中

4

4

4

立
的
な

4

4

4

作
用
な
い
し
現
象
と
い
う
「
意
識
」
の
捉
え
方
を
。

こ
の
点
に
照
準
を
絞
っ
て
、
希
英
辞
典
（G

reek-E
nglish L

exicon, H
. G

. L
iddell et al., 1（（（

）
に
お
け
る « συνείδησις » 

の
項
目
も
一
瞥
し
て
お
こ
う
。

語
義
は
６
項
目
に
分
か
れ
、
１
か
ら
３
が
知
識
と
そ
の
共
有
な
い
し
や
り
と
り
に
関
す
る
も
の
、
５
と
６
が
良
心
に
関
す
る
も
の
、
そ
し
て
４
に
掲

げ
ら
れ
て
い
る
の
が
「
意
識
（consciousness

）」
お
よ
び
「
覚
知
（aw

areness

）」、
さ
ら
に
は
「
内
的
意
識
（inner consciousness

）」
で
あ
る
。「
意
識
」

と
「
覚
知
」
に
関
し
て
は
「
悪
意
のσυνείδησις

」
お
よ
び
「
揺
る
ぎ
な
いσυνείδησις

に
従
っ
て
耐
え
忍
ぶ
」
が
、「
内
的
意
識
」
に
つ
い
て
は
、

「
汝
のσυνείδησις

に
お
い
て
も
王
を
呪
っ
て
は
な
ら
な
い
」
が
、
用
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る）

（1
（

。
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
、« συνείδησις »  

も

ま
た
道
徳
的
性
格
を
刻
印
さ
れ
た
自
己
意
識

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

で
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
語
の
基
本
形
態
に
戻
れ
ば
、
刻
印
さ
れ
た
道
徳
的
性

格
は
、
こ
の
自
己
意
識
が
、
他
の
人
々
と
と
も
に
あ
る
者
の
自
己
意
識

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

第
四
節　
変
わ
ら
な
い
部
分
―
パ
ウ
ロ
、
ル
タ
ー
、
ス
ア
レ
ス
に
よ
る « conscientia »

以
上
を
踏
ま
え
て
、
先
ほ
ど
の
問
い
（
Ｑ 

．２ 

な
ぜ
翻
訳
者
た
ち
は
デ
カ
ル
ト
の « conscientia » 

を
理
解
し
、
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
）
を
、
再
度
逆
向

き
に
し
て
問
い
直
そ
う
。
Ｑ
．３ 

翻
訳
者
た
ち
は
な
ぜ
、
あ
る
種
の

4

4

4

4

「
自
己
意
識
」
を
意
味
す
る « conscientia » 

を
、
仏
語
の « conscience » 

に

よ
っ
て
直
訳
す
る
わ
け
に
は
や
は
り
ゆ
か
な
い
、
と
判
断
し
た
の
か
？

答
え
は
、« συνείδησις »  

に
せ
よ
、« conscientia » 

に
せ
よ
、
語
の
使
用
者
が
「
自
己
意
識
」
の
側
面
を
そ
れ
こ
そ
意
識
す
る
こ
と
が
、
現
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« conscientia » の系譜

実
に
は
ほ
と
ん
ど
起
こ
ら
な
か
っ
た
た
め
だ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
「
自
己
意
識
」
が
、〈
あ
る
種
の
〉
と
い
う
限
定
を
受
け
る
こ
と
で
初

め
て
実
質
的
な
意
味
を
も
つ
よ
う
な
「
自
己
意
識
」
で
あ
っ
た
た
め
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
私
た
ち
が
「
良
心
（
の
呵
責
）」
と
呼
ぶ
も
の
と
し
て
、

も
っ
ぱ
ら
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
コ
ス
ト
や
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
苦
心
も
（
註
４
）、
あ
る
時
期
ま
で

の
フ
ラ
ン
ス
語
辞
書
に
「
意
識
」
の
項
目
が
見
出
さ
れ
な
い
こ
と
も
、
こ
の
推
測
を
裏
づ
け
る
。

む
し
ろ
、« συνείδησις »  

と « conscientia » 

は
、
倫
理
な
い
し
道
徳
に
関
わ
る
―
学
問
上
の
で
あ
れ
、
生
活
上
の
で
あ
れ
―
も
ろ
も
ろ

の
認
識
を
受
け
入
れ
る
か
否
か
、
個
々
人
の
心
が
判
断
す
る
さ
い
の
基
準
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
あ
る
い
は
、
こ
の
種
の
判
断
を
下
す
よ
う
個
々

の
心
を
促
す
力
と
し
て
作
用
し
て
い
た
。
こ
の
機
能
あ
る
い
は
作
用
の
仕
方
が
、
時
期
と
立
場
を
問
わ
ず
、« συνείδησις »  

と « conscientia » 

双
方
に
お
け
る
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い
部
分
だ
っ
た
。
そ
の
論
証
に
は
ほ
ど
遠
い
が
、
三
つ
の
例
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

最
初
に
引
用
す
る
の
は
『
新
約
聖
書
』
の
パ
ウ
ロ
書
簡
か
ら
、「
ロ
ー
マ
に
い
る
聖
者
た
ち
へ
」（
第
二
章
一
四

－

一
五
）
の
一
節
で
あ
る）

（1
（

。« συνεί-

δησις » 

の
基
本
的
な
あ
り
方
と
働
き
方
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

も
14

し
も
律
法
を
持
た
な
い
異
邦
人
が
お
の
ず
と
（φύ

σει

）
律
法
の
こ
と
を
行
う
の
で
あ
れ
ば
、
律
法
を
持
た
な
く
て
も
、
自
分
が
自
分
に

と
っ
て
律
法
な
の
で
あ
る
。
彼
15

ら
は
、
律
法
の
業
が
自
分
た
ち
の
心
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
示
し
て
い
る
。
彼
ら
の
良
心
（συνείδησις

）

が
―
ま
た
、
相
互
に
責
め
合
い
あ
る
い
は
弁
護
し
合
う
彼
ら
の
議
論
（λογισμó ς

）
が
―
、
そ
の
こ
と
を
証
言
す
る
。

従
う
べ
き
規
範
が
「
心
に
記
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
、「
良
心
」
は
「
証
言
す
る
」。
パ
ウ
ロ
の
意
図
を
離
れ
て
言
い
換
え
れ
ば
、
規
範
に
背
い

て
は
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
悪
を
な
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
思
い
を
心
の
中
で
担
う
の
が
「
良
心
」
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
者
な
ら
ぬ
「
異
邦
人
」

で
も
―
当
た
り
前
の
こ
と
だ
が
―
「
お
の
ず
と
」
そ
う
思
う
。
す
な
わ
ち
、「
良
心
」
の
働
き
は
、
概
念
と
し
て
は
宗
教
的
文
脈
の
中
に
現
れ

る
こ
と
が
多
い
と
し
て
も
、
宗
教
に
先
立
つ
。
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最
後
の
一
文
に
お
い
て
、「
良
心
」
と
「
議
論
」
は
二
つ
の
並
置
さ
れ
た
主
語
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、「
議
論
」
は
「
良
心
」
の
同
格
説
明
な
の

か
、
文
法
的
に
は
い
ず
れ
と
も
決
め
ら
れ
な
い
。
並
列
だ
と
し
た
ら
、
な
す
べ
き
こ
と
・
な
す
べ
き
で
な
い
こ
と
に
関
し
て
複
数
の
「
異
邦
人
」

が
交
わ
す
じ
っ
さ
い
の
議
論
に
な
る
。
同
格
だ
と
し
た
ら
、
各
人
の
良
心
に
生
じ
る
葛
藤
を
指
す
、
比
喩
的
な
意
味
で
の
議
論
で
あ
る
。「
良
心
」

を
め
ぐ
る
後
世
の
思
想
の
焦
点
は
、
後
者
の
上
に
結
ば
れ
た
。
内
面
的
な
「
議
論
」
の
相
手
と
し
て）

（1
（

、
神
以
外
を
見
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
ル
タ
ー

（M
. Luther, 1（（（ -1（（（

）
は
訴
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。「
ロ
ー
マ
に
い
る
聖
者
た
ち
へ
」
の
「
議
論
（λογισμò ς

）」
は
、
ヴ
ル
ガ
ー
タ
版
聖
書
に
お

い
て
「
思
い
（cogitatio
）」
と
訳
さ
れ
る
。
こ
の
羅
訳
を
引
き
取
っ
た
ル
タ
ー
が
自
身
の
独
訳
を
「
思
い
（G

edanken

）」
と
し
た
こ
と
は
、
良
心
の

作
用
の
内
面
的
性
格
―
デ
カ
ル
ト
的
意
識
を
予
告
す
る
―
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
経
緯
を
示
し
て
い
る）

（1
（

。
そ
の
ル

タ
ー
が
、
改
革
思
想
の
撤
回
を
求
め
ら
れ
た
一
五
二
一
年
の
ヴ
ォ
ル
ム
ス
帝
国
議
会
上
の
席
で
述
べ
た
と
さ
れ
る
、
よ
く
知
ら
れ
た
言
葉
を
引
用

す
る）

（1
（

。私
の
良
心
（conscientia

）
は
神
の
言
葉
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。［
こ
れ
ま
で
述
べ
た
］
い
か
な
る
こ
と
も
、
私
に
は
撤
回
で
き
な
い
し
、
撤
回
し

よ
う
と
も
思
わ
な
い
。
良
心
に
反
し
て
行
動
す
れ
ば
（contra conscientiam

 agere

）、
神
の
庇
護
か
ら
外
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
よ
う
な
行
動

は
正
し
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ル
タ
ー
は
「
良
心
」
を
神
に
の
み
付
託
す
る
が
、
こ
の
点
で
は
、
つ
ま
り
「
良
心
」
が
実
際
的
な
規
範
の
有
効
範
囲
を
外
れ
た

水
準
で
働
く
こ
と
を
認
め
る
点
で
は
、
旧
教
サ
イ
ド
も
基
本
的
に
変
わ
り
が
な
い
。
例
え
ば
、
近
世
ス
コ
ラ
哲
学
を
代
表
す
る
形
而
上
学
者
の
一

人
ス
ア
レ
ス
（F. Suárez, 1（（（ -1（1（

）
は
、『
宗
教
上
の
義
務
に
つ
い
て
』
と
題
さ
れ
た
小
論
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

（1
（

。

良
心
（conscientia

）
の
内
に
は
何
ら
か
の
責
務
（obligatio

）
が
つ
ね
に
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
責
務
は
良
心
の
内
で
果
た
さ
れ
る
。
と
い
う
の
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も
、
良
心
が
な
け
れ
ば
法
の
根
拠
（ratio legis

）
も
存
続
し
え
ず
、
道
徳
に
関
し
て
本
当
に
必
要
な
こ
と
（vera necessitas m

oralis

）
が
導
き
出

さ
れ
え
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
不
明
瞭
な
と
こ
ろ
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
規
則
は
違
反
者
に
罰
を
課
し
、
罰
に
苦
し
む
よ
う

違
反
者
を
強
い
る
が
、
彼
ら
は
良
心
の
内
で
（in conscientia

）
苦
し
む
か
ら
で
あ
る
。

「
良
心
の
内
に
…
…
つ
ね
に
含
ま
れ
て
」
い
る
「
責
務
」
と
は
、
個
別
具
体
的
に
定
め
ら
れ
た
「
責
務
」
で
は
な
い
。
パ
ウ
ロ
の
一
節
に
さ
い
し

て
指
摘
し
た
の
と
同
様
、「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
／
「
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
責
務
の
念
そ
れ
自
体
で
あ
り
、
そ
の
念
が
作
用
し
な
け
れ

ば
「
法
」
も
「
道
徳
」
も
立
ち
行
か
な
く
な
る
。
こ
の
作
用
を
担
保
す
る
の
は
「
罰
」
で
は
な
く
、「
罰
」
に
伴
う
苦
し
み
と
い
っ
て
も
な
お
正
確

で
は
な
い
。
そ
の
苦
し
み
が
、「
良
心

4

4

」
の4

「
苦
し
み
」
で
あ
る
こ
と
に
ス
ア
レ
ス
は
注
意
を
向
け
て
い
る
。

第
五
節　
変
え
ら
れ
た
も
の
―
デ
カ
ル
ト
的 « conscientia »

こ
こ
ま
で
の
考
察
を
す
べ
て
踏
ま
え
、
デ
カ
ル
ト
に
つ
い
て
問
お
う
。
Ｑ
．４
「
第
三
省
察
」
の
途
上
に
記
さ
れ
た « conscientia » 

に
お
い
て
、

そ
れ
ま
で
の  « conscientia »  

の
何
が
ど
う
変
わ
っ
た
の
か
？ 

私
た
ち
の
言
葉
で
「
良
心
」
と
訳
し
う
る  « conscientia »  
は
、
他
の
人
々

4

4

4

4

―
眼
前
の
他
人
で
あ
れ
、
宗
教
に
お
い
て
観
念
さ
れ
る
神
で
あ

れ
―
と
と
も
に
あ
る
者
の

4

4

4

4

4

4

4

4

自
己
意
識
で
あ
っ
た
。
他
の
人
々
と
と
も
に
あ
る
が
ゆ
え
に
道
徳
的
性
格
を
刻
印
さ
れ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

自
己
意
識
で
あ
っ
た
。
伝

統
的
な  « conscientia »  

の
変
わ
ら
な
い
部
分
で
あ
っ
た
こ
の
他
者
関
係
が
、
新
た
な  « conscientia »  

か
ら
は
脱
落
す
る
。
デ
カ
ル
ト
の
企
図

の
必
然
的
な
結
果
と
し
て
、
脱
落
す
る
。「
第
三
省
察
」
に
お
け
る
第
一
証
明
を
経
て
見
出
さ
れ
た
形
而
上
学
の
「
神
」
を
別
に
す
れ
ば
、
省
察
を

遂
行
す
る
「
私
（ego

）」
は
、
他
者
の
存
在
も
世
界
の
存
在
も
、
自
分
自
身
の
身
体
の
存
在
す
ら
も
、
未
だ
知
ら
な
い
状
態
に
あ
る
。
こ
と
自
分
自

身
に
関
し
て
は
、「
私
は
あ
る
、
私
は
存
在
す
る
（E

go sum
, ego existo

）」
と
い
う
言
明
以
外
に
確
言
で
き
る
も
の
が
な
い
。「
私
は
思
う
（cogito

）」
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と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
言
明
を
支
え
る
た
だ
一
つ
の
根
拠
で
あ
る）

11
（

。

そ
の
よ
う
な
「
私
」
の
精
神
に
、
他
者
へ
の
思
念
が
入
り
込
む
余
地
は
な
い
。
こ
う
し
て
、« conscientia »  

は
、「
第
一
省
察
」
を
舞
台
に
懐

疑
を
極
限
ま
で
押
し
進
め
、
外
界
の
一
切
か
ら
み
ず
か
ら
を
切
り
離
し
た
「
私
」
の
自
己
意
識
、
す
な
わ
ち
、
端
的
な
自
己
意
識
と
な
る
。
デ
カ

ル
ト
に
よ
る
懐
疑
と
、
懐
疑
を
生
き
の
び
た
「
私
は
思
う
、
ゆ
え
に
私
は
在
る
（ego cogito, ergo sum

 /  je pense, donc je suis

）」
と
い
う
命
題）

1（
（

は
、
思

想
史
の
流
れ
の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
が
、« συνείδησις »  

に
遡
る « conscientia » 

の
組
成
を
根
本
的
に
組
み
換
え
る

と
い
う
役
割
は
、
そ
の
な
か
で
も
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
だ
っ
た
。

こ
れ
を
契
機
に
、〈
伝
統
的
な « conscientia » 

＝
良
心
〉
か
ら
〈« consciousness » 

と
し
て
の « conscience » 

＝
意
識
〉
へ
の
変
転
過
程

が
始
ま
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
変
転
を
、「
道
徳
的
意
識
」
か
ら
「
心
理
学
的
意
識
」
へ
の
変
転
と
し
て
考
え
る
の
は
事
態
を
単
純
化
し
す
ぎ
で
あ

る
。
新
た
に
生
ず
る
二
つ
の
重
要
な
問
い
を
、
と
り
わ
け
二
番
目
の
も
の
を
、
見
失
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
Ｑ
．５
お
よ
び
Ｑ
．６
と
し
て

二
つ
の
問
い
を
掲
げ
る
だ
け
掲
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
付
し
て
、
本
稿
の
結
び
に
代
え
た
い
と
思
う
。

結
び
に
代
え
て

Ｑ
．５ 

な
ぜ
、デ
カ
ル
ト
は
、精
神
の
内
部
に
働
く
力
を
（「
第
三
省
察
」）、さ
ら
に
は
「
思
い
（cogitatio

）」
全
般
を
（『
哲
学
原
理
』）、あ
え
て « conscius 

esse » 

な
い
し « conscientia » 

の
対
象
と
し
た
の
か
？　

リ
ュ
イ
ン
ヌ
公
や
ピ
コ
の
よ
う
に
、
自
己
覚
知
に
関
す
る
表
現
を
何
か
他
に
選
ぼ
う
と
思

え
ば
、
選
べ
た
は
ず
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
。« conscius esse » 

も « conscientia » 

も
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
を
構
成
す
る
ピ
ー
ス
と
し
て
の
術
語

な
い
し
概
念
で
は
な
い
。『
哲
学
原
理
』
で
は
、ま
さ
し
く
最
も
重
要
な
術
語
の
一
つ
で
あ
る
「
思
い
（cogitatio

）」
を
規
定
す
る
た
め
に
、あ
た
か
も
当

然
の
ご
と
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。« conscientia » 

が
「
良
心
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
き
た
と
い
う
古
く
か
ら
の
経
緯
に
も
、現
に
用
い
ら
れ
て
い
る

と
い
う
現
実
に
も
、
デ
カ
ル
ト
は
無
頓
着
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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と
は
い
え
、
経
緯
と
現
実
に
無
知
で
あ
る
が
ゆ
え
の
無
頓
着
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
く
、
経
緯
と
現
実
が
何
で
あ
れ
、
こ
の
表
現
こ

そ
が
最
適
だ
と
、
考
え
る
ま
で
も
な
く
デ
カ
ル
ト
を
得
心
さ
せ
る
何
か
が « conscientia » 

の
側
に
具
わ
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
の
何
か
と
は
、
果
た
し
て
何
だ
っ
た
の
か
？

つ
い
で
、
も
う
一
つ
の
疑
問
に
つ
い
て
は
少
し
導
入
が
必
要
に
な
る
。「
伝
統
的
な
自
己
意
識
」
は
、〈
他
の
人
々
と
と
も
に
生
き
る
者
の
〉
を

本
質
的
な
属
性
と
し
て
い
た
。
こ
の
属
性
は
、〈
道
徳
的
性
格
を
刻
印
さ
れ
た
〉
と
い
う
も
う
一
つ
の
属
性
を
必
然
的
に
伴
う
。
同
一
属
性
の
二
つ

の
表
現
と
捉
え
る
の
で
も
構
わ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
デ
カ
ル
ト
の
許
で
、
前
者
の
属
性
が
脱
落
し
、
し
た
が
っ
て
後
者
も
脱
落
す
る
…
…
、

と
本
当
に
言
い
切
っ
て
よ
い
の
か
ど
う
か
。
こ
の
よ
う
に
言
う
た
め
に
は
、
道
徳
的
性
格
と
い
う
も
の
を
限
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。「
道
徳
的

意
識
」
か
ら
「
心
理
学
的
意
識
」
へ
の
変
転
と
い
う
説
明
が
拙
い
の
は
、
こ
の
限
定
の
必
要
性
を
等
閑
に
付
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
現
実
の
人
間
と
社
会
の
関
係
を
想
定
し
な
が
ら
問
わ
れ
る
道
徳
は
、
デ
カ
ル
ト
の
形
而
上
学
か
ら
外
さ
れ
る）

11
（

。
こ
の
意
味
で
の
道

徳
的
性
格
は
、
デ
カ
ル
ト
的 « conscientia » 
か
ら
脱
け
落
ち
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
懐
疑
の
さ
な
か
に
あ
る
「
私
」
は
、
遡
れ
ば
『
省

察
』
の
発
端
か
ら
、
善
を
求
め
、
悪
を
避
け
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る）

11
（

。『
省
察
』
と
い
う
形
而
上
学
的
試
み
そ
れ
自
体
が
、
そ
の
試
み
を

再
構
成
し
た
『
哲
学
原
理
』
第
一
部
も
ま
た
、「
真
と
善
か
ら
（a vero et bono

）
逸
脱
す
る
」
こ
と
―
す
な
わ
ち
「
誤
り
、
罪
を
犯
す
（fallor et 

pecco

）」
こ
と）

11
（

―
の
な
い
よ
う
に
最
大
限
の
努
力
を
払
う
精
神
の
記
録
な
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
―
Ｑ
．６
〈
他
の
人
々
と
と
も
に
あ

る
こ
と
〉
を
絶
っ
た
「
私
」
の « conscientia » 

つ
ま
り
「
自
己
意
識
」
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
種
の
「
善
」
に
枠
づ
け
ら
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
？

こ
の
問
い
は
、
デ
カ
ル
ト
的 « conscientia » 

と
、
伝
統
的
な « συνείδησις » 

お
よ
び « conscientia » 

と
の
関
係
を
改
め
て
問
う
も
の
で
も

あ
る
。
す
で
に
確
認
し
た
通
り
、
一
般
的
な
意
味
で
「
道
徳
的
な
」
と
呼
べ
る
性
格
を
も
つ
後
者
だ
が
、
そ
の
「
自
己
意
識
」
に
も
ま
た
、
人
間

相
互
の
関
係
を
超
え
て
ゆ
こ
う
と
す
る
ベ
ク
ト
ル
が
含
ま
れ
て
い
た
。
パ
ウ
ロ
が
「
異
邦
人
」
に
つ
い
て
述
べ
た
「
良
心
」
の
背
後
に
は
、「
律
法

（νό μος

）」
に
先
立
つ
「
自
然
（
本
性
）（φύ σις

）」
が
ち
ら
つ
い
て
い
る
。
ス
ア
レ
ス
も
、「
良
心
」
に
対
し
て
、
人
の
心
中
深
く
で
「
法
（lex

）」
を
根
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拠
づ
け
る
働
き
を
認
め
て
い
た
。
そ
し
て
、
既
存
の
社
会
秩
序
の
破
壊
も
辞
さ
な
い
ル
タ
ー
の
「
良
心
」
を
拘
束
し
う
る
の
は
、
た
だ
「
神
の
言

葉
」
だ
け
だ
っ
た
。

デ
カ
ル
ト
に
お
け
る « conscientia » 

は
、「
良
心
」
を
め
ぐ
る
こ
う
い
っ
た
伝
統
の
一
部
に
変
更
を
加
え
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
伝
統
か

ら
た
ん
に
離
脱
し
た
の
で
も
な
く
、
伝
統
の
総
体
を
引
き
受
け
、
そ
れ
を
「
あ
ら
た
め
て
最
初
の
土
台
か
ら
」）

11
（

組
み
立
て
直
そ
う
と
す
る
、
そ
の

よ
う
な
「
意
識
」
か
ら
切
り
離
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

Ｑ
．５ 

に
答
え
る
た
め
に
は
、
緻
密
な
デ
カ
ル
ト
解
釈
が
必
要
に
な
る
。
Ｑ
．６ 

の
ほ
う
は
、
本
提
題
で
素
描
を
試
み
た « conscientia » 

の
系

譜
を
さ
ら
に
広
く
ま
た
詳
細
に
た
ど
ら
な
け
れ
ば
、
答
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
、
今
後
の
作
業
に
委
ね
た
い
。

註

 

◇�

デ
カ
ル
ト
の
テ
ク
ス
ト
を
は
じ
め
と
す
る
一
次
資
料
の
出
典
な
ら
び
に
引
用
時
に
用
い
る
略
号
は
、
稿
末
の
文
献
一
覧
を
参
照
さ
れ
た
い
。
邦
訳
は
、

『
新
約
聖
書
』
の
テ
ク
ス
ト
を
除
き
、
既
存
の
諸
訳
を
参
考
に
し
な
が
ら
本
稿
筆
者
が
試
み
た
私
訳
で
あ
る
。
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eorum
 in nobis conscientia est » /  IX

-2 ,2（  :  « Par le m
ot de penser, j’entends tout ce qui se fait en nous de telle sorte que nous l’apercevons 

im
m

édiatem
ent par nous-m

êm
es ;  ... »

（
（
）�  À

 G
ibieuf, le1（  janvier 1（（2 , AT. III, （（（ .12  

で
は « m

a propre pensée ou conscience » 

と
あ
る
箇
所
の « ou conscience » 

が
、
ク
レ
ル
ス
リ

エ
版
で
は
落
と
さ
れ
て
い
る
。C

f. L
ettre de M

r D
escartes, éd. C

. C
lerselier, t. 1 , 1（（（ , p. （（0 .

�
�

な
お
、
ク
レ
ル
ス
リ
エ
は
、『
省
察
』
本
文
に
付
さ
れ
た
「
諸
反
論
」
お
よ
び
「
諸
答
弁
」
も
仏
訳
し
て
い
る
が
、
ホ
ッ
ブ
ス
（T

h. H
obbes, 1（（（ -

1（（（

）
の
「
第
三
反
論
」
に
対
す
る
「
第
三
答
弁
」
で
は
、« cogitationis, sive perceptionis, sive conscientia » 

と
あ
る
ラ
テ
ン
語
の
原
テ
ク
ス
ト
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« conscientia » の系譜

を
、« pensée, ou perception, ou conscience &

 connaissance » 

と
訳
出
し
て
い
る
。
こ
の « conscience » 

は
、
校
閲
段
階
で
デ
カ
ル
ト
自
身
が
加 

え
る
よ
う
に
指
示
し
た
も
の
だ
ろ
う
と
ロ
デ
ィ
ス
・
レ
ヴ
ィ
ス
は
推
測
し
て
い
る
（G

. R
odis-L

ew
is, L

e problèm
e de l’inconscient et le cartésianism

e, 

1（（0 , p.（（

）。
一
連
の
仏
訳
に
関
す
る
翻
訳
者
た
ち
の
意
図
も
、
そ
れ
に
関
す
る
デ
カ
ル
ト
の
所
見
も
記
録
に
残
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、「
第
三
答
弁
」

の
場
合
、「conscience

を
入
れ
る
な
ら
、&

 connaissance 

と
加
え
さ
せ
て
も
ら
い
た
い
、
さ
も
な
く
ば
誤
解
さ
れ
か
ね
な
い
」
と
い
っ
た
折
衝
が
行

わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
（
）�

ロ
ッ
ク
（J. L

ocke, 1（（2 -1（0（

）
の
『
人
間
知
性
論
（A

n E
ssay concerning H

um
an U

nderstanding

）』
を
仏
訳
し
た
コ
ス
ト
も
、
こ
の
懸
念
を
共

有
し
て
い
た
一
人
で
あ
る
。
英
語
で
は
つ
と
に « conscience » 

か
ら
派
生
し
、
ロ
ッ
ク
が
「
意
識
」
の
意
味
を
込
め
た « consciousness » 

を
、
コ

ス
ト
は
、
訳
し
あ
ぐ
ね
た
挙
句
、« con-science » 

と
し
た
。C

f. J. L
ocke, E

ssai philosophique concernant l’entendem
ent hum

ain, trad. P. C
oste, 

P. M
ortier, éd. （

e, 1（（（ , p. 2（0  et passim
.  

こ
の
コ
ス
ト
訳
を
通
し
て
ロ
ッ
ク
哲
学
を
知
り
、『
人
間
知
性
新
論
（N

ouveaux essais sur l’entendem
ent 

hum
ain

）』
を
著
し
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
（G

. W
. L

eibniz, 1（（（ -1（1（

）
も
、« consciosité » 

な
い
し « conscienciosité » 

と
い
う
苦
し
い
造
語
に
訴

え
て
い
る
。C

f. G
. W

. L
eibniz, N

ouveaux essais sur l’entendem
ent hum

ain, G
. V, p. （（ , 21（ -21（ , 22（ . 

こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
岡
部
英
男

「
デ
カ
ル
ト
、
ホ
ッ
ブ
ス
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
意
識
と
言
語
―
近
代
「
意
識
」
概
念
の
成
立
と
変
容
」（
東
京
音
楽
大
学
『
紀
要
研
究
』
第
十

九
集
、
一
九
九
五
年
）、
一
一
〇
～
一
一
八
頁
が
詳
し
い
。

（
（
）� G

. R
odis-L

ew
is, ibid. 

少
な
く
と
も
本
稿
筆
者
は
、
こ
れ
と
異
な
る
説
明
を
目
に
し
た
こ
と
が
な
い
。

（
（
）� C

f. Trésor de la langue française tant ancienne que m
oderne, D

ictionnaire universelle （Furetière

）, L
e D

ictionnaire de l’A
cadém

ie Française.

（
（
）� D

ictionnaire de la langue française （L
ittré

）, 1（（（

で
は
、« conscience » 

の
第
一
義
が
、「
自
己
感
覚
、
す
な
わ
ち
自
分
が
存
在
し
て
い
る
と
思
わ

せ
る
感
受
の
一
般
的
な
あ
り
よ
う
。
こ
れ
を
形
而
上
学
者
た
ち
は
自
己
意
識
（conscience du m

oi

）
と
名
づ
け
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
自
己

意
識
」
と
い
う
定
義
が
仏
語
に
定
着
し
た
時
期
の
目
安
と
し
て
、
前
掲
岡
部
論
文
は
、『
百
科
全
書
（E

ncyclopédie, ou dictionnaire raisonnais des 

sciences, des arts et des m
étiers, t. （ , 1（（（

）』
を
挙
げ
て
い
る
。
た
だ
し
、
一
七
八
七
年
のD

ictionnaire critique de la langue française

で
は
な
お
、

ア
カ
デ
ミ
ー
版
一
六
九
四
年
の
定
義
だ
け
が
踏
襲
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
事
実
は
、
新
た
な
意
味
が
一
般
に
浸
透
す
る
に
は
か
な
り
の
時
間
が
必
要
で
あ
っ

た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

（
（
）�

こ
の
表
現
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
の « conscience » 

内
部
に« consciousness » 

相
当
の
意
味
が
定
着
す
る
に
先
立
ち
、
一
六
七
四
年
の
段
階
で « conscience 
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ou sentim
ent intérieur » 

と
述
べ
て
い
た
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ（N

. M
alebranche, 1（（（ -1（1（

）
の
こ
と
を
お
の
ず
と
思
い
起
こ
さ
せ
る
（cf. R

echerche 

de la vérité, III, II, （ , Œ
uvre I, p. （（0  

）。
た
だ
し
、
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
が « conscience » 

を
「
意
識
」
の
意
味
で
概
念
化
し
た
最
初
の
人
の
一
人
で

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
（
本
稿
の
最
後
に
触
れ
る
が
、
デ
カ
ル
ト
の « conscientia » 

は
い
わ
ば
概
念
未
満
の
状
態
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
）、
そ
の

彼
の
言
葉
を
ア
カ
デ
ミ
ー
が
採
用
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
辞
書
は « conscience » 

を
あ
く
ま
で
も
「
良
心
」
の
意
味
で
定
義
し
て
い

る
の
だ
し
、
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の « conscience ou sentim

ent intérieur » 

を
知
っ
て
い
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
も
、
註
４
で
見
た
通
り
、« conscience » 

で
は
「
意
識
」
を
意
味
し
が
た
い
と
考
え
て
い
た
、
つ
ま
り
一
般
的
な
流
通
に
は
程
遠
い
状
態
に
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。

（
（
）�

中
畑
正
志
「
意
識
の
概
念
史
に
お
け
る
小
さ
な
縺
れ
」（
西
日
本
哲
学
会
編
『
哲
学
の
挑
戦
』
二
〇
一
二
年
）、
二
三
五
頁
。
こ
の
指
摘
は
、『
哲
学
思
想

辞
典
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
）
中
「
意
識
［
独
］B
ew

ußtsein

［
英
］consciousness

［
仏
］conscience

」
の
項
（
渡
邊
二
郎
）
に
見
受
け
ら

れ
る
複
数
の
誤
解
を
念
頭
に
し
て
な
さ
れ
て
い
る
。
中
畑
は
こ
の
項
の
最
初
の
部
分
（【
語
の
背
景
】
①
）
を
「
か
な
り
の
部
分
が
誤
り
で
あ
る
と
言
わ

ざ
る
を
え
な
い
」
と
断
っ
て
引
用
し
て
い
る
が
（
二
三
二
～
二
三
三
頁
）、
こ
こ
で
は
そ
の
①
に
続
く
【
語
の
背
景
】
②
を
引
い
て
お
こ
う
。

�
�

「
② 

ラ
テ
ン
語
の
〈
コ
ン
ス
キ
エ
ン
テ
ィ
ア
〉
を
さ
ら
に
遡
る
と
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
〈
シ
ュ
ン
エ
イ
デ
ー
シ
ス
〉（syneidêsis

）
な
い
し
〈
シ
ュ
ン

テ
レ
ー
シ
ス
〉（syntêrêsis

）
の
語
に
行
き
着
く
。
こ
れ
ら
の
ギ
リ
シ
ア
、
ラ
テ
ン
語
は
元
来
、〈
共
に
〉〈
見
る
・
知
る
〉
こ
と
を
原
義
と
し
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、（
ａ
）
他
人
の
行
為
に
つ
い
て
自
分
も
〈
共
に
知
っ
て
い
る
〉
と
い
う
意
味
か
ら
、（
ｂ
）
自
分
の
行
為
に
つ
い
て
自
分
も
〈
共
に
知
っ
て

い
る
〉
と
い
う
随
伴
意
識
・
自
己
意
識
の
意
味
に
転
じ
、（
ｃ
）
ひ
い
て
は
自
分
の
行
為
に
疚
し
さ
や
安
ら
ぎ
を
覚
え
る
い
わ
ゆ
る
〈
道
徳
的
良
心
〉
の

意
味
と
な
り
、（
ａ
）
つ
い
に
は
人
間
の
〈
内
面
性
〉
全
体
を
表
す
語
と
な
っ
た
。
古
代
末
期
か
ら
中
世
全
体
を
通
じ
て
、〈
内
面
的
な
自
己
意
識
〉
の

面
と
、〈
道
徳
的
な
良
心
意
識
〉
の
面
と
の
二
義
が
生
き
続
け
、
主
と
し
て
〈
シ
ュ
ン
エ
イ
デ
ー
シ
ス
〉
な
い
し
〈
シ
ュ
ン
テ
レ
ー
シ
ス
〉
は
前
者
の
、

〈
コ
ン
ス
キ
エ
ン
テ
ィ
ア
〉
は
後
者
の
意
味
を
表
し
た
。」

�
�

こ
の
あ
と
、「【
デ
カ
ル
ト
か
ら
カ
ン
ト
ま
で
】
①
良
心
概
念
か
ら
意
識
概
念
を
切
り
離
し
た
の
が
、
ま
さ
に
デ
カ
ル
ト
で
あ
っ
た
。
…
…
」
と
辞
典

の
記
述
は
続
く
が
、
こ
の
②
に
関
し
て
も
、（
ａ
）
か
ら
（
ｄ
）
に
至
る
よ
う
な
意
味
の
リ
ニ
ア
な
展
開
は
、
ほ
と
ん
ど
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
言
わ

ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
で
も
、「
原
義
」
に
関
す
る
簡
単
な
説
明
を
別
に
し
て
、「
古
代
末
期
か
ら
中
世
全
体
を
通
じ
て
、〈
内
面
的
な
自
己
意
識
〉
の
面

と
、〈
道
徳
的
な
良
心
意
識
〉
の
面
と
の
二
義
が
生
き
続
け
」
と
い
う
箇
所
は
意
味
を
も
つ
だ
ろ
う
（
前
者
を
〈
シ
ュ
ン
エ
イ
デ
ー
シ
ス
〉
が
、
後
者
を

〈
コ
ン
ス
キ
エ
ン
テ
ィ
ア
〉
が
担
っ
た
と
い
う
振
り
分
け
は
、「
中
世
全
体
を
通
じ
て
」〈
シ
ュ
ン
エ
イ
デ
ー
シ
ス
〉
の
語
が
用
い
ら
れ
続
け
て
い
た
わ
け
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« conscientia » の系譜

で
は
な
い
以
上
、
不
可
解
で
あ
る
が
）。

（
10
）�

同
じ
こ
と
を
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
（A

ugustinus, （（（ -（（0

）
は
『
告
白
（C

onfessiones

）』
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
文
字
を
通
し

て
得
ら
れ
る
知
識
（scientia

）
は
、conscientia

に
刻
ま
れ
た
教
え
ほ
ど
、
私
自
身
の
内
部
の
よ
り
深
い
と
こ
ろ
ま
で
届
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、
他
の

人
か
ら
さ
れ
た
く
は
な
い
と
思
う
こ
と
を
、
お
前
自
身
、
他
の
人
に
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
、
と
」（lib. I, X

V
III, 2（ , B

A
. 1（ , p. （2（

）。
小
学

校
の
標
語
レ
ヴ
ェ
ル
の
「
教
え
」
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
言
葉
か
ら
読
み
取
る
べ
き
も
の
は
、
む
し
ろ « conscientia » 

を
め
ぐ
る
問
題
の
原
初
性
と
そ
れ
ゆ
え
の
扱
い
が
た
さ
の
ほ
う
で
あ
る
。

（
11
）�「
良
心
」
は
、
ス
マ
イ
ル
ズ
（Sam

uel Sm
iles, 1（12 -1（0（

）
の
『
自
助
論
（Self-H

elp

）』（
一
八
五
九
、
一
八
六
六
年
）
を
『
西
国
立
志
編
』（
一
八
七

一
年
）
と
し
て
翻
訳
し
た
中
村
正
直
が
、« conscience » 

の
訳
語
と
す
る
べ
く
孟
子
に
借
り
た
言
葉
で
あ
り
（
金
子
武
蔵
編
『
良
心
：
道
徳
意
識
の
研

究
』（
日
本
倫
理
学
会
集
十
二
、
一
九
七
七
年
）
の
編
者
に
よ
る
「
序
」
参
照
）、
語
の
出
自
か
ら
し
て
、「
意
識
」
と
の
連
関
は
見
て
取
り
が
た
い
。
し

か
し
、
だ
か
ら
欧
文
脈
の
問
題
を
考
え
る
さ
い
に
は
「
道
徳
的
意
識
」
を
用
い
る
ほ
う
が
よ
い
、
と
い
う
こ
と
に
は
必
ず
し
も
な
ら
な
い
。« conscience 

m
orale » 

と « conscience » 

に
戻
っ
て
も
、
両
者
の
実
質
的
な
関
係
を
言
葉
づ
ら
か
ら
読
み
取
る
こ
と
は
ど
の
み
ち
で
き
な
い
し
、「
良
心
」
と
い
う

言
葉
に
は
、
明
治
期
以
降
の
使
用
歴
を
通
じ
て
、「
道
徳
的
意
識
」
に
は
な
い
現
実
性
が
具
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
12
）�

原
文
は
以
下
の
通
り
：1 . « m

axim
a beneficia saepe intra tacitam

 duorum
 conscientia latent » （Seneca, D

e B
eneficiis, （ , 10 ,2

） ;  1 b. « persequi 

etiam
 illos ad quos conscientiae contagio perinebit » （C

icero, In Verrem
, （ , 1（（

） ;  2 . « conscientia peccati m
utuum

 atque exanim
atum

 » （id., 

2 , 1（（

） ;  2 b. « sive contineas, nihil tacitam
 conscientiam

 juvant ;  sive proferas, non doctior videberis sed m
olestior » （Seneca, D

ialogi, 10 , 

1（ ,2

）.

（
1（
）�

本
来
、
そ
の
た
め
に
は
、
文
学
・
歴
史
・
思
想
な
ど
諸
分
野
の
著
述
を
渉
猟
す
る
物
量
作
戦
が
必
要
で
あ
り
、
辞
典
の
用
例
調
査
だ
け
で
足
れ
り
と
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
方
で
し
か
し
、
物
量
作
戦
に
は
一
定
の
理
解
と
分
析
を
導
く
方
針
が
不
可
欠
で
あ
り
、
本
稿
は
、
一
連
の
考
察
を
通
じ
て
そ

の
方
針
を
見
出
す
こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
。
物
量
不
足
を
多
少
な
が
ら
補
う
た
め
に
、
再
び
辞
典
の
記
述
に
な
る
が
、
羅
英
お
よ
び
希
英
辞
典
に

対
す
る
場
合
と
基
本
的
に
同
じ
指
摘
が
、D

ictionnaire latin-français des auteurs chrétiens

（A
. B

laise, 1（（（  /  1（（（

）
お
よ
びA

 L
exicon of St. 

T
hom

as A
quinas

（R
. J. D

eferrari et al., 1（（（  /  1（（（

）
に
お
け
る « conscientia » 
の
項
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
を
言
い
添
え
て
お
く
。  

（
1（
）�

原
文
は
引
用
順
に
以
下
の
通
り :  « συνείδησις τῆς κακοπραγμοσύ

νης » （D
em

ocritus, cf. D
iodorus Siculus, （ ,（（

） ;  « κατὰ συνείδησιν ἀτάραχοι 
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διαμενοῦσι » （H
ero, B

elopoeica,（（

） ;  « ἐν συνειδήσεως σου βασιλέα μὴ καταράςῃ ». 

こ
の
最
後
の
例
は
『
旧
約
聖
書
』「
コ
ヘ
レ
ト
の
言
葉
」

（10 ,20

）
か
ら
取
ら
れ
て
い
る
が
、
項
目
４
で
は « inner consciousness »

に
関
す
る
他
の
参
照
先
と
し
て
、『
新
約
聖
書
』「
第
１
コ
リ
ン
ト
ス
」（（ , 

（ -12

）
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
で
三
回
用
い
ら
れ
る « συνείδησις » 

の
う
ち
、
三
つ
目
を
含
む
一
文
を
引
用
し
て
お
こ
う
。「
兄
弟
に
対
し

て
罪
を
犯
し
、
そ
の
弱
いσυνείδησις 

に
打
撃
を
与
え
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
に
対
し
て
罪
を
犯
す
こ
と
で
あ
る
」（『
新
約
聖
書 

訳
と
註
３ 

パ
ウ
ロ
書
簡 

そ
の
一
』
田
川
建
三
訳
著
、
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