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『抽象と直観』を哲学研究として読む

は
じ
め
に　
本
稿
の
目
的

本
稿
が
目
的
と
す
る
の
は
、
稲
垣
良
典
氏
に
よ
る
『
抽
象
と
直
観）

1
（

』
を
中
世
末
期
の
思
想
を
論
じ
る
哲
学
史
の
研
究
と
し
て
で
は
な
く
、
認
識

や
存
在
の
問
題
に
対
す
る
哲
学
上
の
応
答
と
し
て
読
み
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
、『
抽
象
と
直
観
』
に
お
い
て
扱
わ
れ
て
い
る
哲
学
的
問
い
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
本
稿
は
九
州
大
学
哲
学
会
の
令
和
４
年
大
会
（
２
０
２
２
年
９
月
2（
日
）
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
発
表
さ
れ
た
提
題
内
容
を
報
告
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
そ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
趣
旨
は
、
同
年
１
月
15
日
に
ご
逝
去
さ
れ
た
稲
垣
氏
の
多
岐
に
わ
た
る
学
問
的
功
績
を
思
い
起
こ
し
追
悼

し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
提
題
者
に
提
題
内
容
を
構
想
す
る
上
で
課
さ
れ
た
テ
ー
マ
が
「
稲
垣
先
生
か
ら
学
ん
だ
こ
と
」
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
が
、
先
生
の
も
と
で
長
く
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
者
と
し
て
「
学
ん
だ
こ
と
」
を
振
り
返
る）

2
（

に
、
そ
こ
で
気
づ
か
さ
れ
た
の
は
む
し
ろ
「
学

ん
で
い
な
い
こ
と
」
が
非
常
に
多
く
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
多
岐
に
わ
た
る
研
究
業
績
の
な
か
で
読
ん
で
い
な
い
著
書
論
文
の
方
が
読
ん
だ
も
の

『
抽
象
と
直
観
』
を
哲
学
研
究
と
し
て
読
む

―
認
識
と
存
在
の
形
而
上
学
再
訪

永　

嶋　

哲　

也
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よ
り
も
遥
か
に
多
く
、
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
も
の
も
多
く
は
理
解
が
不
十
分
な
ま
ま
で
あ
る
こ
と
に
改
め
て
思
い
至
っ
た
。
不
肖
で
は
あ
っ
て
も

曲
が
り
な
り
に
も
教
え
の
列
の
末
席
に
あ
る
者
と
し
て
、
主
著
の
一
冊
に
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
『
抽
象
と
直
観
』
を
改
め
て
取
り
上
げ
、
検
討

内
容
を
報
告
す
る
こ
と
で
提
題
の
任
を
果
た
そ
う
と
考
え
た
。

『
抽
象
と
直
観
』
を
再
訪
し
検
討
す
る
中
で
改
め
て
得
ら
れ
た
の
は
、『
抽
象
と
直
観
』
の
内
容
が
難
解
で
あ
る
と
い
う
実
感
で
あ
る
。
本
書
で

は
こ
と
さ
ら
に
難
解
な
言
葉
づ
か
い
や
深
遠
ぶ
っ
た
語
り
口
が
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
大
仰
な
比
喩
表
現
も
奇
を
衒
っ
た
展
開

も
行
わ
れ
て
い
な
い
。
紛
れ
も
な
く
「
平
易
な
」
語
り
口
で
書
か
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
う
い
う
語
り
口
の
ゆ
え
な
の
か
、
書
か
れ
て
い
る

内
容
に
つ
い
て
も
「
難
解
」
と
表
現
さ
れ
る
の
は
あ
ま
り
目
に
し
な
か
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。
し
か
し
実
際
は
、
平
易
で
は
な
い
ど
こ
ろ
か
非

常
に
難
解
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
と
思
う）

3
（

。
真
に
哲
学
的
な
問
題
は
謎
め
い
て
深
遠
ぶ
っ
た
語
り
口
な
ど
す
べ
て
削
ぎ
落
と
し
て
も
な
お
真
意
を

捉
え
応
答
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
難
し
さ
を
持
つ
。
平
易
な
論
述
の
中
に
あ
る
理
解
困
難
な
い
わ
ば
特
異
点
に
本
書
の
解
釈
に
お
け
る
要
衝
と
し

て
注
目
し
、
著
者
に
よ
る
哲
学
的
応
答
の
試
み
に
わ
れ
わ
れ
も
参
加
す
る
こ
と）

（
（

を
本
稿
は
目
指
し
て
い
る
。

１
．
難
解
さ
を
覆
い
隠
し
て
い
る
も
の

『
抽
象
と
直
観
』
の
構
成
は
、
Ｉ
部
・
序
論
の
第
１
〜
３
章
と
Ⅱ
部
・
本
論
の
第
４
〜
11
章
か
ら
な
る
。
そ
し
て
そ
の
本
体
部
分
と
な
る
11
の
章

の
後
に
「
結
語
」
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
結
語
部
分
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
考
察
は
、
十
四
世
紀
前
半
オ
ッ
カ
ム
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
た
認
識
理
論
に
お
け
る
転
回
な
い
し
革
新
が
、
近
代
哲
学

の
認
識
理
論
を
今
日
に
い
た
る
ま
で
基
本
的
に
方
向
づ
け
る
ほ
ど
の
根
本
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。（p.339

）
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『抽象と直観』を哲学研究として読む

こ
の
一
文
は
第
１
章
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
要
約
に
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
第
１
章
で
は
、
カ
ン
ト
、
ア
リ
ト
ス
ト
テ
レ

ス
、
ト
マ
ス
、
ス
コ
ト
ゥ
ス
、
オ
ッ
カ
ム
、
ス
ア
レ
ス
の
認
識
理
論
を
順
に
取
り
上
げ
、
ト
マ
ス
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
継
承
し
た
認
識
の
形

而
上
学
、
自
己
認
識
を
前
提
と
す
る
魂
論
に
裏
打
ち
さ
れ
た
認
識
理
論
が
、
オ
ッ
カ
ム
に
よ
っ
て
打
ち
壊
さ
れ
、
そ
の
と
き
に
代
わ
り
に
据
え
ら

れ
た
認
識
理
論
の
前
提
が
近
代
を
経
て
現
代
に
ま
で
綿
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
、
と
論
じ
て
あ
る
。

第
１
章
で
書
か
れ
て
い
る
内
容
を
正
確
に
読
み
取
る
の
は
容
易
で
は
な
い
の
だ
が
、
俯
瞰
的
に
眺
め
れ
ば
わ
か
り
や
す
い
図
式
を
描
く
こ
と
が

で
き
る
。
つ
ま
り
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ト
マ
ス
、
ス
コ
ト
ゥ
ス
の
抽
象
理
論
、
霊
魂
論
、
認
識
の
形
而
上
学
と
オ
ッ
カ
ム
、
ス
ア
レ
ス
、
カ
ン
ト

の
直
感
的
認
識
理
論
、
知
的
霊
魂
論
の
否
定
、
個
体
主
義
と
の
間
に
断
絶
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
描
く
た
だ
そ
れ
だ
け
の
図
式
で
あ
る
。
そ
れ
だ

け
を
読
み
取
っ
た
読
者
は
「『
抽
象
と
直
観
』
に
書
い
て
あ
る
こ
と
は
理
解
し
た
」
と
誤
解
し
、「
こ
の
先
の
章
は
読
ま
な
く
て
よ
さ
そ
う
だ
」
と

判
断
し
て
、
い
っ
き
に
巻
末
の
「
結
語
」
に
飛
ん
で
上
記
一
文
を
目
に
し
、
そ
の
理
解
は
正
し
か
っ
た
と
誤
解
を
深
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
な
誤
解
に
基
づ
く
と
、『
抽
象
と
直
観
』
の
２
〜
11
章
は
「
認
識
理
論
は
オ
ッ
カ
ム
に
よ
っ
て
変
革
さ
れ
た
」
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め

に
延
々
と
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
上
の
論
証
作
業
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
当
然
「
も
う
読
ま
な
く
て
い
い
」
と
い
う
判
断

に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
。
だ
が
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
受
け
取
り
方
は
誤
り
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
単
純
な
こ
と
し
か
書
か
れ
て
な
い
研
究

書
で
は
当
然
な
い
。

２
．『
抽
象
と
直
観
』
の
構
成

『
抽
象
と
直
観
』
は
一
冊
の
研
究
書
で
あ
る
が
、
再
録
の
学
術
論
文
を
多
く
収
め
た
論
文
集
と
い
う
側
面
も
持
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
書
籍
化
の

際
に
新
た
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
章
も
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
再
録
さ
れ
た
章
は
、
そ
れ
が
発
表
さ
れ
た
と
き
は
一
つ
の
研
究
論
文
と
し
て
書
か
れ

た
も
の
で
あ
り
、
個
々
独
立
の
論
考
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
各
章
の
見
出
し
を
記
し
た
下
記
表
１
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
（
こ
れ
か
ら
行
う
議
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論
を
踏
ま
え
た
情
報
も
書
き
込
ま
れ
て
い
る
が
、
現
時
点
で
は
無
視
い
た
だ
き
た
い
）。
こ
の
著
作
の
構
成
を
確
認
す
る
と
、
あ
る
意
図
を
も
っ
て

精
巧
に
組
み
立
て
ら
れ
た
構
築
物
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
あ
た
か
も
は
じ
め
か
ら
一
冊
の
本
に
す
る
よ
う
意
図
し
て
書
か
れ
た
か
の
よ

う
に
、
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
多
く
の
人
が
読
み
飛
ば
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
２
〜
11
章
の
議
論
を
た
だ
し
く
受
け
止
め
る
た

め
に
は
各
章
の
丁
寧
な
検
討
が
必
要
と
な
る
。
だ
が
し
か
し
そ
れ
を
許
す
だ
け
の
紙
面
の
余
裕
は
な
い
。
ど
こ
か
の
章
の
議
論
に
注
力
し
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

再
度
、
表
１
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
最
左
の
列
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
あ
と
が
き
」（p.3（3

）
に
あ
る
初
出
一
覧
を
も
と
に
新
し
い
順
に

ふ
り
な
お
し
た
番
号
で
、「
新
」
と
あ
る
の
は
書
籍
と
し
て
編
む
に
際
し
て
「
あ
ら
た
に
執
筆
」
さ
れ
た
章
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
「
新
」
と
記
さ

れ
た
１
、
８
、
11
章
が
も
っ
と
も
新
し
く
（
１
９
８
９
年
後
半
）、
そ
れ
に
次
ぐ
の
は
３
章
の
１
９
８
９
年
（
昭
和
6（
年
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
に
対
し
て
も
っ
と
も
古
い
の
は
９
章
の
１
９
８
０
年
（
昭
和
55
年
）
で
、『
抽
象
と
直
観
』
の
１
９
９
０
年
２
月
か
ら
10
年
も
遡
る
こ
と
に
な

る
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
「
ま
え
が
き
」
の
位
置
付
け
を
確
認
し
た
い
の
だ
が
、「
ま
え
が
き
」
は
11
の
章
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
論
考
が
揃
っ

た
上
で
、
ど
う
配
置
す
る
か
考
え
た
上
で
書
か
れ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
今
ま
さ
に
研
究
書
を
一
冊
、
書
き
は
じ
め
よ
う

と
い
う
と
き
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
「
ま
え
が
き
」
に
『
抽
象
と
直
観
』
の
中
心
テ
ー
マ
と
し
て
「
オ
ッ
カ
ム
に
よ
っ
て
遂
行

さ
れ
た
認
識
理
論
に
お
け
る
根
本
的
な
転
回
な
い
し
革
新
で
あ
る
」（p.iii

）
と
書
か
れ
て
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
文
字
通
り
に
受
け
取
る
べ
き
で

は
な
か
ろ
う
。
こ
の
一
文
が
意
味
し
て
い
る
の
は
む
し
ろ
、
著
者
が
〈
少
な
く
と
も
達
成
で
き
た
〉
と
自
認
し
て
い
る
内
容
だ
と
、
つ
ま
り
き
わ

め
て
禁
欲
的
な
成
果
表
明
だ
と
受
け
取
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
れ
は
単
に
通
過
点
で
あ
り
、
真
の
目
標
は
も
っ
と
先
に
あ
る
と
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
ま
え
が
き
」
で
は
続
く
箇
所
（pp.iii-v

）
に
、
各
章
が
担
う
役
割
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
各
章
の
要
約
と
も
い
う
べ
き
箇
所
を
さ
ら
に
要
約
し

て
各
章
の
内
容
を
確
認
し
て
い
け
ば
…
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１
章　

霊
魂
論
の
崩
壊
と
認
識
理
論
の
変
容

　
　
　

＃
認
識
理
論
の
根
本
的
変
容
を
、
形
而
上
学
的
な
霊
魂
論
の
崩
壊
過
程
に
て
ら
し
て
述
べ
る

２
章　

ト
マ
ス
の
霊
魂
論
―
自
己
認
識
の
問
題

３
章　
「
オ
ッ
カ
ム
の
剃
刀
」
―
中
世
後
期
の
精
神
的
風
土

　
　
　

＃
１
章
の
補
足

各
章
の
見
出
し
と
、
そ
の
下
に
「
＃
」
の
印
を
付
け
て
内
容
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
も
し
く
は
内
容
を
付
し
た
。
第
１
章
の
議
論
は
上
で
す
で
に

確
認
し
た
と
お
り
で
あ
る
し
、
そ
の
補
足
と
位
置
付
け
ら
れ
た
２
、
３
章
も
こ
こ
で
は
章
タ
イ
ト
ル
を
確
認
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
し
た
い
。

続
く
４
章
と
５
章
に
お
い
て
は
、
オ
ッ
カ
ム
が
直
観
的
認
識
を
基
盤
と
す
る
認
識
理
論
を
打
ち
出
す
に
際
し
て
、
ト
マ
ス
の
可
知
的
ス
ペ
キ
エ

ス
理
論
を
否
定
す
る
こ
と
で
、
抽
象
を
基
盤
と
す
る
認
識
理
論
を
否
定
で
き
た
の
だ
、
と
論
じ
て
い
る
。

４
章　

認
識
に
お
け
る
ス
ペ
キ
エ
ス
の
役
割
に
つ
い
て

　
　
　

＃
ト
マ
ス
の
〈
可
知
的
ス
ペ
キ
エ
ス
〉
認
識
理
論
の
考
察

５
章　

観
念
、
ス
ペ
キ
エ
ス
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス

　
　
　

＃
ト
ー
マ
ス
・
リ
ー
ド
に
よ
る　

精
神
の
う
ち
な
る
観
念
の
否
定

　
　
　

＃
オ
ッ
カ
ム
に
よ
る　

可
知
的
ス
ペ
キ
エ
ス
の
排
除　
　

両
者
の
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム

そ
し
て
オ
ッ
カ
ム
以
降
の
時
代
に
生
き
る
我
々
に
と
っ
て
、
オ
ッ
カ
ム
が
対
峙
し
た
ト
マ
ス
の
「
可
知
的
ス
ペ
キ
エ
ス
理
論
」
はterra incognita 

「
未
知
の
国
」
に
な
り
は
て
て
し
ま
っ
た
と
「
ま
え
が
き
」
で
語
ら
れ
て
い
る
（p.ii

）。
つ
ま
り
著
者
に
と
っ
て
真
に
目
指
し
て
い
る
到
達
目
標
は
、
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incognita

をcognita

に
戻
す
こ
と
、
オ
ッ
カ
ム
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
着
け
ら
れ
た
く
び
き
を
排
し
て
、「
可
知
的
ス
ペ
キ
エ
ス
理
論
」
を
詳
か

に
す
る
こ
と
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

例
え
ば
わ
れ
わ
れ
が
取
り
外
し
の
で
き
な
い
色
眼
鏡
を
装
着
し
て
い
た
と
し
て
、
色
眼
鏡
な
し
の
視
覚
状
況
を
知
ろ
う
と
す
れ
ば
、
色
眼
鏡
の

特
性
を
調
べ
る
し
か
手
は
な
い
。
オ
ッ
カ
ム
以
降
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
は
オ
ッ
カ
ム
理
論
の
特
性
を
調
べ
ね
ば
な
ら
な
い
。
６
、
７
、
８
章
は
オ
ッ

カ
ム
に
よ
る
ス
ペ
キ
エ
ス
批
判
を
調
べ
、
ト
マ
ス
か
ら
オ
ッ
カ
ム
へ
認
識
理
論
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
か
が
論
じ
ら
れ
る
。

６
章　

抽
象
と
直
観

　
　
　

＃
オ
ッ
カ
ム
が
抽
象
を
斥
け
、
直
観
的
認
識
で
認
識
理
論
を
説
明
す
る
に
至
っ
た
背
景

　
　
　

＃
＃
オ
ッ
カ
ム
は
ど
の
よ
う
に
〈
ス
ペ
キ
エ
ス
〉
を
誤
解
し
た
か

７
章　

オ
ッ
カ
ム
に
お
け
る
直
観
的
認
識
の
問
題

　
　
　

＃
直
観
的
認
識
を
理
解
す
る
た
め
の
予
備
的
考
察

　
　
　

＃
＃
「
ど
の
よ
う
に
し
て
」
個
体
認
識
が
生
じ
る
か
説
明
さ
れ
な
い

８
章　

学
知
の
対
象
に
つ
い
て

　
　
　

＃scientia

理
論
に
つ
い
て
オ
ッ
カ
ム
と
ト
マ
ス
と
を
比
較

　
　
　

＃
＃
両
者
はscientia

をhabitus

と
捉
え
る
がhabitus
理
解
が
異
な
る

こ
の
よ
う
に
認
識
理
論
が
変
容
し
た
こ
と
を
丁
寧
に
議
論
す
る
こ
と
で
、incognita
の
地
に
あ
る
ト
マ
ス
認
識
論
を
で
き
る
だ
け
明
ら
か
に
し
よ

う
と
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

最
後
の
ブ
ロ
ッ
ク
で
あ
る
９
、
10
、
11
章
だ
が
、
オ
ッ
カ
ム
の
直
感
的
認
識
の
対
象
で
あ
る
個
体
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
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９
章　

個
体
に
お
け
る
存
在
と
本
質

　
　
　

	

＃
＃	

オ
ッ
カ
ム
の
個
体
主
義　
「
一
」
に
つ
い
て
２
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
を

無
視

　
　
　

＃
数
の
原
理
と
し
て
の
一　

ens

と
置
き
換
え
可
能
な
一

10
章　

	「
も
の
」
と
「
記
号
」
―
オ
ッ
カ
ム
の
個
体
主
義
に
つ
い
て
の
一
考

察

　
　
　

	

＃
＃	

「
も
の
」
と
「
記
号
」
の
根
本
的
分
離　

オ
ッ
カ
ム
個
体
論
の
根

本
前
提

　
　
　

＃
記
号
＝
普
遍
と
も
の
＝
個
物
が
合
一
す
る
場
面
を
捨
象

11
章　

普
遍
と
個
体
―
個
体
化
の
原
理
に
つ
い
て

　
　
　

	

＃
＃	

オ
ッ
カ
ム
の
個
体
主
義
は
ス
コ
ト
ゥ
ス
の
個
体
化
理
論
に
よ
っ

て
準
備
さ
れ
た

　
　
　

＃
ト
マ
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
・
オ
ッ
カ
ム
の
個
体
認
識
と
個
体
化
原
理

す
な
わ
ち
、
オ
ッ
カ
ム
の
個
体
主
義
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
彼
の
認
識
理
論
を
理

解
す
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
か
ら
、
ト
マ
ス
と
オ
ッ
カ
ム
さ
ら
に
は
ス
コ
ト
ゥ

ス
も
比
較
対
象
に
加
え
、
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
内
容
を
ふ
ま
え
、
書
籍
全
体
の
構
成
を
ま
と
め
た
も
の
が
、
先

ほ
ど
か
ら
参
照
し
て
い
る
表
１
で
あ
る
。

表１
初出順 章 見出し 内容

新 １章 霊魂論の崩壊と認識理論の変容
序論４ ２章 トマスの霊魂論―自己認識の問題

１ ３章 「オッカムの剃刀」―中世後期の精神的風土
７ ４章 認識におけるスペキエスの役割について

スペキエス
６ ５章 観念、スペキエス、ハビトゥス
２ ６章 抽象と直観

直観的認識５ ７章 オッカムにおける直観的認識の問題
新 ８章 学知の対象について
８ ９章 個体における存在と本質

個体論３ 10章
「もの」と「記号」―オッカムの個体主義についての
一考察

新 11章 普遍と個体―個体化の原理について
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こ
の
よ
う
に
全
体
の
構
成
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
抽
象
と
直
観
』
が
あ
る
意
図
を
以
っ
て
精
緻
に
、
つ
ま
り
そ
の
と
き
す
で
に
あ
る
パ
ー
ツ

を
並
べ
さ
ら
に
足
り
な
い
と
こ
ろ
を
書
き
下
ろ
し
、
構
築
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
再
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
確
か
に
そ
こ
で
示
さ
れ
て

い
る
の
は
、
既
に
「
ま
え
が
き
」
で
記
さ
れ
て
い
た
通
り
、
認
識
に
関
し
て
わ
れ
わ
れ
が
も
っ
て
い
る
前
提
が
オ
ッ
カ
ム
に
ま
で
遡
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
言
わ
ば
通
過
点
で
、
こ
の
『
抽
象
と
直
観
』
と
い
う
研
究
が
そ
も
そ
も
目
指
し
て
い
る
真
の
目
標
地
点
は
、
オ
ッ

カ
ム
が
作
っ
た
断
絶
の
そ
の
先
に
あ
る
、terra incognita

と
化
し
た
ト
マ
ス
の
形
而
上
学
で
あ
る
。

３
．
認
識
の
理
論　
可
知
的
ス
ペ
キ
エ
ス
を
介
す
る
知
性
に
よ
る
認
識

３
．
１
．
ス
ペ
キ
エ
ス
を
め
ぐ
る
素
朴
な
誤
解

こ
の
書
籍
が
言
わ
ば
構
築
物
の
よ
う
に
組
み
上
げ
ら
れ
た
構
造
を
し
て
い
る
と
い
う
の
は
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
う

い
う
構
築
物
に
お
い
て
一
部
だ
け
取
り
出
し
論
じ
る
の
は
本
来
き
わ
め
て
不
適
切
な
解
釈
方
法
だ
と
承
知
し
て
い
る
が
、
紙
面
の
制
約
も
あ
る
の

で
第
４
章
の
議
論
に
注
力
し
た
い
。
本
書
の
中
心
、
要
と
な
る
章
は
、
一
見
、
書
籍
タ
イ
ト
ル
と
同
じ
見
出
し
を
与
え
ら
れ
た
第
６
章
と
考
え
る

向
き
も
あ
る
か
と
思
う
が
、
直
前
に
述
べ
た
オ
ッ
カ
ム
の
作
っ
た
断
絶
を
乗
り
越
え
ト
マ
ス
の
形
而
上
学
に
ま
で
到
達
す
る
と
い
う
目
的
に
照
ら

せ
ば
、
可
知
的
ス
ペ
キ
エ
ス
に
つ
い
て
論
じ
た
第
４
章
「
認
識
に
お
け
る
ス
ペ
キ
エ
ス
の
役
割
に
つ
い
て
」（pp.103 -125

）
を
主
に
取
り
上
げ
考

察
す
べ
き
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

第
４
章
で
述
べ
ら
れ
る
可
知
的
ス
ペ
キ
エ
ス
に
つ
い
て
の
理
解
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、「
ス
ペ
キ
エ
ス
を
め
ぐ
る
素
朴
な
誤
解
」（p.129

）
と

稲
垣
氏
が
表
現
し
て
い
る
も
の
を
、
あ
え
て
ま
ず
取
り
上
げ
た
い
。
つ
ま
り
「
デ
モ
ク
リ
ト
ス
流
の
エ
イ
ド
ー
ラ
流
出
論
」（p.133

）
で
あ
る
。

ト
ー
マ
ス
・
リ
ー
ド
が
批
判
し
た
「
精
神
の
う
ち
な
る
観
念
」
に
し
て
も
、
オ
ッ
カ
ム
の
批
判
し
た
ス
ペ
キ
エ
ス
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
批
判
者
に

と
っ
て
ス
ペ
キ
エ
ス
が
エ
イ
ド
ー
ラ
説
に
近
い
形
で
理
解
さ
れ
て
い
た
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
で
は
そ
の
エ
イ
ド
ー
ラ
説
と
は
ど
の
よ
う
な
考
え



─ 53 ─

『抽象と直観』を哲学研究として読む

方
で
あ
っ
た
の
か
？

「
素
朴
な
誤
解
」
に
相
応
し
く
、
厳
密
で
は
な
い
が
分
か
り
や
す
い
モ
デ
ル
で
考
え
て
み
よ
う
。
原
子
論
者
が
視
覚
を
説
明
す
る
際
、
感
覚
さ
れ

る
と
こ
ろ
の
事
物
の
表
面
か
ら
、
薄
い
層
が
四
方
に
放
出
さ
れ
、
感
覚
す
る
者
に
入
っ
て
感
覚
表
象
と
い
う
視
覚
を
起
こ
す
と
彼
ら
は
言
う
。
エ

ピ
ク
ロ
ス
は
『
ヘ
ロ
ド
ト
ス
宛
の
手
紙
』
の
な
か
で
こ
う
表
現
し
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
物
体
の
表
面
か
ら
た
え
ず
粒
子
が
流
れ
出
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
他
の
粒
子
が
す
ぐ
そ
の
あ
と
に
と
っ
て
か
わ
る
の
で
、

物
体
の
減
少
は
観
察
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
放
出
さ
れ
た
粒
子
は
、
そ
れ
ら
が
固
体
の
部
分
を
構
成
し
て
い
た
と
き
原
子
が
も
っ
て
い
た
位
置

と
配
列
を
長
い
間
保
持
す
る
。････

ま
た
私
た
ち
が
物
体
の
形
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
の
物
体
か
ら
何
か
が
出
て
眼
に
は
い
っ
て

く
る
か
ら
だ
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
外
部
の
物
体
が
そ
れ
の
色
や
形
と
い
う
性
質
を
私
た
ち
に
印
象
づ
け
る
の
は
、
物
体
と

私
た
ち
の
間
に
あ
る
空
気
を
媒
介
と
し
て
で
な
く
、
ま
た
私
た
ち
か
ら
出
て
物
体
に
い
た
る
何
か
の
線
ま
た
は
流
れ
に
よ
る
の
で
も
な
く
て
、

む
し
ろ
物
体
自
体
か
ら
く
る
あ
る
薄
層
―
適
当
な
大
き
さ
の
―
が
私
た
ち
の
眼
ま
た
は
心
の
中
に
は
い
る
こ
と
に
よ
る
の
だ
か
ら
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
薄
層
あ
る
い
は
輪
郭
は
、
物
体
そ
の
も
の
と
同
じ
色
と
形
を
も
っ
て
い
る）

5
（

。

こ
の
薄
い
層
、
す
な
わ
ち
エ
イ
ド
ー
ラ
を
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
は
「
蛇
の
脱
皮
」「
蝉
の
抜
け
殻
」
と
表
現
し
た）

6
（

。
ス
ペ
キ
エ
ス
の
批
判
者
た
ち
は
こ

の
視
覚
・
感
覚
モ
デ
ル
を
そ
の
ま
ま
知
性
に
持
っ
て
行
っ
た
仕
方
で
ス
ペ
キ
エ
ス
を
理
解
し
、
誤
り
に
陥
っ
た
と
『
抽
象
と
直
観
』
の
中
で
繰
り

返
し
論
じ
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
十
分
説
得
的
だ
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
は
と
て
も
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
図
式

的
説
明
な
の
で
、
注
意
し
て
い
な
い
と
可
知
的
ス
ペ
キ
エ
ス
の
説
明
を
こ
の
図
式
的
な
説
明
に
寄
せ
て
誤
解
し
て
し
ま
う
危
険
性
は
常
に
あ
る
。

オ
ッ
カ
ム
も
ま
た
可
知
的
ス
ペ
キ
エ
ス
を
批
判
し
、
不
要
だ
と
〈
オ
ッ
カ
ム
の
カ
ミ
ソ
リ
〉
で
切
り
捨
て
た
が
、
本
書
に
お
い
て
そ
れ
が
誤
り

で
あ
っ
た
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
稲
垣
氏
は
、
知
性
認
識
を
説
明
す
る
た
め
に
ス
ペ
キ
エ
ス
は
必
要
だ
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
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の
ス
ペ
キ
エ
ス
に
つ
い
て
ど
う
い
う
仕
方
で
認
識
に
関
わ
っ
て
い
る
ど
う
い
う
も
の
か
、
本
書
で
の
主
張
を
追
っ
て
み
た
い
。

３
．
２
．
可
知
的
ス
ペ
キ
エ
ス
と
認
識
の
形
而
上
学

可
知
的
ス
ペ
キ
エ
ス
と
は
、
認
識
さ
れ
る
事
物
と
認
識
す
る
者
と
の
間
に
あ
っ
て
「
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
即
し
て
、
そ
れ
を
通
じ
て
認
識

す
る
」（p.105
）
と
こ
ろ
の
「
認
識
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
の
類
似
」（p.105

）、「
対
象
の
本
性
あ
る
い
は
何
性
に
関
す
る
再
現
・
表
示
」（p.106

）

で
あ
る
が
、「
認
識
対
象
に
よ
っ
て
直
接
的
に
認
識
主
体
の
上
に
刻
印
づ
け
ら
れ
た
類
似
で
は
な
い
」（p.107

）、
そ
し
て
「
認
識
さ
れ
る
と
こ
ろ

の
事
物
の
形
相
と
同
一
」（p.107

）
で
あ
る
、
と
説
明
さ
れ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
ス
ペ
キ
エ
ス
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
（quo/ qua

）、
そ
れ
に
即
し
て
（secundum

 quam

）、
そ
れ
を
通
じ
て
（per

）
知
性

が
認
識
す
る
も
の
で
あ
る
（p.105
）。
認
識
対
象
の
類
似
（sim

ilitudo

）
で
、
そ
れ
を
通
じ
て
認
識
さ
れ
る
と
か
説
明
が
あ
る
（p.105

）
の
で
、

〈
エ
イ
ド
ー
ラ
〉
モ
デ
ル
で
誤
解
さ
れ
た
の
も
故
な
し
で
は
な
い
が
、
だ
が
認
識
対
象
か
ら
受
動
的
に
受
け
取
る
（
刻
印
づ
け
ら
れ
る
）
よ
う
な
も

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
認
識
対
象
が
も
つ
形
相
（form

a

）
と
同
一
（idem

）
と
あ
る
（p.107

）。
さ
ら
に
、
こ
こ
で
「
同
一
」
と
言
う
際
の
「
一

つ
」
は
も
の
を
数
え
上
げ
る
際
の
最
初
（
最
小
の
自
然
数
）
と
い
う
意
味
で
の
一
で
は
な
く
、
形
而
上
学
的
な
一
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（p.117

）、

つ
ま
り
９
章
「
個
体
に
お
け
る
存
在
と
本
質
」
で
扱
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
意
味
で
の
一
で
あ
る
。

こ
こ
で
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
認
識
、
知
性
認
識
と
は
何
性quidditas

の
把
握
、
も
の
の
「
何
で
あ
る
か
」
を
認
識
す
る
こ
と

（p.105

）
で
あ
り
、
単
に
感
覚
的
な
把
捉
（
視
覚
な
ら
ば
色
や
形
）
と
は
異
な
る
。
そ
の
知
性
認
識
の
際
に
起
こ
る
抽
象
と
は
、
個
別
的
認
識
対

象
に
関
わ
る
〈
感
覚
表
象
〉
か
ら
本
性
・
何
性
に
関
わ
る
〈
可
知
的
ス
ペ
キ
エ
ス
〉
へ
の
移
行
の
こ
と
で
あ
る
（p.106

）。

そ
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
、
ス
ペ
キ
エ
ス
は
、
飛
ん
で
く
る
セ
ミ
の
抜
け
殻
（
対
象
物
の
模
写
）
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
わ
か
る
。
本
書
で

は
、
む
し
ろ
例
え
る
な
ら
光
だ
と
説
明
さ
れ
る
（p.113

）。
つ
ま
り
光
が
な
く
真
っ
暗
な
ら
ば
目
の
前
に
対
象
が
あ
っ
て
も
見
え
な
い
が
、
そ
れ

を
見
え
る
よ
う
に
す
る
の
が
光
で
あ
る
の
と
同
様
の
仕
方
で
、
対
象
に
対
す
る
知
性
認
識
を
可
能
す
る
よ
う
に
す
る
の
が
ス
ペ
キ
エ
ス
で
あ
る
と



─ 55 ─

『抽象と直観』を哲学研究として読む

説
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
ス
ペ
キ
エ
ス
と
は
、
も
っ
ぱ
ら
能
動
因
た
る
知
性
が
そ
れ
に
よ
っ
て
作
用
を
営
む
と
こ
ろ
の
形
相
で
あ
り
（p.109

）、
知

性
が
そ
れ
に
よ
っ
て
現
実
に
認
識
作
用
を
行
い
う
る
形
相
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
（p.111

）
と
。

可
知
的
ス
ペ
キ
エ
ス
の
役
割
と
し
て
は
、
二
通
り
あ
る
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
認
識
の
形
相
的
確
定
で
あ
り
、
事
物
が
い
か
な
る
も
の

と
し
て
認
識
さ
れ
る
か
を
確
定
す
る
（p.11（

）。
も
う
一
つ
は
認
識
作
用
の
能
動
的
根
源
と
し
て
の
役
割
で
あ
り
、
認
識
す
る
と
い
う
行
為
が
ス

ペ
キ
エ
ス
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
い
う
仕
方
で
介
在
す
る
（p.11（

）。
こ
の
二
つ
の
役
割
は
、「
ス
ペ
キ
エ
ス
は
認
識
作
用
に
た
い
し
て
形
相
的
確

定
（specificatio

）
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
識
を
成
立
さ
せ
る
」（p.11（

）
と
さ
れ
る
の
で
、
別
々
の
役
割
で
は
な
く
て
一
つ
の
事
柄
を
別
の

側
面
か
ら
記
述
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
前
者
は
さ
き
ほ
ど
「
認
識
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
事
物
の
形
相

と
同
一
」
と
表
現
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
、
後
者
は
「
一
種
の
光
に
た
と
え
る
べ
き
」
と
述
べ
ら
れ
た
点
を
表
し
て
い
る
と
解
し
得
る
。

そ
し
て
前
者
の
「
認
識
の
形
相
的
確
定
」
に
関
し
て
は
、
精
神
の
う
ち
に
あ
る
ス
ペ
キ
エ
ス
と
、
質
料
の
う
ち
に
あ
る
ス
ペ
キ
エ
ス
は
「
同
一
」

で
あ
る
（p.116

）
と
表
現
さ
れ
る
。
知
性
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
な
る
、
す
な
わ
ち
認
識
対
象
の
形
相
を
受
け
取
り
、
あ
る
特
殊
な
意
味
で
認
識
対

象
と
同
一
に
な
る
こ
と
が
認
識
だ
と
前
提
さ
れ
る
が
、
こ
れ
を
可
能
に
す
る
の
が
ス
ペ
キ
エ
ス
だ
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
前
提

に
関
し
て
、
こ
の
こ
と
を
承
認
す
る
こ
と
な
し
に
は
「
私
は
ま
さ
し
く
こ
の
物
、
こ
の
人
間
―
な
ん
ら
か
の
観
念
や
印
象
で
は
な
く
―
を
認

識
し
て
い
る
」
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
認
識
経
験
を
理
論
的
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（p.116

）。
つ
ま
り
ト
マ
ス
は
、

真
っ
青
な
空
を
眺
め
な
が
ら
「
わ
た
し
が
認
識
し
て
い
る
の
は
青
空
で
は
な
く
て
青
空
の
知
覚
像
で
は
な
い
な
い
だ
ろ
う
か
？
」
な
ど
と
い
う
疑

い
を
も
た
な
い
、
持
つ
必
要
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
た
し
が
認
識
で
捉
え
た
青
空
の
形
相
と
青
空
自
体
の
形
相
は
同
一
で
あ
る
と
ス
ペ

キ
エ
ス
の
介
在
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
言
う
稲
垣
氏
は
、
オ
ッ
カ
ム
だ
け
な
く
近
代
以
降
の
哲
学
を
敵
に
回
し
て
「
認

識
と
は
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
ま
で
踏
み
込
ん
で
論
じ
な
け
れ
ば
十
全
な
哲
学
的
説
明
が
な
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
」
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
「
認
識
の
形
相
的
確
定
」
に
関
し
て
言
え
ば
、
ス
ペ
キ
エ
ス
を
受
け
と
る
と
は
、
知
性
が
事
物
の
本
性
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
「
動
か
さ

れ
る
」
こ
と
、
そ
の
こ
と
を
意
味
す
る
（p.136

）、
認
識
行
為
を
行
為
と
し
て
成
立
さ
せ
る
原
理
と
し
て
の
形
相
は
対
象
た
る
事
物
の
本
性
そ
の
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も
の
で
あ
る
（p.139

）
と
説
明
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
説
明
は
、
知
性
と
事
物
と
の
合
一
と
い
う
認
識
成
立
の
根
拠
を
形
而
上
学
的
言
語

で
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
（p.139

）
と
述
べ
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
可
知
的
ス
ペ
キ
エ
ス
と
は
純
粋
に
形
而
上
学
的
な
存
在
者
で
あ
り
、
図
式

的
に
「
要
す
る
に
ス
ペ
キ
エ
ス
と
は
」
と
い
う
仕
方
で
安
易
に
説
明
さ
れ
る
こ
と
を
事
柄
自
体
が
拒
ん
で
い
る
。

稲
垣
氏
は
、
直
観
的
認
識
に
基
づ
く
ス
コ
ト
ゥ
ス
・
オ
ッ
カ
ム
の
認
識
理
論
を
「
事
実
に
つ
い
て
の
単
に
経
験
的
・
記
述
的
な
言
語
」
で
「
認

識
行
為
そ
の
も
の
の
可
能
性
も
し
く
は
本
質
に
何
ら
触
れ
る
も
の
で
は
な
い
」（p.1（6

）
と
批
判
し
て
い
る
。
認
識
の
可
能
性
つ
ま
り
な
ぜ
知
性

に
よ
る
認
識
が
可
能
で
あ
る
の
か
を
説
明
で
き
な
い
の
で
、
オ
ッ
カ
ム
以
降
の
認
識
理
論
は
哲
学
的
に
不
十
分
で
あ
る
、
と
。
つ
ま
り
形
而
上
学

的
な
説
明
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
初
め
て
認
識
に
関
す
る
十
全
な
哲
学
理
論
と
な
り
う
る
と
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
認
識
に
つ
い
て
哲
学
と
し

て
応
答
す
る
た
め
に
は
形
而
上
学
に
ま
で
踏
み
込
み
可
知
的
ス
ペ
キ
エ
ス
ま
で
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

４
．
自
己
認
識
と
存
在
の
問
題

す
で
に
十
分
、
議
論
が
難
解
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、「
認
識
の
形
而
上
学
」
に
つ
い
て
も
う
少
し
説
明
を
付
け
加
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

認
識
の
理
論
に
お
け
る
存
在esse

と
い
う
形
相
の
扱
い
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。

『
抽
象
と
直
観
』
第
４
章
の
途
中
で
神
の
自
己
認
識
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
神
は
自
己
認
識
を
通
じ
て
す
べ
て
の
被
造
物
を
認
識
す
る
が
、
神
な

ら
ぬ
人
間
は
自
己
認
識
で
は
外
界
の
事
物
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
認
識
で
き
な
い
の
で
、
認
識
す
る
た
め
に
は
ス
ペ
キ
エ
ス
を
要
す
る
、
と
い
う
議

論
で
あ
る
（pp.118 -110

）。

前
節
に
お
い
て
述
べ
た
可
知
的
ス
ペ
キ
エ
ス
の
２
つ
目
の
役
割
で
あ
る
「
認
識
作
用
の
能
動
的
根
源
」
に
関
し
て
、
つ
ま
り
認
識
す
る
と
い
う

行
為
が
ス
ペ
キ
エ
ス
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、esse

に
よ
る
現
実
化
・
活
性
化
が
必
要
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち

ス
ペ
キ
エ
ス
の
形
相
的
確
定
と
い
う
働
き
に
関
し
て
は
ス
ペ
キ
エ
ス
が
自
前
で
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
能
動
的
根
源
と
い
う
役
割
に
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つ
い
て
は
、「
よ
り
高
次
の
現
実
態actus

に
よ
っ
て
現
実
化
な
い
し
活
性
化
さ
れ
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（p.11（

）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
「
よ
り
高
次
の
現
実
態
」
と
い
う
の
が
「
存
在
（esse

）」
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
「
存
在
に
よ
る
形
相
の
現
実
化
」
と
も
表
現
す
べ
き
こ
の
考
え
方
は
、
知
性
認
識
（intelligere

）
の
根
元
に
は
存
在
（esse

）
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
洞
察
で
あ
る
。
神
の
認
識
に
お
い
て
は
知
性
認
識
す
る
こ
と
と
存
在
す
る
こ
と
は
同
一
の
事
態
と
し
て
あ
る
が
、
も
ち

ろ
ん
神
な
ら
ぬ
人
間
に
お
い
て
は
同
一
で
は
な
い
（p.11（

）。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
人
間
的
認
識
に
お
い
て
も
、「
認
識
す
る
」
と
い
う
行
為
（
＝

現
実
態
）
の
直
接
的
で
主
要
的
な
根
源
は
「
存
在
す
る
」
と
い
う
現
実
態
で
あ
る
と
い
う
洞
察
が
述
べ
ら
れ
る
（p.11（

）。

こ
の
存
在
に
よ
る
形
相
の
現
実
化
に
関
し
て
、
こ
う
説
明
さ
れ
る
。
同
一
の
ス
ペ
キ
エ
ス
な
い
し
形
相
が
自
然
的
存
在
（esse naturale

）
に

よ
っ
て
現
実
化
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
自
然
的
ス
ペ
キ
エ
ス
と
呼
ば
れ
、
志
向
的
存
在
（esse intentionale

）
に
よ
っ
て
現
実
化
さ
れ

て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
可
知
的
ス
ペ
キ
エ
ス
と
呼
ば
れ
る
（p.117

）
と
。『
抽
象
と
直
観
』
で
論
じ
ら
れ
る
ト
マ
ス
の
認
識
論
は
正
真
正
銘
、

純
粋
な
形
而
上
学
的
理
論
で
あ
り
、
質
料
・
形
相
や
可
能
態
・
現
実
態
と
い
う
枠
組
み
を
駆
使
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。

結
語
に
代
え
て

刊
行
か
ら
７
年
後
の
１
９
９
７
年
に
中
世
哲
学
会
で
『
抽
象
と
直
観
』
の
書
評
会
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
際
、
筆
者
コ
メ
ン
ト
で
稲
垣
氏
は
「『
存

在
』
の
形
而
上
学
の
構
築
を
目
指
す
べ
き
」
だ
が
「
仕
事
は
一
向
に
進
ん
で
い
な
い
」
と
認
め
た
上
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。

認
識
の
形
而
上
学
に
つ
い
て
は
、
た
ん
に
「
形
而
上
学
的
な
認
識
理
論
」
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
知
性
認
識
へ
の
ふ
り
か
え
り
を
徹
底

さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
「
存
在
」
の
形
而
上
学
の
構
築
を
め
ざ
す
べ
き
で
あ
る
、
と
考
え
て
お
り
、『
抽
象
と
直
観
』
の
続
編
と
し
て
ぜ
ひ
ま

と
ま
っ
た
形
で
公
け
に
し
た
い
と
願
っ
て
い
る）

7
（

。
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と
こ
ろ
で
稲
垣
氏
を
ご
存
知
の
方
な
ら
ほ
と
ん
ど
の
方
に
同
意
い
た
だ
け
る
と
思
う
の
だ
が
、
氏
は
実
に
責
任
感
の
強
い
方
で
あ
っ
た
。
責
務

を
果
た
す
と
い
う
こ
と
に
忠
実
で
、
実
際
さ
ま
ざ
ま
な
責
務
を
見
事
な
ま
で
に
果
た
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
九
州
大
学
に
奉
職
さ
れ
て
い
た
時
に

は
哲
学
科
、
哲
学
・
哲
学
史
の
第
一
講
座
教
授
と
し
て
「
哲
学
を
論
じ
る
べ
き
」
と
い
う
努
め
を
自
ら
に
課
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

そ
し
て
本
書
は
そ
の
よ
う
な
哲
学
的
営
み
の
集
大
成
、
控
え
め
に
表
現
し
て
も
集
大
成
の
一
角
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

九
州
大
学
の
定
年
退
職
は
１
９
９
２
年
３
月
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
も
し
あ
と
10
年
先
で
あ
っ
た
な
ら
、
つ
ま
り
自
ら
に
哲
学
を
論
じ
る
こ
と

を
課
す
る
期
間
が
『
抽
象
と
直
観
』
後
に
あ
と
10
年
あ
っ
た
な
ら
、『
抽
象
と
直
観
』
の
続
編
が
存
在
の
形
而
上
学
を
論
じ
た
研
究
書）

8
（

と
し
て
出
て

い
た
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
形
相
を
現
実
態
へ
も
た
ら
すesse

に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
ら
か
に
す
る
と
い
う
の
は
正
直
な
と
こ
ろ
、
こ

の
わ
た
し
の
手
に
余
る
難
題
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
こ
で
行
っ
た
考
察
が
『
抽
象
と
直
観
』
の
解
釈
と
し
て
適
切
か
ど
う
か
と
い
う
点
す

ら
も
お
ぼ
つ
か
な
い
。
む
し
ろ
読
者
諸
氏
に
お
か
れ
て
は
こ
こ
で
の
解
釈
を
い
ぶ
か
し
み
、
確
認
の
た
め
に
『
抽
象
と
直
観
』
を
再
読
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

註

（
1
）	

稲
垣
良
典
『
抽
象
と
直
観 

中
世
後
期
認
識
理
論
の
研
究
』
創
文
社
、
１
９
９
０
年
３
月
。

（
2
）	

中
世
哲
学
会
に
よ
る
稲
垣
先
生
追
悼
の
一
環
と
し
て
略
歴
と
研
究
業
績
リ
ス
ト
の
作
成
と
い
う
機
会
も
あ
っ
た
こ
と
も
記
し
て
お
き
た
い
。『
中
世
思
想

研
究
』
6（
号
、
中
世
哲
学
会
、
２
０
２
２
年
９
月
、pp.17 -25

。

（
3
）	

そ
の
学
術
的
重
要
性
に
比
し
て
こ
の
研
究
書
の
書
評
は
あ
ま
り
多
く
な
い
よ
う
に
思
う
。
そ
の
少
な
い
書
評
の
中
で
も
水
田
英
実
氏
の
手
に
よ
る
も
の

は
正
確
な
読
解
に
基
づ
く
論
考
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ゆ
え
に
難
解
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。『
中
世
思
想
研
究
』
32
号
、
中
世
哲
学
会
、
１
９
９
０
年

９
月
、pp.181 -185

。

（
（
）	

学
術
大
会
当
日
は
、
本
提
題
のlim

itation

と
し
て
次
の
3
点
を
明
示
し
て
か
ら
本
題
へ
と
入
っ
た
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。
⑴ 

提
題
者
の
専
門
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は
12
世
紀
で
あ
り
、
13
世
紀
以
降
は
門
外
漢
で
あ
る
こ
と
。
⑵ 

提
題
者
は
門
下
生
の
な
か
で
もnovissim

us

（
最
年
少
の
、
も
っ
と
も
出
来
の
悪
い
）

で
あ
る
こ
と
を
自
認
し
て
い
る
こ
と
。
⑶ 『
抽
象
と
直
観
』
を
正
し
く
解
釈
す
る
こ
と
は
、
著
者
の
思
想
（
著
作
群
）
全
体
の
な
か
で
位
置
付
け
て
こ

そ
可
能
に
な
る
こ
と
を
理
解
し
た
上
で
あ
え
て
本
書
の
み
を
取
り
上
げ
解
釈
し
て
い
る
こ
と
。
そ
の
よ
う
なlim

itation

が
あ
る
な
か
で
も
あ
え
て
こ
の

よ
う
な
提
題
を
行
っ
た
意
図
は
、「
こ
う
で
は
な
い
か
？
」
と
い
う
先
生
の
問
い
か
け
に
応
答
を
試
み
る
の
が
先
生
を
追
悼
す
る
こ
と
で
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
参
加
の
皆
さ
ま
・
本
稿
の
読
者
の
皆
さ
ま
に
も
そ
の
応
答
に
参
加
い
た
だ
く
こ
と
が
先
生
へ
の
追
悼
に
な
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

（
5
）	

市
場
泰
男
『
夢
か
科
学
か
妄
説
か　

古
代
中
世
の
自
然
観
』
平
凡
社
、
１
９
８
７
年
７
月
、p.87；

エ
ピ
ク
ロ
ス
『
教
説
と
手
紙
』
岩
波
書
店
、
１
９

５
９
年
４
月
、pp.16 -18

。

（
6
）	

ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
『
事
物
の
本
性
に
つ
い
て
』
岩
波
書
店
、
１
９
６
１
年
８
月
、p.161

。

（
7
）	『
中
世
思
想
研
究
』
（0
号
、
中
世
哲
学
会
、
１
９
９
８
年
９
月
、p.168

。

（
8
）	

２
０
１
３
年
に
『
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
「
存エ

ッ
セ在

」
の
形
而
上
学
』
と
題
す
る
研
究
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
現
時
点
で
こ
の
著
書
に
つ
い
て

『
抽
象
と
直
観
』
と
の
関
連
で
十
分
に
検
討
す
る
準
備
が
わ
た
し
に
は
な
い
。
稲
垣
良
典
『
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
「
存エ

ッ
セ在

」
の
形
而
上
学
』
春
秋
社
、

２
０
１
３
年
12
月
。

（
福
岡
歯
科
大
学
・
教
授
）


