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は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
十
二
世
紀
ス
ペ
イ
ン
・
コ
ル
ド
バ
の
哲
学
者
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
（A

verroes/Ibn R
ushd, 1126-1198

）
の
『「
霊
魂
論
」

大
註
解
』（C

om
m

entarium
 m

agnum
 in A

ristotelis de anim
a libros

）、
と
り
わ
け
そ
の
第
三
巻
の
「
知
性
（intellectus

）
論
」
に

焦
点
を
絞
り
、彼
の
議
論
を
再
考
す
る
こ
と
に
あ
る（

１
）。
本
稿
で
は
、特
に
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
の
知
性
論
の
骨
格
と
、ま
た
彼
が
い
わ
ゆ
る
「
知

性
単
一
説
」
と
称
さ
れ
る
も
の
を
ど
の
よ
う
に
正
当
化
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い（

２
）。
こ
れ
ま
で
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
な
ど
の
ス
コ

ラ
学
者
、
お
よ
び
そ
の
影
響
を
受
け
た
後
世
の
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
「
知
性
単
一
説
」
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
議
論
を
「
歪
曲
」
し
た

も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
説
は
一
つ
の
深
刻
な
ア
ポ
リ
ア
を
も
た
ら
す
と
思
わ
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
そ
れ
は
、

も
し
全
人
類
が
一
つ
の
知
性
し
か
有
さ
な
い
と
し
た
ら
、
私
が
或
る
事
物
を
思
考
し
た
ら
、
あ
な
た
、
も
し
く
は
他
の
第
三
者
も
そ
の
同

一
の
も
の
を
同
時
に
思
考
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
も
の
だ
。
だ
が
、
こ
の
難
点
に
た
い
し
て
も
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
自

身
が
あ
ら
か
じ
め
答
え
を
与
え
て
い
た
こ
と
を
本
稿
で
は
考
察
す
る
。
以
下
で
は
、
上
記
の
課
題
に
対
し
て
、「
知
性
論
」
が
展
開
さ
れ

ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
「
知
性
論
」
の
基
本
原
理

ア
ダ
ム
・
タ
カ
ハ
シ
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て
い
る
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
の
『「
霊
魂
論
」
大
註
解
』
第
三
巻
を
中
心
に
検
討
を
行
う
。

１
．「
質
料
的
知
性
」（intellectus m

aterialis

）
の
単
一
性
と
「
志
向
的
概
念
」（intentio

）

　

ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
が
「
知
性
論
」
を
展
開
し
た
の
は
『「
霊
魂
論
」
大
註
解
』
第
三
巻
で
あ
る
。
特
に
、
次
の
二
箇
所
の
議
論
が
重
要
に

な
る
。
一
つ
は
『「
霊
魂
論
」
大
註
解
』
第
三
巻
第
五
章
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
同
巻
第
十
八
章
で
あ
る（
３
）。
た
だ
し
、
第
五
章
に
先
立
つ

第
四
章
の
註
解
で
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
は
知
性
の
本
性
に
か
ん
し
て
重
要
な
指
摘
を
行
う（

４
）。

① 

知
性
は
「
受
動
的
な
能
力
」（virtus passiva

）
で
あ
る
こ
と
。

② 

知
性
は
身
体
で
も
身
体
的
能
力
で
も
な
い
の
で
、
可
変
的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。

こ
の
二
点
は
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
に
と
っ
て
、
知
性
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
る
事
柄
の
「
原
理
」（principium

）
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

上
記
の
①
と
②
は
そ
れ
ぞ
れ
原
理
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
が
後
続
の
議
論
の
前
提
と
し
て
は
た
ら
く
こ
と
に
な
る
。

　

上
記
の
原
理
②
に
つ
い
て
は
後
段
で
触
れ
る
と
し
て
、
ま
ず
原
理
①
の
論
点
に
つ
い
て
補
足
す
る
。
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
に
よ
る
と
、
私
た

ち
の
精
神
の
外
部
に
存
在
す
る
事
物
を
私
た
ち
が
思
惟
す
る
時
に
、
私
た
ち
の
「
理
性
的
霊
魂
」（anim

a rationalis

）、
す
な
わ
ち
知
性

は
、
そ
れ
ら
の
事
物
の
「
形
相
」
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
動
か
さ
れ
る
限
り
で
「
受
動
的
」
で
あ
る
。
こ
の
知
性
の
受
動

的
性
格
の
点
で
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
な
ら
っ
て
、
知
性
の
働
き
が
感
覚
の
働
き
と
類
比
的
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
す

る
。
た
だ
し
、
知
性
と
感
覚
の
そ
れ
ぞ
れ
を
動
か
す
対
象
に
か
ん
し
て
は
、
大
き
な
相
違
が
存
在
す
る
。
感
覚
の
場
合
、
感
覚
に
よ
っ
て

捉
え
ら
れ
る
対
象
は
あ
く
ま
で
私
た
ち
の
精
神
の
「
外
」
に
存
在
す
る
可
感
的
事
物
で
あ
る
。
対
し
て
、私
た
ち
の
知
性
を
動
か
す
の
は
、
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私
た
ち
の
精
神
の
「
内
」
に
あ
る
対
象
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
知
性
を
動
か
す
対
象
は
「
志
向
的
概
念
」（intentio

）
と

呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る（

５
）。
感
覚
と
知
性
と
の
類
比
、
お
よ
び
両
者
の
対
象
の
相
違
に
つ
い
て
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
は
、
簡
潔
に
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。し

た
が
っ
て
、
感
覚
が
可
感
的
対
象
を
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
、
理
性
的
霊
魂
は
「
表
象
能
力
」（virtus im

aginativa

）

に
お
い
て
存
在
す
る
志
向
的
概
念
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る（

６
）。

知
性
は
、私
た
ち
の
精
神
の
外
に
存
在
す
る
可
感
的
な
事
物
を
直
接
受
容
す
る
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
外
的
な
事
物
の
「
志
向
的
概
念
」

に
よ
っ
て
知
性
は
動
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
志
向
的
概
念
お
よ
び
、
そ
れ
が
存
在
す
る
場
所
と
さ
れ
る
「
表
象
能
力
」
に
つ
い
て
は

後
に
再
度
論
じ
る
。

　

さ
て
、
知
性
の
本
性
を
め
ぐ
る
二
つ
の
原
理
（
①
受
動
的
な
能
力
で
あ
る
こ
と
、
②
身
体
で
も
身
体
的
能
力
で
も
な
い
こ
と
）
を
い
っ

た
ん
踏
ま
え
た
う
え
で
、
第
五
章
に
お
け
る
議
論
に
目
を
転
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
こ
で
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
は
知
性
の
内
実
を
よ
り
詳
細

に
語
っ
て
い
く
。
彼
に
よ
る
と
、
私
た
ち
の
知
性
は
或
る
も
の
を
思
惟
す
る
か
ぎ
り
で
「
す
べ
て
の
も
の
に
な
る
」（efficitur om

ne

）

こ
と
が
で
き
る
、
す
な
わ
ち
す
べ
て
の
思
惟
的
対
象
へ
と
転
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
は
、
こ
の
「
す
べ
て
の
も
の
に
な
る
」

と
い
う
性
格
を
有
す
る
知
性
を
「
質
料
的
知
性
」（intellectus m

aterialis
）
と
呼
ん
だ（
７
）。

　
「
す
べ
て
の
も
の
に
な
る
」
と
言
わ
れ
る
「
質
料
的
知
性
」
の
特
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
は
世
界
の
事
物
の
質

料
的
な
原
理
と
し
て
「
す
べ
て
の
も
の
に
な
る
」
も
の
で
あ
る
「
第
一
質
料
」（m

ateria prim
a

）
と
の
類
似
性
と
差
異
を
議
論
す
る
。

彼
に
よ
る
と
、
こ
の
両
者
に
は
決
定
的
な
違
い
が
存
在
す
る
と
い
う
。
と
い
う
の
も
、「
第
一
質
料
」
が
受
容
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
「
何
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か
こ
れ
」（aliquid hoc

）
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
個
体
的
」（individualis

）
な
形
相
で
あ
る
。
こ
の
個
体
的
な
も
の
は
（
私
た
ち

の
身
体
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
）
可
滅
的
で
あ
る
。
で
は
、
質
料
的
知
性
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
前
述
の
原
理
②
が
重
要

に
な
る
。
知
性
は
「
身
体
で
も
身
体
的
能
力
で
も
な
い
」
の
で
、
そ
れ
自
体
が
個
体
的
な
形
相
を
受
容
す
る
こ
と
は
な
い
。
代
わ
り
に
質

料
的
知
性
が
受
容
す
る
の
は
「
普
遍
的
」（universalis

）
な
形
相
で
あ
り
、
そ
れ
は
生
成
消
滅
す
る
も
の
で
は
な
い（
８
）。

も
し
知
性
が
個

体
的
な
形
相
を
受
容
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
知
性
そ
の
も
の
が
「
何
か
こ
れ
」
と
名
指
さ
れ
う
る
生
成
消
滅
す
る
個
体
的
実
体
に
転
じ
る
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
は
質
料
的
知
性
を
個
体
的
な
実
体
で
も
な
け
れ
ば
、
身
体
で
も
身
体
の
能
力
で
も
な

い
と
幾
度
も
注
記
す
る（

９
）。

　
「
質
料
的
知
性
」
は
、
た
し
か
に
「
質
料
的
」
と
い
う
形
容
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、「
第
一
質
料
」
や
そ
れ
か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
の
世
界

の
事
物
と
は
異
な
り
、「
何
か
こ
れ
」（aliquid hoc

）
と
指
示
で
き
る
よ
う
な
個
体
的
な
実
体
で
も
な
い
。
こ
の
こ
と
は
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス

の
知
性
理
解
に
対
し
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、個
体
的
実
体
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
の
原
則
か
ら
、

「（
質
料
的
）
知
性
」
は
各
個
人
に
応
じ
て
数
的
に
多
数
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。

個
体
的
な
実
体
で
は
な
い
な
ら
ば
、
私
た
ち
の
認
識
者
に
応
じ
て
多
数
の
形
で
存
在
す
る
も
の
も
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と

が
、「
質
料
的
知
性
は
人
間
の
全
個
体
に
お
い
て
数
的
に
一
つ
で
あ
る
」（intellectus m

aterialis est unus in num
ero in om

nibus 

individuis hom
inum

）
と
い
う
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
の
主
張
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
「
知
性
単
一
説
」
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る）
（1
（

。

２
．「
能
動
的
知
性
」（intellectus agens

）
と
「
思
惟
さ
れ
る
も
の
」（intellectum

）

　

ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
に
と
っ
て
、知
性
は
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
質
料
的
知
性
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
特
に
重
要
と
な
る
の
は
「
能
動
的
知
性
」

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
存
在
に
も
注
意
を
払
い
な
が
ら
、
さ
ら
に
彼
の
知
性
論
の
骨
格
を
、
第
五
章
に
加
え
て
他
の
章
を
参
照
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し
つ
つ
追
う
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
前
提
と
し
て
、
質
料
的
知
性
の
役
割
は
志
向
的
概
念
を
受
容
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の

志
向
的
概
念
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
現
実
態
と
し
て
の
「
思
惟
さ
れ
る
も
の
（
思
惟
的
対
象
）」（intellectum

）
で
は
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
志
向
的
概
念
が
そ
の
ま
ま
の
状
態
に
と
ど
ま
る
限
り
で
は
質
料
的
知
性
は
何
も
思
惟
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
の

志
向
的
概
念
を
、
現
実
態
と
し
て
の
「
思
惟
さ
れ
る
も
の
」
へ
と
転
じ
る
知
性
、
あ
る
い
は
そ
の
概
念
に
「
作
用
」（agens

）
す
る
こ
と

で
、
可
能
態
と
し
て
思
惟
的
対
象
で
あ
る
も
の
を
現
実
的
な
思
惟
的
対
象
へ
と
転
じ
る
原
理
が
必
要
に
な
る
。
そ
の
原
理
が
「
能
動
的
知

性
」（intellectus agens
）
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
知
性
の
役
割
に
つ
い
て
、ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
は
簡
潔
に
整
理
し
て
、次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

と
い
う
の
も
、
抽
象
と
は
、
志
向
的
概
念
を
、〔
そ
の
概
念
が
思
惟
的
対
象
と
し
て
〕
可
能
態
に
あ
っ
た
後
に
、
現
実
的
な
思
惟
的

対
象
へ
と
転
じ
る
こ
と
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
か
ら
だ
。
ま
た
、
思
惟
す
る
こ
と
と
は
、
こ
れ
ら
の
志
向
的
概
念
を
受
容
す
る
こ

と
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
本
質
の
点
で
同
一
の
も
の
、
す
な
わ
ち
志
向
的
概
念
が
、
あ
る
階
層
か
ら
別
の

階
層
へ
と
転
移
す
る
の
を
見
出
す
と
き
、
こ
の
こ
と
は
能
動
者
と
受
容
者
と
い
う
原
因
か
ら
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
た
。

受
容
者
は
質
料
的
〔
知
性
〕
で
あ
り
、
能
動
者
は
作
用
的
〔
で
あ
る
所
の
知
性
〕
で
あ
る）

（（
（

。

能
動
的
知
性
の
役
割
は
「
抽
象
」（abstrahere

）
で
あ
り
、
そ
れ
は
思
惟
さ
れ
る
も
の
と
し
て
は
可
能
態
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
志
向
的

概
念
へ
と
作
用
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
現
実
態
と
し
て
存
在
す
る
思
惟
さ
れ
る
も
の
へ
と
転
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
能
動
的
知
性
に
よ
っ
て

現
実
的
な
思
惟
対
象
へ
と
転
じ
た
も
の
を
質
料
的
知
性
が
受
容
す
る
こ
と
で
、
知
性
は
実
際
の
「
思
惟
」（intelligere

）
を
行
う
こ
と
が

可
能
と
な
る
の
だ
。

　

こ
こ
で
「
思
惟
さ
れ
る
も
の
」（intellectum

）
の
本
性
に
つ
い
て
注
記
す
べ
き
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、「
思
惟
さ
れ
る
も
の
」
の
ス
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テ
イ
タ
ス
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
と
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
以
後
の
ス
コ
ラ
学
的
伝
統
で
は
、
大
き
な
差
異
が
存
在
す
る
か
ら

だ
。B

ernardo C
. B

azàn 

が
論
じ
た
よ
う
に
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
に
お
い
て
「
思
惟
さ
れ
る
も
の
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
は
、
ト
マ
ス
・

ア
ク
ィ
ナ
ス
に
よ
っ
て
「
可
知
的
形
象
」（species intelligibilis

）
と
解
釈
さ
れ
、さ
ら
に
（
本
来
の
「
思
惟
さ
れ
る
も
の
」
で
あ
る
）「
本

質
」（quidditas
）
を
伝
え
る
た
め
の
「
媒
体
」（m

edium
/obiectum

 quo

）
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
、
同
じ
く 

B
azàn 

が
論
じ
た
よ
う
に
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
に
お
い
て
可
能
的
な
志
向
的
概
念
、
お
よ
び
現
実
態
と
し
て
存
在
す
る
「
思
惟
さ
れ
る
も
の
」

は
、
そ
の
よ
う
な
「
媒
体
」
で
は
な
か
っ
た）

（1
（

。“intellectum
” 

は
、
そ
れ
自
体
が
思
惟
的
対
象
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
よ
り
本

質
的
な
も
の
が
控
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。

　

ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
に
と
っ
て
、
志
向
的
概
念
と
思
惟
さ
れ
る
も
の
と
の
関
係
は
、
前
者
が
「
可
能
態
」
に
あ
り
、
後
者
が
「
現
実
態
」
と

し
て
あ
る
と
い
う
相
違
で
し
か
な
く
、
こ
れ
ら
二
者
も
前
者
が
対
象
を
伝
え
る
「
媒
体
」
で
、
後
者
が
そ
の
媒
体
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る

「
本
質
」
で
あ
る
と
い
っ
た
相
違
は
な
い
。
ゆ
え
に
、
先
の
引
用
（In D

e anim
a, III, com

m
. 18, p. 439

）
で
示
し
た
よ
う
に
、
志
向

的
概
念
か
ら
「
現
実
態
と
し
て
存
在
す
る
思
惟
的
対
象
」（intellectum

 in actu

）
へ
の
変
化
は
「
同
一
の
も
の
」（idem

）
が
「
あ
る

階
層
か
ら
別
の
階
層
へ
と
転
移
す
る
」（transferri de ordine in ordinem

）
こ
と
と
し
て
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

３
．「
知
性
単
一
説
」
の
ア
ポ
リ
ア
：「
思
惟
さ
れ
る
も
の
」
の
二
つ
の
「
基
体
」（subiectum

）

　

こ
こ
ま
で
質
料
的
知
性
と
能
動
的
知
性
の
基
本
的
性
格
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
感
覚
に
お
い
て
受
け
取
ら
れ
た
表
象
的
概
念
に
能
動
的

知
性
が
作
用
す
る
こ
と
で
、
そ
の
概
念
は
現
実
的
な
「
思
惟
さ
れ
る
も
の
（
思
惟
的
対
象
）」
へ
と
転
じ
、
質
料
的
知
性
が
そ
れ
を
受
け

取
る
こ
と
で
現
実
的
に
思
惟
す
る
も
の
へ
と
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
の
知
性
論
の
骨
格
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
こ
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ろ
で
、「
知
性
単
一
説
」
と
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
と
ア
ポ
リ
ア
の
問
題
に
立
ち
返
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
に
と
っ
て
知
性
の
単
一
性
は
、
そ
れ
ほ
ど
複
雑
な
議
論
の
果
て
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
知
性
が
質
料
的

な
原
理
を
欠
く
か
ぎ
り
で
、
個
体
と
し
て
多
数
化
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
そ
の
点
で
、
彼
は
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。

と
い
う
の
も
、も
し
そ
の
質
料
的
知
性
が
、人
間
の
諸
個
体
の
数
に
よ
っ
て
数
え
ら
れ
る
と
措
定
す
る
な
ら
、そ
れ
は
「
何
か
こ
れ
」、

す
な
わ
ち
身
体
か
身
体
的
能
力
で
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う）

（1
（

。

ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
は
質
料
的
知
性
が
人
間
の
個
体
に
よ
っ
て
多
数
化
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
数
的
に
一
つ
で
あ
る
と
述
べ
る
。
だ
が
、

周
知
の
ご
と
く
、
こ
の
「
知
性
単
一
説
」
は
、
深
刻
な
ア
ポ
リ
ア
を
も
た
ら
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
知
性
が
人
類
に
お

い
て
数
的
に
一
つ
の
も
の
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
私
が
思
惟
し
て
い
る
対
象
を
、
同
時
に
あ
な
た
、
あ
る
い
は
第
三

者
が
同
じ
よ
う
に
思
惟
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス

が
ど
の
よ
う
に
応
答
し
た
の
か
を
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
は
、
知
性
が
人
間
の
個
体
に
応
じ
て
多
数
で
は
な
い
と
い
う
説
と
、
実
際
の
私
た
ち
の
認
識
の
多
数
性
の
あ
い
だ
の
乖

離
に
つ
い
て
十
分
に
注
意
を
払
っ
て
い
た
。
だ
が
、
そ
の
乖
離
を
前
に
し
て
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
な
ど
の
よ
う
に
、
霊
魂
を
「
身
体

の
現
実
態
」
で
あ
る
と
規
定
す
る
こ
と
で
、
そ
の
霊
魂
の
一
部
で
あ
る
知
性
も
身
体
の
数
に
応
じ
て
多
数
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
な

い
。
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
の
見
解
を
理
解
す
る
に
あ
た
り
重
要
に
な
る
の
が
、「
思
惟
さ
れ
る
も
の
」
が
二
つ
の
「
基
体
」（subiectum

）
を
持
っ

て
い
る
と
す
る
彼
の
議
論
で
あ
る
。
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ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
は
「
思
惟
さ
れ
る
も
の
」
の
二
つ
の
「
基
体
」
を
説
明
す
る
際
に
、
感
覚
の
例
を
参
照
す
る）
（1
（

。
感
覚
の
場
合
、
感
覚
さ

れ
る
対
象
は
二
つ
の
基
体
を
有
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
精
神
の
外
に
存
在
す
る
可
感
的
な
事
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
そ
れ
を
通
し
て
感
覚

が
真
と
な
る
基
体
」（subiectum

 per quod sensus fit verus

）
だ
と
定
義
さ
れ
る
。
対
し
て
、
も
う
一
つ
は
私
た
ち
に
備
わ
っ
て
い

る
「
感
覚
」
の
能
力
で
あ
る
。
そ
の
感
覚
能
力
は
「
そ
れ
を
通
し
て
感
覚
が
現
存
す
る
形
相
で
あ
る
と
こ
ろ
の
基
体
」（subiectum

 per 

quod sensus est form
a existens

）
と
称
さ
れ
る
。
本
題
で
あ
る
知
性
の
場
合
で
あ
る
が
、そ
こ
で
も
二
つ
の
「
基
体
」
が
見
出
さ
れ
る
。

ま
ず
、感
覚
に
お
け
る
可
感
的
事
物
と
同
様
に
、「
思
惟
さ
れ
る
も
の
」が「
そ
れ
を
通
し
て〔
思
惟
対
象
が
〕真
と
な
る
基
体
」（subiectum

 

per quod sunt vera

）
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
表
象
像
」（im

agines

）
で
あ
る
。
こ
の
「
表
象
像
」
を
志
向
的
概
念
と
言
い

換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
も
う
一
つ
は
、
感
覚
能
力
と
同
様
に
、「
そ
れ
を
通
し
て
思
惟
的
対
象
が
世
界
に
存
在
す
る
も
の
の
一
つ
と
な

る
も
の
」（illud per quod intellecta sunt unum

 entium
 in m

undo

）
で
あ
り
、
そ
れ
が
質
料
的
知
性
で
あ
る
。
質
料
的
知
性
は
、

あ
く
ま
で
現
実
的
な
「
思
惟
さ
れ
る
も
の
」
の
「
基
体
」
で
あ
り
、
逆
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
以
上
の
基
体
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
知
性
が
数
的
に
単
一
で
あ
る
と
き
に
、
あ
る
自
我
が
何
ら
か
の
対
象
を
思
惟
す
る
と
同
時

に
、
他
我
も
そ
の
対
象
を
同
時
に
思
惟
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
前
述
の
問
題
も
解
決
す
る
こ
と
に
な
る
。「
思
惟
さ
れ

る
も
の
」
は
二
つ
の
基
体
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
一
つ
は
非
質
料
的
で
個
体
化
さ
れ
て
い
な
い
質
料
的
知
性
で
あ
る
。
だ
が
、
も
う

一
つ
の
基
体
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、そ
れ
は
表
象
像
あ
る
い
は
志
向
的
概
念
で
あ
る
。
重
要
な
こ
と
は
、「
能
動
的
知
性
」
に
よ
っ
て
「
抽

象
」
さ
れ
現
実
化
さ
れ
る
前
の
、
可
滅
的
な
志
向
的
概
念
こ
そ
が
、
私
た
ち
の
実
際
の
個
別
の
認
識
の
「
多
数
性
」
を
も
た
ら
す
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
の
思
惟
作
用
の
多
数
性
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
知
性
の
複
数
性
で
は
な
く
、
可
能
態
と
し
て
思
惟
的

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

対
象
で
あ
る
と
こ
ろ
の
志
向
的
概
念
の
複
数
性

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
は
、
次
の
よ
う
に
簡
潔
に
表
現
す
る
。
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と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
思
惟
さ
れ
る
も
の
は
受
容
者
に
し
た
が
っ
て
一
つ
で
あ
り
、
受
容
さ
れ
る
志
向
的
概
念
に
し
た
が
っ
て
多
数

で
あ
る）

（1
（

。

知
性
に
よ
っ
て
思
惟
さ
れ
る
「
思
惟
さ
れ
る
も
の
」
は
、
受
容
者
で
あ
る
と
こ
ろ
の
質
料
的
知
性
に
し
た
が
っ
て
は
あ
く
ま
で
一
つ
で
あ

る
が
、
知
性
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
概
念
に
応
じ
て
数
的
に
多
数
な
の
で
あ
る）

（1
（

。
こ
の
知
性
単
一
説
の
ア
ポ
リ
ア
の
解
決
は
、

も
う
一
つ
別
の
こ
と
も
示
唆
し
て
い
る
。
そ
れ
は
知
性
が
全
人
類
に
お
い
て
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
「
思
惟
さ
れ
る
も
の
」
も
全
人

類
に
お
い
て
一
つ
の
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
逆
に
言
え
ば
、
も
し
知
性
が
個
体
に
応
じ
て
多
数
化
さ
れ
て
い
る
と
す
る

な
ら
ば
、
学
知
の
普
遍
性
が
保
証
さ
れ
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
「
思
惟
さ
れ
る
も
の
」
は
、
そ
れ
自
身
の
存
在
者
と
し
て
端
的
に
見
ら
れ
た
場
合
は
不
変
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
一
方
で
生
成
消
滅

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
決
し
て
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
現
実
的
な
「
思
惟
さ
れ
る
も
の
」
は
一
つ
で
あ
り
不
変
で
あ
る
が
、
そ

の
「
思
惟
さ
れ
る
も
の
」
の
基
体
の
一
つ
を
に
な
っ
て
い
る
志
向
的
概
念
自
体
は
、
次
に
詳
し
く
見
る
よ
う
に
「
身
体
的
」
な
能
力
で
あ

る
「
表
象
能
力
」（virtus im
aginativa

）
に
存
在
す
る
か
ぎ
り
で
生
成
消
滅
す
る
も
の
で
あ
る
。「
思
惟
的
対
象
は
、
端
的
に
可
滅
的
で

は
な
く
、個
々
の
個
体
〔
に
お
い
て
受
容
さ
れ
る
志
向
的
概
念
〕
の
観
点
で
可
滅
的
な
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
彼
が
述
べ
る
の
は
、

そ
の
た
め
だ）

（1
（

。
質
料
的
知
性
が
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
、
私
た
ち
の
思
惟
が
個
体
差
を
生
ま
な
い
こ
と
を
決
し
て
意
味
し
な
い
の
で
あ
る
。

４
．「
表
象
能
力
」（virtus im

aginativa

）
と
学
知
の
生
成

　

と
す
る
と
、
私
た
ち
の
知
性
認
識
（
の
実
際
的
な
多
数
性
）
を
考
え
る
上
で
、
こ
の
志
向
的
概
念
の
存
在
は
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果

た
す
こ
と
に
な
る
。
現
実
的
な
「
思
惟
さ
れ
る
も
の
」
が
、
不
変
的
で
非
質
料
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
そ
の
可
能
態
と
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し
て
存
在
し
て
い
る
志
向
的
概
念
は
質
料
的
な
性
格
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
関
連
で
重
要
と
な
る
の
が
志
向
的
概
念
が
存
在
す
る
場
所
、

す
な
わ
ち
「
表
象
能
力
」
の
問
題
で
あ
る
。

　

表
象
能
力
は
、「
判
別
能
力
」（virtus cogitativa

）
と
「
想
起
能
力
」（virtus rem

em
orativa

）
と
と
も
に
、身
体
的
な
能
力
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
れ
ら
は
質
料
的
な
知
性
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
る
志
向
的
概
念
を
蓄
え
て
い
る
点
で
非
身
体
的
な
知
性
の
働
き
を
考
え
る
点
も
極

め
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
実
際
、
表
象
能
力
は
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
に
よ
っ
て
「
知
性
」
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
も
す
る
の
だ
。
ア

ヴ
ェ
ロ
エ
ス
に
そ
の
解
釈
を
も
た
ら
す
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
霊
魂
論
』
の
な
か
で
も
解
釈
者
を
最
も
悩
ま
せ
て
き
た
箇
所
の
一

つ
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
第
三
巻
第
五
章
末
尾
の
次
の
テ
ク
ス
ト
（D

e anim
a III.5, 430a22-25

）
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
知
性
は
、
分
離
さ
れ
た
時
に
、
ほ
か
で
も
な
く
た
だ
ま
さ
に
そ
れ
自
身
の
本
質
的
あ
り
方
に
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
し

て
こ
れ
だ
け
が
不
死
で
あ
り
、
永
遠
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
々
が
こ
の
知
性
を
覚
え
て
い
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
知
性
は
確
か
に

作
用
を
受
け
な
い
が
、
作
用
を
受
け
る
知
性
の
方
は
可
滅
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
作
用
す
る
知
性
な
く
し
て
は
何
も

思
惟
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る）

（1
（

。

こ
の
引
用
部
の
後
半
の
一
節
は
、『「
霊
魂
論
」
大
註
解
』
ラ
テ
ン
語
版
に
付
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
は
、「
受
動
的
知
性
は
可
滅
的
で
あ
り
、

こ
れ
な
し
で
は
何
も
思
惟
し
な
い
か
ら
だ
」（intellectus autem

 passivus est corruptibilis, et absque hoc nichil intelligit

）
と
言

わ
れ
る）

（1
（

。
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
由
来
す
る
「
受
動
的
知
性
」（intellectus passivus

）
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
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そ
し
て
「
受
動
的
知
性
」
と
い
う
こ
と
で
、
の
ち
に
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
は
「
表
象
能
力
」
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
た）
11
（

。

す
な
わ
ち
、「
受
動
的
知
性
」
と
は
、「
知
性
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
本
当
は
そ
う
で
は
な
く
「
表
象
能
力
」
の
こ
と
だ
と
ア
ヴ
ェ
ロ
エ

ス
は
言
う
の
で
あ
る
。
受
動
的
知
性
と
は
、
知
性
の
働
き
に
先
立
っ
て
個
体
的
な
も
の
か
ら
志
向
的
概
念
が
判
別
さ
れ
る
場
所
だ
と
考
え

ら
れ
て
い
る
の
だ
。

　

と
こ
ろ
で
、
現
実
的
な
思
惟
的
対
象
を
作
り
出
す
能
動
的
知
性
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
「
思
惟
さ
れ
る
も
の
」
そ
れ
自
体
は
不

変
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
な
ら
ば
、
能
動
的
知
性
が
存
在
す
れ
ば
、
す
べ
て
は
事
足
り
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
別
の
問
題
が
生
ま

れ
る
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
は
テ
ミ
ス
テ
ィ
オ
ス
に
そ
の
よ
う
な
立
場
を
帰
し
て
い
る
。
だ
が
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
に
と
っ

て
能
動
的
知
性
が
要
求
さ
れ
る
の
は
、
知
の
不
変
性
そ
れ
自
体
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
不
変
的
な
知
が
い
か
に
し
て
生
成
す
る
の
か
と

い
う
問
題
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
彼
（
＝
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
）
が
能
動
的
知
性
を
措
定
す
る
よ
う
に
促
し
た
も
の
は
、
観
想
的
な
思
惟
さ
れ
る
も
の
が
、
す
で

に
私
た
ち
が
述
べ
た
方
法
に
よ
っ
て
、
生
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
し
か
な
い
と
私
た
ち
は
考
え
る）

1（
（

。

「
思
惟
さ
れ
る
も
の
」
は
、不
変
的
な
存
在
者
と
し
て
、霊
魂
の
外
に
実
在
す
る
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
、霊
魂
の
内
に
お
い
て
の
み
「
生

成
」
す
る
も
の
だ
。
能
動
的
知
性
は
、
単
に
学
知
の
不
変
性
を
保
証
す
る
だ
け
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
知
が
自
然
の
事
物
か
ら
生
成
す
る

こ
と
を
可
能
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
テ
ミ
ス
テ
ィ
オ
ス
を
批
判
し
つ
つ
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
は
「
能
動
的
知
性
」
を
措
定
す
る
理
由

を
、「
真
の
生
成
が
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
能
動
者
は
存
在
し
な
い
か
ら
だ
」（ubi enim

 non est vera generatio, non est 
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agens

）
と
も
述
べ
る
こ
と
に
な
る）
11
（

。

お
わ
り
に

　

で
は
、
以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
て
全
体
の
結
論
を
示
す
こ
と
に
し
よ
う
。
通
常
「
知
性
単
一
説
」
と
し
て
批
判
的
に
紹
介
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
の
知
性
論
は
、
知
性
が
非
質
料
的
な
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
で
「
何
か
こ
れ
」
と
し
て
指
示
で
き
る
よ
う
な
個
体
性

を
持
た
な
い
と
い
う
原
則
を
述
べ
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。「
知
性
単
一
説
」
は
あ
く
ま
で
彼
の
知
性
論
の
出
発
点
に
あ
た
る
も
の
で

あ
り
、
彼
に
と
っ
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
問
題
は
、
知
性
が
個
体
的
な
存
在
者
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
私
た
ち
の
認
識
は
各
主

体
に
よ
っ
て
相
違
が
存
在
す
る
の
か
、
そ
し
て
非
質
料
的
で
あ
る
か
ぎ
り
で
不
変
の
は
ず
の
思
惟
的
対
象
が
、
な
ぜ
あ
る
種
の
生
成
を
遂

げ
る
も
の
と
し
て
存
在
し
う
る
の
か
、
と
い
っ
た
論
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
点
に
た
い
す
る
彼
の
議
論
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
だ
っ
た

の
は
、「
思
惟
さ
れ
る
も
の
」
と
そ
の
二
つ
の
「
基
体
」
の
存
在
で
あ
っ
た
。
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
に
よ
れ
ば
、「
思
惟
さ
れ
る
も
の
」
の
基
体

は
、
す
な
わ
ち
思
惟
的
対
象
と
し
て
可
能
態
と
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
は
、
質
料
的
知
性
と
志
向
的
概
念
で
あ
っ
た
。「
思
惟
さ
れ
る

も
の
」
は
、
最
初
は
志
向
的
概
念
と
し
て
表
象
能
力
の
う
ち
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
概
念
に
対
し
て
能
動
的
知
性
が
働
き
か
け
る
こ
と

で
、
可
能
態
と
し
て
存
在
す
る
「
思
惟
さ
れ
る
も
の
」
は
現
実
態
へ
と
転
じ
、
知
性
認
識
が
成
立
す
る
。
知
性
は
、
非
質
料
的
で
あ
る
か

ぎ
り
で
個
体
的
な
も
の
で
は
な
い
、
す
な
わ
ち
全
人
類
に
と
っ
て
数
的
に
一
つ
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
を
個
体
化
す
る
の
は
（
も
ち

ろ
ん
単
一
な
質
料
的
知
性
で
は
な
く
）
も
う
一
つ
の
基
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の
質
料
的
な
志
向
的
概
念
で
あ
っ
た
。
身
体
的
な
表
象
能
力
に

由
来
す
る
志
向
的
概
念
が
、
数
的
に
一
つ
の
知
性
に
対
し
て
質
的
な
差
異
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
可
能
的
な
志
向
的
概

念
と
現
実
的
な
「
思
惟
さ
れ
る
も
の
」
と
は
、
可
能
態
・
現
実
態
と
し
て
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
本
質
的
に
は
同
一
な
も
の
で
あ
り
、

前
者
か
ら
後
者
へ
の
変
化
は
、
低
次
の
階
層
か
ら
高
次
の
階
層
へ
の
移
行
で
あ
り
、
そ
れ
が
私
た
ち
の
普
遍
的
な
学
知
の
生
成
の
本
性
な
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の
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、今
後
の
よ
り
本
格
的
な
再
精
査
の
た
め
に
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
の
「
知
性
論
」
の
骨
格
を
示
す
こ
と
に
力
点
を
置
い
た
。
最
後
に
、

こ
の
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
の
議
論
が
内
包
し
て
い
る
哲
学
的
な
論
点
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
で
、
本
稿
を
閉
じ
た
い
。
彼
の
議
論
の
中
で
際

立
っ
て
い
た
の
は
、「
何
か
こ
れ
」（aliquid hoc

）
と
呼
べ
る
よ
う
な
感
覚
的
経
験
の
対
象
と
、
普
遍
的
で
か
つ
全
人
類
に
お
い
て
一
つ

で
あ
る
「
思
惟
さ
れ
る
も
の
」
と
の
切
断
あ
る
い
は
乖
離
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
の
「
た
と
え
あ
ら
ゆ
る
私
た
ち
の
認
識
が

経
験
で
も
っ
て
始
ま
る
に
せ
よ
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
私
た
ち
の
認
識
が
経
験
か
ら
発
す
る
の
で
は
必
ず
し
も
な
い
」
と

い
う
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
言
葉
を
引
き
合
い
に
出
す
ま
で
も
な
く
、
私
た
ち
の
感
覚
的
な
「
経
験
」
と
、
真
な
る
認
識
、
あ
る
い
は
真

な
る
「
学
知
」
の
あ
い
だ
に
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
多
く
の
哲
学
者
が
議
論
を
重
ね
て
き
た
。
本
稿
で
は
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
を
論
じ

た
が
、
彼
が
直
面
し
た
問
題
を
十
三
世
紀
末
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
主
義
の
文
脈
で
考
察
し
た
哲
学
者
と
し
て
ガ
ン
の
ヘ
ン
リ
ク
ス
（c. 

1217-1793

）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ヘ
ン
リ
ク
ス
は
「
真
で
あ
る
こ
と
」（id quod verum

 est

）
と
「
真
理
」（veritas

）
と
を
区

別
し
た
上
で
、
人
間
の
経
験
的
な
認
識
能
力
の
み
で
は
後
者
の
事
物
の
普
遍
的
な
本
性
に
つ
い
て
は
知
り
得
な
い
と
述
べ
た）

11
（

。
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
主
義
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
主
義
と
い
う
と
、
一
見
対
立
す
る
よ
う
な
印
象
を
得
る
が
、
感
覚
的
な
「
経
験
」
と
普
遍
的
な
「
学

知
」
の
乖
離
を
め
ぐ
っ
て
考
察
を
重
ね
た
哲
学
者
と
し
て
彼
ら
を
同
一
平
面
上
で
論
じ
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
同
様
の
傾
向

と
し
て
、
感
覚
的
経
験
か
ら
の
「
抽
象
」
で
は
な
く
、「
直
観
」（intuitio

）
を
重
視
し
た
オ
ッ
カ
ム
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
認
識
論
を
直
線
上

に
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る）

11
（

。
こ
こ
で
は
示
唆
に
と
ど
め
た
が
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
の
「
知
性
単
一
説
」
を
、
単
に
人
類
の
知
性
が
一
つ
な

の
か
多
数
な
の
か
と
い
う
話
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
感
覚
的
な
経
験
と
思
考
の
対
象
と
の
乖
離
を
め
ぐ
る
よ
り
大
き
な
哲
学
的
論
争
の
観

点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
の
一
つ
に
な
る
だ
ろ
う）

11
（

。
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注（
１
）　

ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
の
生
涯
及
び
彼
の
思
想
の
概
観
と
し
て
は
、
次
の
文
献
を
第
一
に
参
照
せ
よ
。R

ichard C
. Taylor, “A

verroes: R
eligious D

ialectic 

and A
ristotelian Philosophical T

hought, ” in Peter A
dam

son and R
ichard C

. Taylor (eds.), T
he C

am
bridge C

om
panion to A

rabic Philosophy 

(C
am

bridge: C
am

bridge U
niversity Press, 2005), pp. 180-200. 

ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
の
『「
霊
魂
論
」
大
註
解
』
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
は
、A

verrois 

C
ordubensis C

om
m

entarium
 M

agnum
 in A

ristotelis D
e A

nim
a Libros, ed. F. Stuart C

raw
ford (C

am
bridge, M

A
: M

ediaeval A
cadem

y of 

A
m

erica, 1953) 
を
用
い
た
。
邦
訳
に
際
し
て
は
「
中
世
思
想
原
典
集
成
」
の
第
十
一
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
花
井
一
典
・
中
澤
務
に
よ
る
翻
訳
、
お
よ
び 

R
ichard C

. Taylor 
に
よ
る
英
訳
（A

verroes (Ibn R
ushd) of C

ordoba: Long C
om

m
entary on the D

e A
nim

a of A
ristotle (N

ew
 H

aven, C
T

: Yale 

U
niversity Press, 2009)

）
を
参
照
し
た
。

（
２
）　

ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
の
『「
霊
魂
論
」
大
註
解
』
お
よ
び
「
知
性
論
」
に
つ
い
て
は
、
英
米
圏
で
は R

ichard C
. Taylor

、
ま
た
仏
語
圏
で
は A

lain de Libera 

を
中
心
と
し
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。関
連
す
る
研
究
文
献
に
つ
い
て
は Taylor 

の
英
訳
に
付
さ
れ
た
文
献
表
を
第
一
に
参
照
せ
よ
。本
稿
で
は
ア
ヴ
ェ

ロ
エ
ス
の
知
性
論
の
再
評
価
に
向
け
て
、
研
究
史
上
の
論
争
点
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
る
よ
り
も
彼
の
知
性
論
の
骨
格
を
示
す
こ
と
に
力
点
を
置
い
た
。
し

た
が
っ
て
、
研
究
文
献
へ
の
言
及
は
最
小
限
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
注
記
し
た
い
。

（
３
）　

そ
の
二
つ
の
章
は
、
次
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
註
解
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
の
註
解
に
い
て
前
提
と
さ
れ
て
い
る
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
テ
ク
ス
ト
は
、
現
在
標
準
的
な
も
の
と
は
異
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
注
記
す
る
。A

verroes, In D
e anim

a, III, com
m

. 5, 

p. 387:

「
し
た
が
っ
て
、〔
知
性
〕
は
、
こ
の
「
可
能
態
と
し
て
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
以
外
の
本
性
を
持
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
霊
魂
の
う
ち

で
知
性
と
呼
ば
れ
る
部
分
は
、----- 

私
が
知
性
と
呼
ぶ
の
は
、
私
た
ち
が
そ
れ
に
よ
っ
て
思
考
し
た
り
判
断
し
た
り
す
る
部
分
の
こ
と
で
あ
る
が ----- 

思
惟
す

る
以
前
に
は
現
実
態
と
し
て
存
在
す
る
も
の
の
何
も
の
か
で
は
な
い
。」(E

t sic non habebit naturam
 nisi istam

 scilicet quod est possibilis. Illud 

igitur de anim
a quod dicitur intellectus et dico intellectum

 illud per quod distinguim
us et cogitam

us non est in actu aliquod entium
 

antequam
 intelligat.) (C

f. A
ristotle, D

e anim
a III.4, 429a21-24); In D

e anim
a, III, com

m
. 18, p. 437:

「
し
た
が
っ
て
、
霊
魂
の
う
ち
に
は
、
す
べ

て
の
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
の
ゆ
え
に
知
性
で
あ
る
知
性
と
、
そ
れ
を
し
て
す
べ
て
を
思
惟
す
る
よ
う
に
転
じ
る
と
い
う
こ
と
の
ゆ
え
に
知
性
で
あ
る
知

性
と
、あ
た
か
も
「
習
得
態
」（habitus

）
と
し
て
、す
べ
て
を
思
惟
す
る
と
い
う
こ
と
の
ゆ
え
に
知
性
〔
で
あ
る
知
性
〕
が
存
在
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、

こ
の
〔
後
者
の
〕
知
性
は
ち
ょ
う
ど
光
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
光
も
ま
た
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
可
能
態
と
し
て
あ
る
色
を
現
実
態
と
し
て

あ
る
色
へ
と
転
じ
る
か
ら
だ
。」(O

portet igitur ut in ea sit intellectus qui est intellectus secundum
 quod efficitur om

ne, et intellectus qui est 
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intellectus secundum
 quod facit ipsum

 intelligere om
ne, et intellectus secundum

 quod intelligit om
ne, quasi habitus, qui est quasi lux. Lux 

enim
 quoquo m

odo etiam
 facit colores qui sunt in potentia colores in actu.) (C

f. A
ristotle, D

e anim
a III.5, 430a14-17)

（
４
）　A

verroes, In D
e anim

a, III, com
m

. 4, p. 384: “E
t m

odo considerandum
 est in hiis propositionibus quibus A

ristoteles declaravit hec duo 

de intellectu scilicet ipsum
 esse in genere virtutum

 passivarum
, et ipsum

 esse non transm
utabile, quia neque est corpus neque virtus in 

corpore. N
am

 hec duo sunt principium
 om

nium
 que dicuntur de intellectu. ” 

（
５
）　

本
稿
で
は
、“intentio ” 

を
一
貫
し
て
「
志
向
的
概
念
」
と
訳
し
た
。
こ
の
訳
は
あ
く
ま
で
現
在
の
研
究
史
に
お
け
る
慣
例
に
従
っ
た
ま
で
で
あ
る
。
ア
ヴ
ェ

ロ
エ
ス
の
こ
の
概
念
の
用
法
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
包
括
的
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
次
の
中
畑
の
論
考
を
ま
ず
参
照
せ
よ
。
中
畑

正
志
「
志
向
性
：
現
在
状
況
と
歴
史
的
背
景
」『
魂
の
変
容
：
心
的
基
礎
概
念
の
歴
史
的
構
成
』
岩
波
書
店
、2011

年
、169-238

頁
。

（
６
）　A

verroes, In D
e anim

a, III, com
m

. 4, p. 384: “E
t ideo anim

a rationalis indiget considerare intentiones que sunt in virtute ym
aginativa, 

sicut sensus indiget inspicere sensibilia. ” 

（
７
）　A

verroes, In D
e anim

a, III, com
m

. 5, p. 387: “Idest, diffinitio igitur intellectus m
aterialis est illud quod est in potentia om

nes intentiones 

form
arum

 m
aterialium

 universalium
, [...]. ”

（
８
） 　

A
verroes, In D

e anim
a, III, com

m
. 5, p. 388: “prim

a m
ateria recipit form

as diversas, scilicet individuales et istas, ista autem
 recipit 

form
as universales. E

t ex hoc apparet quod ista natura non est aliquid hoc, neque corpus neque virtus in corpore. ”

（
９
）　C

f. A
verroes, In D

e anim
a, III, com

m
. 5, p. 389: “E

t hoc idem
 induxit T

heofrastum
 et T

hem
istium

 et plures expositores ad opinandum
 

quod intellectus m
aterialis est substantia neque generabilis neque corruptibilis. O

m
ne enim

 generabile et corruptibile est hoc; sed iam
 

dem
onstratum

 est quod iste non est hoc, neque corpus neque form
a in corpore. E

t induxit eos ad opinandum
, cum

 hoc, quod ista est 

sententia A
ristotelis. ” 

ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
は
、
知
性
が
生
成
消
滅
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
見
解
が
、
テ
オ
フ
ラ
ス
ト
ゥ
ス
や
テ
ミ
ス
テ
ィ
オ
ス
の
見
解
で

あ
る
が
ゆ
え
に
正
し
い
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
知
性
が
生
成
消
滅
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
自
身

も
常
に
肯
定
的
立
場
に
あ
る
。

（
10
）　A

verroes, In D
e anim

a, III, com
m

. 5, p. 401: “[...] intellectus m
aterialis est unus in num

ero in om
nibus individuis hom

inum
 [...]. ” 

た
だ

し
、
知
性
が
個
体
化
さ
れ
て
い
な
い
、
数
的
に
多
数
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
数
的
に
「
一
つ
」
で
あ
る
こ
と
が
論
理
的
に
帰
結
す
る
の
か
と

い
う
点
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。
だ
が
、
少
な
く
と
も
『「
霊
魂
論
」
大
註
解
』
の
な
か
で
は
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
は
「
多
数
で
は
な
い
＝
一
つ
で
あ
る
」
と
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考
え
て
い
る
よ
う
だ
。

（
11
）　A

verroes, In D
e anim

a, III, com
m

. 18, p. 439: “A
bstrahere enim

 nichil est aliud quam
 facere intentiones ym

aginatas intellectas in actu 

postquam
 erant in potentia; intelligere autem

 nichil aliud est quam
 recipere has intentiones. C

um
 enim

 invenim
us idem

 transferri in suo 

esse de ordine in ordinem
, scilicet intentiones ym

aginatas, dixim
us quod necesse est ut hoc sit a causa agenti et recipienti. R

ecipiens 

igitur est m
aterialis, et agens est efficiens. ”

（
12
）　B

ernardo C
. B

azan, “Intellectum
 speculativum

: A
verroes, T

hom
as A

quinas, and Siger of B
rabant on the Intelligible O

bject, ” Journal of 

the H
istory of Philosophy, 1 9 (1981), pp. 425-446.

（
13
） 　A

verroes, In D
e anim

a, III, com
m

. 5, p. 402: “Si enim
 posuerim

us quod iste intellectus m
aterialis est num

eratus per num
erationem

 

individuorum
 hom

inum
, continget ut sit aliquid hoc, aut corpus aut virtus in corpore. ”

（
14
）　A

verroes, In D
e anim

a, III, com
m

. 5, p. 400: “Q
uoniam

, quia form
are per intellectum

, sicut dicit A
ristoteles, est sicut com

prehendere 

per sensum
, com

prehendere autem
 per sensum

 perficitur per duo subiecta, quorum
 unum

 est subiectum
 per quod sensus fit verus (et est 

sensatum
 extra anim

am
), aliud autem

 est subiectum
 per quod sensus est form

a existens (et est prim
a perfectio sentientis), necesse est 

etiam
 ut intellecta in actu habeant duo subiecta, quorum

 unum
 est subiectum

 per quod sunt vera, scilicet form
e que sunt ym

agines vere, 

secundum
 autem

 est illud per quod intellecta sunt unum
 entium

 in m
undo, et istud est intellectus m

aterialis. ”

（
15
） 　

A
verroes, In D

e anim
a, III, com

m
. 5, p. 407: “hec enim

 intellecta sunt unica secundum
 recipiens, et m

ulta secundum
 intentionem

 

receptam
. ”

（
16
）　C

f. A
verroes, In D

e anim
a, III, com

m
. 5, p. 407: “G

eneratio igitur et corruptio non est eis nisi propter m
ultitudinem

 contingentem
 eis, 

non propter m
odum

 secundum
 quem

 sunt unica. E
t ideo, cum

 in respectu alicuius individui fuerit corruptum
 aliquod intellectum

 

prim
orum

 intellectorum
 per corruptionem

 sui subiecti per quod est copulatum
 cum

 nobis et verum
, necesse est ut illud intellectum

 non 

sit corruptibile sim
pliciter, sed corruptibile in respectu uniuscuiusque individui. E

t ex hoc m
odo possum

us dicere quod intellectus 

speculativus est unus in om
nibus. E

t cum
 consideratum

 fuerit de istis intellectis secundum
 quod sunt entia sim

pliciter, non in respectu 

alicuius individui, vere dicuntur esse eterna, et quod non intelliguntur quandoque so et quandoque non, sed sem
per. ”

（
17
）　A

verroes, In D
e anim

a, III, com
m

. 5, p. 407: “[...] necesse est ut illud intellectum
 non sit corruptibile sim

pliciter, sed corruptibile in 
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respectu uniuscuiusque individui. ”
（
18
）　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
中
畑
正
志
訳
）『
魂
に
つ
い
て
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、2001

年
）、156

頁
。
た
だ
し
、
訳
中
の
「
思
惟
」
は
「
知
性
」
と
変
え

て
あ
る
。

（
19
）　A

verroes, In D
e anim

a, III, com
m

. 5, p. 409.

（
20
）　A

verroes, In D
e anim

a, III, com
m

. 5, p. 409: “E
t intendit per intellectum

 passivum
 virtutem

 ym
aginativam

, ut post declarabitur. ”

（
21
）　A

verroes, In D
e anim

a, III, com
m

. 20, p. 453: “N
os autem

 opinam
ur quod non m

ovit ipsum
 ad im

ponendum
 intellectum

 agentem
 nisi 

hoc quod intellecta speculativa sunt generata secundum
 m

odum
 quem

 dixim
us. ”

（
22
）　A

verroes, In D
e anim

a, III, com
m

. 20, p. 453.

（
23
）　

こ
の
論
点
に
関
す
る
卓
越
し
た
考
察
と
し
て
、
次
の
パ
ス
ナ
ウ
の
論
考
を
参
照
せ
よ
。R

obert Pasnau, “H
enry of G

hent and the T
w

ilight of D
ivine 

Illum
ination, ” T

he R
eview

 of M
etaphysics, 4 9 (1995), pp. 49-75.

（
24
）　

こ
こ
で
は
十
分
に
論
点
を
展
開
で
き
て
い
な
い
が
、
本
稿
の
議
論
は
、
稲
垣
良
典
が
『
抽
象
と
直
観
』（
創
文
社
、1990

年
）
で
示
し
た
問
題
系
を
ア
ヴ
ェ

ロ
エ
ス
主
義
の
系
譜
の
な
か
で
再
考
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
い
や
再
考
す
べ
き
で
あ
る
と
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
25
）　

ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
『
幼
児
期
と
歴
史
』（
上
村
忠
男
訳
、
岩
波
書
店
、2007

年
）
の
な
か
で
「
知
性
の
単
一
性
と
分
離
性
、
お
よ
び
そ
れ
と
経

験
の
諸
主
体
と
の
交
通
を
め
ぐ
っ
て
、
古
代
末
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
解
釈
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
交
わ
さ
れ
た
論
争
の
意
味
を
見
て
と

ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
経
験
と
科
学
の
分
離
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
で
あ
る
」（
29
頁
）
と
述
べ
る
。
本
稿
で
は
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
の
議
論
の

理
解
に
重
点
を
置
い
た
た
め
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
言
う
「
経
験
と
科
学
の
分
離
」
と
い
う
問
題
系
に
つ
い
て
は
主
題
的
に
議
論
を
展
開
で
き
な
か
っ
た
が
、
ア

ガ
ン
ベ
ン
の
提
起
し
て
い
る
視
座
は
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
（
主
義
）
の
知
性
論
を
分
析
す
る
際
の
重
要
な
視
点
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。


