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一　

は
じ
め
に

　

哲
学
の
歴
史
上
、
ル
ネ
サ
ン
ス
は
古
代
の
諸
学
派
の
復
興
の
時
代
と
し
て
知
ら
れ
る
。
プ
ラ
ト
ン
主
義
、
懐
疑
派
、
ス
ト
ア
派
に
関
す

る
史
料
の
翻
訳
や
、
学
説
の
再
構
成
が
進
め
ら
れ
た
。
だ
が
復
興
に
よ
っ
て
中
世
以
来
支
配
的
で
あ
っ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
が
衰
退

し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
最
盛
期
を
む
か
え
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
一
五
〇
〇
年
か
ら
一
五
〇
年
の
間
に
生
み
だ
さ
れ
た

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
註
解
の
数
は
、
六
世
紀
の
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
か
ら
一
〇
〇
〇
年
の
間
の
数
を
上
回
る
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
古
代
の
ギ
リ
シ

ア
人
註
釈
家
の
作
品
が
校
訂
・
翻
訳
さ
れ
、
解
釈
に
さ
ら
な
る
多
様
性
を
も
た
ら
し
て
い
た（

（
（

。

　

隆
盛
を
き
わ
め
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
の
な
か
で
、
ひ
と
き
わ
お
お
き
な
存
在
感
を
も
っ
た
著
作
が
あ
っ
た
。
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ

ル
・
ス
カ
リ
ゲ
ル
（Julius C

aesar Scaliger, 1484-1557

）
の
『
顕
教
的
演
習
』E

xotericae exercitationes

（
パ
リ
、一
五
五
七
年
）
だ
。

形
而
上
学
と
自
然
哲
学
の
教
科
書
と
し
て
ア
ル
プ
ス
以
北
の
大
学
で
広
く
用
い
ら
れ
、
読
ん
で
い
な
け
れ
ば
哲
学
者
と
は
い
え
な
い
と
い

わ
れ
る
ほ
ど
の
知
名
度
を
誇
っ
た
。
こ
の
書
物
が
も
っ
た
イ
ン
パ
ク
ト
を
理
解
せ
ず
に
、
ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
初
期
近
代
に
か
け
て
の
ア
リ

形
相
の
庇
護
者

　
─
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
・
ス
カ
リ
ゲ
ル
と
知
性
の
問
題坂

　
本
　
邦
　
暢
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ス
ト
テ
レ
ス
主
義
の
歴
史
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
『
演
習
』
は
今
日
ほ
ぼ
忘
れ
さ
ら
れ
て
い
る
。
難
解
な
ラ
テ
ン
語
や
大
部
さ
と
並
ん
で
研
究
者
を
遠
ざ
け
て
い
る
理

由
と
し
て
、
な
ん
の
た
め
に
著
さ
れ
た
書
物
な
の
か
が
容
易
に
は
わ
か
ら
な
い
点
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
一
義
的
な
目
的
は

は
っ
き
り
し
て
い
る
。
ジ
ロ
ー
ラ
モ
・
カ
ル
ダ
ー
ノ
（G

irolam
o C

ardano, 1501-1576/77

）
の
『
精
妙
さ
に
つ
い
て
』D

e subtilitate

（
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
、
一
五
五
〇
年
）
の
批
判
だ
。
だ
が
そ
も
そ
も
な
ぜ
批
判
が
必
要
だ
と
ス
カ
リ
ゲ
ル
は
考
え
た
の
か
。
カ
ル
ダ
ー
ノ

の
哲
学
の
ど
こ
に
問
題
を
見
い
だ
し
た
の
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
の
は
簡
単
で
は
な
い
。
明
確
な
答
え
を
ス
カ
リ
ゲ
ル
は
与
え
て
い
な

い
し
、『
演
習
』
の
統
一
性
を
欠
い
た
構
成
は
構
想
に
つ
い
て
の
手
が
か
り
を
提
供
し
て
く
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、『
精
妙
さ
に
つ
い

て
』
を
読
み
な
が
ら
感
じ
た
不
満
を
並
べ
た
読
書
ノ
ー
ト
の
寄
せ
集
め
と
い
う
印
象
す
ら
与
え
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
た
め
に
す
る
批
判

で
し
か
な
く
、
哲
学
的
な
一
貫
性
を
探
し
も
と
め
て
も
無
駄
な
よ
う
に
思
え
て
く
る
。

　

こ
の
理
解
は
伝
統
的
な
も
の
だ
。
と
い
う
よ
り
も
っ
と
も
古
い
。
カ
ル
ダ
ー
ノ
が
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ス
カ
リ

ゲ
ル
は
「
人
気
を
得
る
た
め
」
に
論
争
を
し
か
け
て
き
た
の
だ
と
い
う（

（
（

。
お
な
じ
理
解
は
後
世
の
人
び
と
に
も
引
き
つ
が
れ
た
。
と
り
わ

け
ス
カ
リ
ゲ
ル
の
名
声
が
凋
落
し
た
一
七
世
紀
後
半
以
降
に
顕
著
で
あ
る
。
近
年
の
研
究
は
も
は
や
『
演
習
』
を
単
な
る
誹
謗
中
傷
の
書

と
し
て
は
理
解
し
て
い
な
い
も
の
の
、
一
貫
性
を
見
い
だ
し
あ
ぐ
ね
て
い
る
の
は
変
わ
ら
な
い
。

　

こ
の
伝
統
的
な
評
価
は
い
ま
や
修
正
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
私
が
近
著
で
し
め
し
た
認
識
だ
っ
た
。『
演
習
』
は
す

く
な
く
と
も
一
定
の
一
貫
性
を
も
っ
て
い
る
。
ス
カ
リ
ゲ
ル
の
哲
学
に
は
い
く
つ
か
の
核
を
な
す
見
解
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
数
多
く
の
議

論
の
前
提
を
な
し
て
い
る
の
だ
。
そ
の
核
と
は
な
ん
な
の
か（

（
（

。

　

本
稿
で
は
こ
の
問
い
に
、『
演
習
』
の
な
か
で
も
っ
と
も
長
い
章
（
演
習
）
の
分
析
を
通
じ
て
答
え
て
い
く
。
演
習
の
三
〇
七
番
で
ス

カ
リ
ゲ
ル
は
人
間
の
知
性（intellectus

）に
関
す
る
カ
ル
ダ
ー
ノ
の
見
解
を
批
判
し
た
。
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
二
〇
〇
八
年
に
イ
ア
ン
・
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マ
ク
リ
ー
ン
が
論
文
を
発
表
し
、
基
本
的
な
論
点
を
整
理
し
て
い
る（

（
（

。
だ
が
カ
ル
ダ
ー
ノ
の
学
説
の
解
説
に
手
厚
い
一
方
で
、
ス
カ
リ
ゲ

ル
に
お
お
き
な
紙
幅
を
割
い
て
い
な
い
。
そ
の
制
約
の
た
め
か
、
ス
カ
リ
ゲ
ル
が
カ
ル
ダ
ー
ノ
を
他
の
哲
学
者
と
の
関
係
で
ど
う
見
て
い

る
か
が
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
か
ら
見
て
い
く
よ
う
に
、
こ
の
点
に
注
目
し
て
は
じ
め
て
『
演
習
』
の
執
筆
意
図
が
浮
か
び
あ
が
っ

て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
着
眼
点
は
同
時
に
、
論
敵
の
カ
ル
ダ
ー
ノ
に
つ
い
て
も
、
ま
た
よ
り
広
く
知
性
の
問
題
に
私
た
ち
が
い
か
に
接

近
す
べ
き
か
に
関
し
て
も
新
た
な
見
通
し
を
し
め
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

二　

付
帯
性
と
し
て
の
知
性
─
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
と
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス

　

ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
知
性
を
め
ぐ
る
議
論
は
ほ
ぼ
す
べ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
霊
魂
論
』
を
ど
う
解
釈
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
た
。

カ
ル
ダ
ー
ノ
と
ス
カ
リ
ゲ
ル
の
論
争
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
第
三
巻
第
四
章
に
あ
る
以
下
の
箇
所
だ
。

…
知
性
は
、
可
能
態
に
お
い
て
は
あ
る
意
味
で
知
性
認
識
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
現
実
態
に
お
い
て
は
知
性
認
識
す
る

以
前
に
は
何
も
の
で
も
な
い
…
。﹇
中
略
﹈
な
ぜ
な
ら
、
質
料
を
伴
わ
な
い
も
の
の
場
合
に
は
、
知
性
認
識
し
て
い
る
も
の
と
知
性

認
識
さ
れ
て
い
る
も
の
と
は
同
一
だ
か
ら
で
あ
る（

（
（

。

　

こ
の
文
章
を
カ
ル
ダ
ー
ノ
は
誤
っ
て
理
解
し
た
と
ス
カ
リ
ゲ
ル
は
述
べ
、『
精
妙
さ
に
つ
い
て
』
か
ら
次
の
文
言
を
引
く
。

知
性
と
は
知
性
認
識
さ
れ
た
も
の
そ
の
も
の
だ
。
た
と
え
ば
私
が
馬
を
知
性
認
識
す
る
と
き
、
私
の
知
性
は
馬
の
形
相
に
な
る（

（
（

。
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ス
カ
リ
ゲ
ル
は
嘲
笑
す
る
。「
カ
ル
ダ
ー
ノ
の
知
性
は
馬
の
形
相
で
あ
る
。
よ
っ
て
カ
ル
ダ
ー
ノ
は
馬
だ
」（

（
（

。
問
題
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら

な
い
。こ

こ
で
あ
な
た
は
は
っ
き
り
と
知
性
は
実
体
で
は
ま
っ
た
く
な
く
、
付
帯
性
の
一
種
だ
と
論
じ
て
い
る
。﹇
中
略
﹈
な
ぜ
な
ら
知
性

認
識
す
る
前
、
あ
な
た
は
い
か
な
る
知
性
も
も
っ
て
お
ら
ず
、
知
性
認
識
す
る
と
外
か
ら
知
性
が
到
来
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
。

そ
し
て
か
つ
て
あ
な
た
が
存
在
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
が
、
い
ま
や
あ
な
た
の
う
ち
に
あ
ら
わ
れ

る
こ
と
に
な
る
の
だ（

（
（

。

　

知
性
が
対
象
の
形
相
だ
と
す
る
と
、
認
識
以
前
に
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
人
間
に
と
っ
て
知
性
は
あ
る
と
き
に
は
あ
り
、

別
の
と
き
に
は
あ
ら
ぬ
も
の
と
な
り
、「
白
さ
」
や
「
教
養
あ
る
こ
と
」
の
よ
う
な
付
帯
性
の
一
種
と
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
だ
が
「
理

性
的
な
動
物
」
と
い
う
人
間
の
定
義
か
ら
し
て
、
知
性
は
本
質
的
な
も
の
で
あ
り
付
帯
性
で
は
あ
り
え
な
い
。

　

カ
ル
ダ
ー
ノ
の
学
説
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
だ
と
ス
カ
リ
ゲ
ル
は
考
え
て
い
た
。
背
後
に
は
古
代
よ
り
つ
づ
く
伝
統

が
ひ
か
え
て
い
る
と
認
識
し
て
い
た
か
ら
だ
。
彼
は
い
う
。

﹇
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
の
﹈
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
『
形
而
上
学
』
第
一
二
巻
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
質
料
的
形
相
は
可

能
態
と
し
て
知
性
認
識
可
能
な
も
の
だ
。
そ
れ
が
知
性
認
識
可
能
と
な
る
の
は
、そ
れ
を
質
料
か
ら
抽
象
す
る
知
性
の
働
き
に
よ
る
。

そ
れ
ゆ
え
質
料
的
形
相
が
知
性
認
識
さ
れ
る
と
き
、
た
ん
に
現
実
態
に
お
い
て
知
性
認
識
可
能
な
も
の
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
知
性

そ
の
も
の
に
な
る
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
現
実
態
に
お
い
て
感
覚
可
能
な
も
の
が
、
感
覚
さ
れ
る
と
感
覚
そ
の
も
の
に
な
る
の
と
お
な
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じ
だ
。
な
ぜ
な
ら
事
物
の
形
相
を
受
け
と
っ
て
い
る
知
性
は
、
現
実
態
に
お
い
て
知
性
と
な
る
か
ら
」。
こ
れ
ら
の
言
葉
は
た
わ
ご

と
で
あ
り
、
あ
な
た
の
た
わ
ご
と
の
生
み
の
親
な
の
で
あ
る（

（
（

。

　

ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
、
古
代
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
註
釈
家
で
あ
る
。
そ
の
『
形
而
上
学
注
解
』
の
ギ
リ
シ
ア

語
原
典
は
一
九
世
紀
ま
で
刊
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
ラ
テ
ン
語
訳
は
一
五
二
七
年
に
ロ
ー
マ
で
出
版
さ
れ
て
お
り
、
続
い

て
パ
リ
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
そ
れ
ぞ
れ
三
六
年
と
四
四
年
に
再
版
さ
れ
て
い
た（

（1
（

。ラ
テ
ン
語
訳
を
ス
カ
リ
ゲ
ル
が
直
接
に
参
照
し
た
の
か
、

問
題
の
文
言
を
間
接
的
な
か
た
ち
で
知
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、『
注
解
』
の
一
二
巻

が
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
本
人
に
よ
っ
て
著
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
（
た
だ
し
引
用
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
彼
の
考
え
を
正
確
に
伝
え

て
い
る
）。
真
作
性
を
疑
う
こ
と
な
く
、ス
カ
リ
ゲ
ル
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
を
カ
ル
ダ
ー
ノ
の
学
説
の
源
泉
と
み
な
し
た
。
そ
こ
に
こ
そ
、

知
性
を
認
識
の
対
象
と
同
一
視
す
る
伝
統
の
出
発
点
が
あ
る
と
い
う
の
だ
。

　

ス
カ
リ
ゲ
ル
は
さ
ら
に
学
説
史
を
進
め
る
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
理
論
は
カ
ル
ダ
ー
ノ
に
追
随
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
よ
り
危
険
な

学
説
を
生
み
だ
し
た
と
い
う
。
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
の
知
性
単
一
論
だ
。
ス
カ
リ
ゲ
ル
に
よ
る
と
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
の
推
論
の
出
発
点
は
次
の

よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
は
多
く
の
箇
所
で
い
っ
て
い
る
。「
知
性
と
は
知
性
認
識
さ
れ
た
事
物
の
こ
と
だ
。
そ
れ
ゆ
え
個
物
が
認
識
さ
れ
た

な
ら
、
知
性
は
個
物
に
な
る
だ
ろ
う
」（

（（
（

。

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
な
ら
っ
て
知
性
と
対
象
を
同
一
視
す
る
と
、
個
物
を
認
識
し
た
と
き
知
性
は
個
別
的
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
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が
そ
う
す
る
と
普
遍
を
認
識
で
き
な
い
と
い
う
難
点
が
生
じ
る
。
よ
り
詳
し
い
説
明
を
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
は
『
霊
魂
論
大
注
解
』
で
与
え
て

い
る
。こ

こ
か
ら
、
質
料
的
知
性
の
本
性
が
特
定
事
物
、
す
な
わ
ち
身
体
で
も
身
体
能
力
で
も
な
い
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
、
仮
に
そ
れ
が
そ
う
い
う
特
定
事
物
だ
と
し
た
ら
、
個
別
的
な
特
定
形
相
を
受
容
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
う
な
る
と
今
度
は
、
形

相
は
知
性
の
う
ち
に
受
容
さ
れ
て
い
て
も
﹇
普
遍
的
形
相
と
し
て
は
﹈
可
能
的
に
認
識
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
た
め
、

質
料
的
知
性
は
た
か
だ
か
個
別
的
な
形
相
│
心
的
で
あ
れ
物
体
的
で
あ
れ
│
の
性
状
を
判
別
に
す
る
に
と
ど
ま
り
、
形
相
と
し
て
の

形
相
の
本
性
を
判
別
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る（

（1
（

。

　

個
別
的
な
も
の
は
個
物
し
か
認
識
で
き
ず
、
普
遍
を
と
ら
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
普
遍
的
な
も
の
だ
け
に
可
能
だ
。
だ
が
経
験
か
ら
あ

き
ら
か
な
よ
う
に
、
人
間
は
個
物
と
普
遍
の
両
方
を
認
識
し
て
い
る
。
こ
れ
は
個
別
的
な
も
の
と
普
遍
的
な
も
の
の
ふ
た
つ
が
関
与
し
て

い
な
け
れ
ば
達
成
で
き
な
い
。

　

以
上
か
ら
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
が
引
き
だ
し
た
結
論
を
ス
カ
リ
ゲ
ル
は
要
約
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
も
し
質
料
的
知
性
に
普
遍
が
生
じ
る
の
な
ら
ば
、
普
遍
を
生
み
だ
す
別
の
力
が
考
え
だ
さ
れ
、
質
料
的
知
性
の
う
ち
に
置

か
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い（

（1
（

。

こ
の
た
め
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
は
知
性
が
個
物
を
知
性
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
す
ら
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
知
性
が
個
物
と
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な
っ
て
し
ま
い
、
分
有
不
能
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
だ
が
仮
定
と
定
義
か
ら
し
て
、
知
性
と
は
分
有
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
か
ら
次
の
よ
う
な
狂
気
に
い
た
っ
た
。
す
な
わ
ち
彼
ら
﹇
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
ら
普
遍
的
な
知
性
を
想
定
す
る
者
た
ち
﹈
は
、
私
た

ち
の
う
ち
に
別
の
種
類
の
霊
魂
を
つ
く
り
、
こ
れ
が
個
物
を
知
性
認
識
す
る
と
考
え
た
の
だ
。
彼
ら
は
そ
れ
を
「
思
考
霊
魂
」

anim
a cogivativa 

と
呼
ぶ（
（1
（

。

　

最
初
の
引
用
の
「
力
」
と
は
、
す
べ
て
の
人
間
に
共
通
の
知
性
を
指
す
。
こ
れ
は
普
遍
的
認
識
の
対
象
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
分
有
し
て

人
間
は
普
遍
を
認
識
す
る
。
他
方
で
二
番
目
の
引
用
に
あ
る
「
思
考
霊
魂
」
と
は
、
個
別
の
身
体
に
宿
る
個
々
人
の
霊
魂
を
指
す
。
質
料

的
知
性
と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
霊
魂
は
個
物
を
認
識
で
き
る
。
普
遍
と
個
別
か
ら
な
る
ふ
た
つ
の
知
性
の
働
き
に
よ
っ
て
人
間
の
認
識
は
可

能
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
だ
。

　

こ
の
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
の
学
説
を
カ
ル
ダ
ー
ノ
は
引
き
つ
い
だ
の
だ
と
ス
カ
リ
ゲ
ル
は
論
じ
る
。
典
拠
は
論
敵
が
一
五
四
五
年
に
出
版
し

た
『
霊
魂
の
不
死
に
つ
い
て
』D

e im
m

ortalitate anim
orum

（
リ
ヨ
ン
）
に
あ
っ
た
。

『
霊
魂
論
』﹇『
霊
魂
の
不
死
に
つ
い
て
』﹈
の
な
か
で
、
あ
な
た
は
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
、
お
よ
び
彼
以
前
の
テ
ミ
ス
テ
ィ
オ
ス
の
狂
気
に

な
ら
い
、
霊
魂
を
可
死
的
な
も
の
に
し
た
。
他
方
で
知
性
は
一
つ
で
あ
り
、
第
一
の
も
の
で
あ
り
、
す
べ
て
を
満
た
し
て
、
あ
ら
ゆ

る
個
物
に
入
り
こ
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
事
物
の
そ
れ
ぞ
れ
は
可
能
な
範
囲
で
知
性
を
受
け
い
れ
て
、
生
命
を
守
る
た
め
に
保
持
し
て

い
る
。
ま
る
で
一
種
の
非
物
体
的
な
太
陽
が
あ
り
、
そ
れ
が
な
に
に
た
い
し
て
も
昇
り
も
沈
み
も
せ
ず
、
つ
ね
に
、
い
た
る
と
こ
ろ

で
す
べ
て
の
事
物
に
た
い
し
て
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
に（

（1
（

。
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ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
と
お
な
じ
よ
う
に
、
カ
ル
ダ
ー
ノ
は
単
一
の
知
性
に
個
物
が
与
っ
て
い
る
と
考
え
た
。
こ
こ
か
ら
普
遍
の
認
識
が
説
明

さ
れ
る
。
他
方
で
個
物
の
認
識
は
個
別
的
な
霊
魂
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
だ
が
そ
う
す
る
と
こ
の
霊
魂
が
可
死
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま

う
と
い
う
。

　

こ
の
帰
結
の
究
極
的
な
源
泉
と
し
て
、
再
度
ス
カ
リ
ゲ
ル
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
に
言
及
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
あ
な
た
が
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
著
作
か
ら
霊
魂
に
つ
い
て
の
議
論
の
寄
せ
集
め
﹇『
霊
魂
の
不
死
に
つ
い
て
』﹈
に
取
り

こ
ん
だ
も
の
は
哲
学
か
ら
完
全
に
逸
脱
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
質
料
的
知
性
は
霊
魂
に
あ
る
一
種
の
準
備
状
態
だ
と
い
う
の
だ
。
そ

の
準
備
状
態
は
あ
ら
ゆ
る
知
性
認
識
可
能
な
形
象
を
受
け
い
れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
状
態
に
あ
る
。
も
し
準
備
状
態
で
あ
る
な
ら
、

知
性
は
付
帯
性
と
な
る
だ
ろ
う（

（1
（

。

　

個
々
の
霊
魂
（
質
料
的
知
性
）
は
そ
れ
ぞ
れ
の
身
体
が
有
す
る
あ
る
種
の
状
態
で
あ
る
。
物
質
の
状
態
で
あ
る
た
め
付
帯
性
で
し
か
な

い
し
、
身
体
が
な
く
な
れ
ば
消
滅
し
て
し
ま
う
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ス
カ
リ
ゲ
ル
の
解
釈
に
よ
れ
ば
付
帯
性
で
あ
る
と
い
う
点
で

は
、
普
遍
的
な
知
性
も
変
わ
ら
な
い
。
そ
れ
は
認
識
に
と
も
な
っ
て
は
じ
め
て
人
間
に
宿
る
か
ら
だ
。
こ
こ
か
ら
彼
が
カ
ル
ダ
ー
ノ
の
知

性
を
徹
頭
徹
尾
付
帯
性
に
支
配
さ
れ
た
も
の
と
理
解
し
て
い
た
の
が
わ
か
る
。
普
遍
的
で
あ
れ
個
別
的
で
あ
れ
知
性
は
付
帯
的
と
す
る
こ

と
で
、
カ
ル
ダ
ー
ノ
は
実
体
を
追
放
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

三　

イ
デ
ア
論
と
世
界
霊
魂
─
プ
ラ
ト
ン

　

ス
カ
リ
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
と
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
が
カ
ル
ダ
ー
ノ
の
知
性
論
の
源
泉
で
あ
っ
た
。
だ
が
さ
ら
に
別
の
哲
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学
者
と
の
つ
な
が
り
も
彼
は
見
て
と
っ
て
い
た
。
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
へ
の
依
拠
に
よ
っ
て
、
根
本
的
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
は
相
容
れ
な
い

哲
学
者
に
カ
ル
ダ
ー
ノ
は
接
近
し
た
と
い
う
の
だ
。

普
遍
的
な
人
間
の
知
性
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
と
な
ん
の
違
い
も
な
い
。
イ
デ
ア
の
そ
れ
ぞ
れ
は
ひ
と
つ
の
な
に
か
で
あ
り
、
す

べ
て
の
個
物
に
分
有
可
能
だ
。
こ
の
﹇
普
遍
的
な
知
性
の
﹈
学
説
の
最
初
の
発
明
者
は
、﹇
証
拠
が
﹈
残
っ
て
い
る
限
り
で
は
、
テ

ミ
ス
テ
ィ
オ
ス
で
あ
っ
た
（
だ
が
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
も
お
な
じ
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
）
が
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス

が
そ
れ
を
成
長
さ
せ
た（

（1
（

。

　

そ
れ
自
体
と
し
て
単
一
の
も
の
が
数
多
く
の
事
物
に
よ
っ
て
分
有
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、
普
遍
的
な
知
性
は
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
と
変

わ
り
が
な
い
。
知
性
に
関
す
る
そ
の
よ
う
な
理
解
が
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
ら
に
よ
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
引
き
だ
さ
れ
て
い
る
。
ス
カ
リ

ゲ
ル
は
激
し
く
反
発
す
る
。

テ
ミ
ス
テ
ィ
オ
ス
、
お
よ
び
彼
以
前
の
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
こ
の
知
性
を
人
間
の
な
か
に
し
か
認
め
な
か
っ
た
。
他
方
で
あ
な
た
は
、

私
の
思
う
と
こ
ろ
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
の
夢
想
か
ら
出
発
し
て
、
こ
の
知
性
を
別
の
事
物
に
も
分
配
し
て
み
せ
た
。
そ
の
た
め
知
性
は

そ
れ
自
体
と
し
て
は
犬
、
セ
ミ
、
そ
し
て
石
す
ら
助
け
て
い
る
の
だ
。
た
だ
し
質
料
の
愚
鈍
さ
に
よ
り
無
駄
に
終
わ
っ
て
い
る
の
だ

が
。
知
性
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
す
べ
て
を
照
ら
し
だ
す
。
だ
が
す
べ
て
の
事
物
が
必
ず
し
も
照
ら
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う

わ
け
だ
。﹇
中
略
﹈
そ
し
て
あ
な
た
は
頑
迷
に
も
こ
れ
ら
の
馬
鹿
げ
た
こ
と
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
見
解
か
ら
く
る
か
の
よ
う
に
論

じ
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
ど
う
や
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
に
反
論
で
き
た
だ
ろ
う
か
。
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彼
の
異
議
は
、
イ
デ
ア
が
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
離
存
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
（
な
ぜ

な
ら
お
な
じ
も
の
が
個
別
的
な
も
の
の
外
側
に
あ
り
な
が
ら
内
側
に
あ
る
、
あ
る
い
は
分
離
可
能
で
あ
り
な
が
ら
結
合
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
）。﹇
も
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
あ
な
た
の
見
解
を
共
有
し
て
い
た
な
ら
ば
﹈
彼
は
お
な
じ
問
題
に
お
ち

い
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
知
性
が
一
つ
で
あ
り
な
が
ら
、
分
有
可
能
で
あ
り
、
か
つ
分
離
可
能
で
あ
る
と
い
う
問
題
に
だ（

（1
（

。

　

ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
は
「
大
小
、
貴
賤
を
問
わ
ず
す
べ
て
の
動
物
に
知
性
が
属
し
て
い
る
」
と
考
え
て
い
た（
（1
（

。
こ
の
見
解
を
発
展
さ
せ
て

カ
ル
ダ
ー
ノ
は
知
性
が
万
物
に
宿
っ
て
い
る
と
考
え
た
と
い
う
。
た
だ
し
質
料
の
完
成
度
が
十
分
で
な
い
動
物
や
石
は
知
性
を
発
現
さ
せ

な
い
。
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、ス
カ
リ
ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
な
知
性
を
沈
み
も
昇
り
も
し
な
い
太
陽
に
た
と
え
て
お
り
、実
際
カ
ル
ダ
ー

ノ
は
光
の
比
喩
を
使
っ
て
知
性
の
働
き
を
解
説
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
学
説
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
名
の
も
と
に
唱
え
る
の
は
許
さ
れ

な
い
と
ス
カ
リ
ゲ
ル
は
い
う
。
個
々
の
事
物
か
ら
離
存
し
て
い
な
が
ら
同
時
に
分
有
さ
れ
て
い
る
の
は
端
的
に
矛
盾
だ
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
は
イ
デ
ア
論
を
攻
撃
し
て
い
た
は
ず
だ
。

　

普
遍
的
な
知
性
を
能
動
知
性
と
言
い
か
え
な
が
ら
ス
カ
リ
ゲ
ル
は
論
を
進
め
る
。
彼
が
問
題
視
す
る
の
は
、
能
動
・
受
動
知
性
の
よ
う

な
区
分
を
持
ち
だ
す
論
者
た
ち
は
、
い
ま
だ
か
つ
て
能
動
知
性
の
正
体
に
つ
い
て
見
解
の
一
致
に
い
た
っ
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
点
だ
。

こ
の
不
一
致
は
そ
も
そ
も
の
想
定
の
不
合
理
さ
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
う
。
彼
は
い
う
。

あ
る
人
々
は
能
動
知
性
は
分
散
し
、
ほ
と
ん
ど
散
乱
し
て
い
る
知
性
だ
と
論
じ
た
。
他
の
人
び
と
に
よ
る
と
世
界
霊
魂
で
あ
り
、
従

者
と
し
て
の
義
務
を
果
た
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
存
在
だ
と
い
う
。
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
は
『
形
而
上
学
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
』
の
な
か
で
、

能
動
知
性
と
は
天
の
動
者
の
な
か
の
最
後
の
者
﹇
月
の
天
球
の
知
性
﹈
だ
と
論
じ
て
い
る
。
あ
る
人
び
と
﹇
た
と
え
ば
ア
レ
ク
サ
ン
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ド
ロ
ス
﹈
は
じ
つ
に
向
こ
う
見
ず
に
も
能
動
知
性
を
神
そ
の
も
の
に
し
よ
う
と
欲
し
た（
11
（

。

　

注
目
す
べ
き
は
二
つ
目
の
文
だ
。
ス
カ
リ
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
普
遍
的
な
能
動
知
性
を
世
界
霊
魂
と
同
一
視
し
て
い
る
哲
学
者
た
ち
が
い

る
と
い
う
。
こ
こ
で
『
演
習
』
に
カ
ル
ダ
ー
ノ
の
世
界
霊
魂
論
へ
の
批
判
が
収
録
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
お
こ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。『
霊

魂
の
不
死
に
つ
い
て
』
や
『
精
妙
さ
に
つ
い
て
』
の
な
か
で
カ
ル
ダ
ー
ノ
は
、
全
宇
宙
に
浸
透
す
る
あ
る
種
の
力
を
想
定
し
、
そ
れ
を
プ

ラ
ト
ン
に
な
ら
っ
て
世
界
霊
魂
と
呼
ん
で
い
た
。
ス
カ
リ
ゲ
ル
を
苛
立
た
せ
た
の
は
、
カ
ル
ダ
ー
ノ
が
こ
の
力
を
時
と
し
て
熱
と
同
一
視

し
た
点
で
あ
る
。
ス
カ
リ
ゲ
ル
の
考
え
で
は
、
こ
れ
は
霊
魂
の
物
質
へ
の
還
元
に
他
な
ら
な
い
。
す
る
と
そ
の
不
死
も
否
定
さ
れ
る（

1（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
ス
カ
リ
ゲ
ル
が
カ
ル
ダ
ー
ノ
の
知
性
論
の
ど
こ
を
も
っ
と
も
危
険
視
し
た
か
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
知
性
や

世
界
霊
魂
と
い
っ
た
非
物
質
的
な
存
在
を
指
す
か
に
み
え
る
単
語
を
用
い
て
い
な
が
ら
、実
際
に
意
味
し
て
い
る
の
は
熱
だ
と
い
う
の
だ
。

カ
ル
ダ
ー
ノ
の
知
性
論
は
忌
む
べ
き
物
質
主
義
の
偽
装
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
わ
け
だ
。

四　

神
的
な
霊
魂

　

ス
カ
リ
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
カ
ル
ダ
ー
ノ
の
学
説
は
二
つ
の
重
要
な
側
面
を
も
つ
。
一
つ
は
普
遍
的
な
知
性
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
可
滅

的
な
霊
魂
の
想
定
だ
。
後
者
の
考
え
を
ス
カ
リ
ゲ
ル
は
攻
撃
す
る
。

あ
ら
ゆ
る
完
全
な
混
合
物
の
形
相
は
、
そ
れ
が
（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
）
た
と
え
霊
魂
で
な
い
に
せ
よ
、

四
元
素
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
第
五
精
髄
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
霊
魂
を
四
元
素
か
ら
な
る
と
み
な
す
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
議
論
へ

の
決
定
的
な
反
論
が
引
き
だ
さ
れ
る
。
霊
魂
の
力
は
元
素
の
力
が
か
つ
て
け
っ
し
て
生
じ
さ
せ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
を
生
じ
さ
せ
る
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の
だ（
11
（

。

　

混
合
物
は
な
ん
で
あ
れ
、
四
元
素
が
引
き
起
こ
さ
な
い
活
動
を
も
た
ら
す
。
そ
れ
を
引
き
お
こ
す
形
相
を
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
よ
う

に
単
な
る
四
元
素
の
混
合
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
ま
っ
た
く
別
の
第
五
精
髄
か
ら
な
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う

な
形
相
は
神
的
な
も
の
で
す
ら
あ
る
と
ス
カ
リ
ゲ
ル
は
論
じ
て
い
る（

11
（

。

　

普
遍
的
な
能
動
知
性
の
想
定
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
な
に
よ
り
も
不
要
だ
と
ス
カ
リ
ゲ
ル
は
論
じ
る
。
理
解
の
局
面
を
考
え
る
と
、
ま

ず
た
と
え
ば
カ
エ
サ
ル
の
形
象
を
受
け
い
れ
、
表
象
を
手
に
入
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
受
動
的
な
理
解
だ
。
だ
が
さ
ら
に
カ
エ
サ
ル
は
今

こ
こ
に
い
る
と
判
断
す
る
と
、
そ
の
と
き
知
性
は
な
に
か
を
能
動
的
に
行
っ
て
い
る
。
表
象
を
時
間
と
場
所
に
照
ら
し
あ
わ
せ
て
考
察
し

て
い
る
か
ら
だ
。
そ
れ
に
よ
り
カ
エ
サ
ル
が
今
こ
こ
に
お
り
、
未
来
に
は
別
の
場
所
に
い
る
だ
ろ
う
と
い
う
認
識
が
生
ま
れ
る
。
こ
こ
か

ら
「
今
」
と
か
「
か
つ
て
」
と
か
「
こ
こ
」
と
か
い
う
状
況
が
カ
エ
サ
ル
か
ら
分
離
可
能
な
付
帯
的
な
状
況
だ
と
わ
か
る
。
こ
れ
ら
を
取

り
の
ぞ
く
と
人
間
の
純
粋
な
本
性
が
残
る
。
知
性
は
お
な
じ
本
性
を
カ
ト
ー
の
う
ち
に
も
認
め
う
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
が
人
間
に
共
通

の
本
性
で
あ
る
と
理
解
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
知
性
は
推
論
に
よ
っ
て
付
帯
性
を
除
去
し
、
普
遍
を
理
解
で
き
る
。
な
ら
ば
表
象
を
受

け
と
る
知
性
と
は
別
の
能
動
知
性
を
想
定
す
る
必
要
は
な
い
。

　

む
し
ろ
想
定
す
る
と
か
え
っ
て
不
合
理
が
生
じ
る
と
ス
カ
リ
ゲ
ル
は
い
う
。
こ
の
と
き
能
動
知
性
は
ま
ず
表
象
を
理
解
し
、
そ
れ
が
個

別
的
な
も
の
だ
と
認
識
す
る
は
ず
だ
。
そ
こ
か
ら
個
別
性
を
取
り
の
ぞ
き
、
普
遍
を
獲
得
す
る
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
も
そ
も
能
動
知
性
は
個

別
的
な
も
の
を
認
識
で
き
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
そ
の
よ
う
な
も
の
が
役
割
を
果
た
す
た
め
に
ま
ず
個
物
を
認
識
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
は
矛

盾
も
は
な
は
だ
し
い（

11
（

。

　

以
上
か
ら
ス
カ
リ
ゲ
ル
の
立
場
が
浮
か
び
あ
が
る
。
普
遍
的
な
知
性
を
想
定
す
る
必
要
は
な
い
。
個
々
の
人
間
は
不
死
な
る
霊
魂
を
通
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じ
て
普
遍
と
個
物
の
両
方
を
認
識
す
る
。
ス
カ
リ
ゲ
ル
は
い
う
。

霊
魂
は
そ
の
尊
厳
か
ら
し
て
、
役
目
を
果
た
し
、
力
を
発
揮
す
る
の
に
、
い
か
な
る
付
帯
性
、
な
い
し
は
自
身
の
う
ち
に
内
在
す
る

な
に
か
の
保
護
や
助
け
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。
霊
魂
は
い
か
な
る
媒
介
も
な
し
に
直
接
的
に
本
質
を
通
じ
て

役
目
を
果
た
し
、
力
を
発
揮
す
る
の
だ
。
そ
の
本
質
は
力
の
い
か
な
る
実
在
的
分
離
も
含
ん
で
お
ら
ず
、
自
律
し
た
原
理
と
し
て
あ

る
。
す
な
わ
ち
作
用
を
生
み
だ
す
に
あ
た
っ
て
自
分
自
身
で
十
分
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
作
用
は
た
ん
に
単
純
で
一
様
な
も
の
だ
け
で

な
く
、
複
合
的
で
あ
っ
た
り
、
互
い
に
異
な
っ
て
い
た
り
、
さ
ら
に
は
互
い
に
対
立
し
て
い
た
り
す
る
。
そ
れ
ら
の
作
用
を
霊
魂
は

自
ら
の
単
純
性
と
神
性
が
ゆ
え
に
生
み
だ
す
の
だ
。
と
は
い
え
そ
れ
ら
の
作
用
は
、
あ
る
も
の
の
次
に
あ
る
も
の
と
い
う
よ
う
に
順

番
に
引
き
だ
さ
れ
る
の
だ
が（

11
（

。

　

霊
魂
は
神
的
で
単
純
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
完
全
に
自
律
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
作
用
を
生
み
だ
す
。
こ
れ
が
ス
カ
リ
ゲ
ル
の
霊
魂
観
の
核
心

だ
っ
た
。
こ
の
想
定
を
揺
る
が
す
よ
う
な
普
遍
的
な
知
性
の
存
在
は
否
定
さ
れ
る
。

　

し
か
し
否
定
の
帰
結
は
重
大
だ
っ
た
。
ス
カ
リ
ゲ
ル
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
離
反
し
た
の
だ
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
能
動
知
性
を
想

定
し
て
い
た
の
は
『
霊
魂
論
』
か
ら
あ
き
ら
か
で
あ
り
、
ス
カ
リ
ゲ
ル
も
認
め
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
師
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
を
誇
る
ス
カ

リ
ゲ
ル
に
し
て
み
れ
ば
こ
の
結
末
は
よ
ろ
こ
ば
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
実
際
、
後
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
者
か
ら
は
批
判

を
招
く（

11
（

。
だ
が
ス
カ
リ
ゲ
ル
に
し
て
み
れ
ば
離
反
は
や
む
を
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
知
性
の
機
能
を
分
割
し
て
し
ま
え
ば
、
プ
ラ
ト
ン

の
イ
デ
ア
論
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
の
知
性
単
一
論
、
そ
し
て
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
物
質
論
を
呼
び
こ
ん
で
し
ま
い
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
危
険
性
を
ま
さ
に
再
現
し
て
い
た
の
が
カ
ル
ダ
ー
ノ
の
哲
学
な
の
だ
っ
た
。
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五　

結
論

　

こ
こ
ま
で
の
分
析
か
ら
、
ス
カ
リ
ゲ
ル
の
カ
ル
ダ
ー
ノ
批
判
が
決
し
て
場
当
た
り
的
な
も
の
で
も
、
た
ん
な
る
誹
謗
中
傷
で
も
な
か
っ

た
と
理
解
さ
れ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
む
し
ろ
一
貫
し
た
学
説
史
的
な
展
望
に
立
脚
し
て
い
た
。
ス
カ
リ
ゲ
ル
は
カ
ル
ダ
ー
ノ
の
知
性
の
理

論
の
う
ち
に
、
少
な
く
と
も
三
つ
の
哲
学
上
の
立
場
が
合
流
し
て
い
る
の
を
見
て
と
っ
て
い
た
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
、

そ
し
て
プ
ラ
ト
ン
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
潮
流
だ
。
知
性
を
認
識
の
対
象
と
同
一
視
す
る
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
理
解
が
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ

ス
の
知
性
単
一
論
を
生
み
だ
し
た
。
こ
の
学
説
の
も
と
で
は
個
別
的
な
霊
魂
は
可
滅
的
な
も
の
と
な
り
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
物
質
主

義
と
お
な
じ
帰
結
が
導
か
れ
る
。
同
時
に
普
遍
的
な
知
性
の
想
定
は
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
説
と
重
な
り
、
こ
の
普
遍
者
を
熱
と
同
一
視
す

る
こ
と
か
ら
、
ま
た
も
や
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
的
な
可
滅
的
霊
魂
観
が
あ
ら
わ
れ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
カ
ル
ダ
ー
ノ
の
哲
学
は
ど
こ
か

ら
出
発
し
て
も
最
終
的
に
は
霊
魂
の
不
死
性
を
否
定
す
る
反
宗
教
的
な
学
説
に
た
ど
り
着
い
て
し
ま
う
と
ス
カ
リ
ゲ
ル
は
見
な
し
て
い

た
。

　

こ
の
危
険
を
回
避
す
る
た
め
、
ス
カ
リ
ゲ
ル
は
霊
魂
の
う
ち
に
い
か
な
る
機
能
の
分
割
も
認
め
な
い
立
場
を
打
ち
だ
し
て
い
く
。
神
的

な
霊
魂
は
完
全
に
自
律
的
に
作
用
を
生
み
だ
す
。
い
や
霊
魂
だ
け
で
な
く
、
お
よ
そ
形
相
は
み
な
第
五
精
髄
で
あ
り
、
神
的
だ
と
ス
カ
リ

ゲ
ル
は
主
張
す
る
。
彼
の
哲
学
に
一
貫
性
を
与
え
て
い
る
核
を
求
め
る
な
ら
ば
、ま
ず
は
こ
の
形
相
観
を
お
さ
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
ロ
バ
ー

ト
・
ボ
イ
ル
（R
obert B

oyle, 1627-1691

）
が
ス
カ
リ
ゲ
ル
を
「
形
相
の
最
大
の
庇
護
者
」the greatest Patrons of Form

s

の
一
人

に
数
え
た
の
は
じ
つ
に
適
切
な
評
価
で
あ
っ
た（

11
（

。

　

ス
カ
リ
ゲ
ル
に
つ
い
て
の
以
上
の
認
識
は
論
敵
に
つ
い
て
も
多
く
を
教
え
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
カ
ル
ダ
ー
ノ
は
現
代
の
研
究
で

さ
ま
ざ
ま
な
装
い
の
も
と
に
あ
ら
わ
れ
る
。
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
と
し
て
描
か
れ
た
り
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
主
義
者
と
見
な
さ
れ
た
り
、
は
た
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ま
た
ル
ネ
サ
ン
ス
自
然
主
義
者
の
一
人
に
数
え
ら
れ
た
り
す
る
の
だ（
11
（

。
こ
れ
ら
諸
側
面
の
関
係
が
十
分
に
整
理
さ
れ
な
い
の
で
、
彼
の
哲

学
は
し
ば
し
ば
と
ら
え
が
た
く
、
一
貫
性
を
欠
い
た
も
の
に
映
る
。
こ
れ
ら
一
見
す
る
と
ば
ら
ば
ら
の
要
素
を
一
つ
の
体
系
に
整
理
す
る

視
点
を
ス
カ
リ
ゲ
ル
の
批
判
は
与
え
て
く
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
批
判
者
に
よ
る
多
分
に
バ
イ
ア
ス
の
か
か
っ
た
再
構
成
を
そ
の
ま
ま
受
け
い

れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ス
カ
リ
ゲ
ル
の
解
釈
の
妥
当
性
は
、
カ
ル
ダ
ー
ノ
の
残
し
た
著
作
に
即
し
て
検
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
で
も
錯
綜
し
た
カ
ル
ダ
ー
ノ
の
哲
学
を
解
き
ほ
ぐ
す
手
が
か
り
を
ス
カ
リ
ゲ
ル
が
提
供
し
て
い
る
の
は
確
か
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
、
ス
カ
リ
ゲ
ル
の
し
め
し
た
展
望
は
私
た
ち
の
知
性
論
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
変
更
を
う
な
が
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ

の
問
題
に
取
り
く
む
に
あ
た
っ
て
、
従
来
の
研
究
は
知
性
単
一
論
に
焦
点
を
絞
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
が
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス

に
同
意
し
た
か
否
か
に
着
目
す
る
の
だ
。
し
か
し
知
性
単
一
論
は
決
し
て
そ
れ
単
独
で
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
す
く
な
く

と
も
ス
カ
リ
ゲ
ル
の
理
解
で
は
イ
デ
ア
論
と
物
質
主
義
と
不
可
分
で
あ
っ
た
。
こ
の
連
関
は
プ
ラ
ト
ン
の
全
著
作
と
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ

ス
を
は
じ
め
と
す
る
古
代
の
註
釈
家
た
ち
の
作
品
が
訳
さ
れ
た
ル
ネ
サ
ン
ス
期
だ
か
ら
こ
そ
可
能
と
な
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
と
も
す
れ
ば

現
代
で
は
見
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
学
説
の
連
関
の
な
か
で
当
時
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
が
動
い
て
い
た
こ
と
を
、
ス
カ
リ
ゲ
ル
の
『
演

習
』
は
教
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る（

11
（

。

＊ 

本
稿
は
、
二
〇
一
五
年
六
月
二
六
│
二
七
日
に
ラ
ド
バ
ウ
ド
大
学
（
オ
ラ
ン
ダ
）
で
開
催
さ
れ
た
会
議 “Julius C

aesar Scaliger and 

Sixteenth-C
entury N

atural Philosophy” 

で
執
筆
者
が
行
っ
た
発
表
に
基
づ
く
。

注（
1
）　

註
解
数
の
推
定
に
つ
い
て
は
、C

harles H
. Lohr, Latin A

ristotle C
om

m
entaries 2: R

enaissance A
uthors (Firenze: O

lschki, 1998), viii 

を
見
よ
。
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ル
ネ
サ
ン
ス
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
に
つ
い
て
は
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
Ｂ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
Ｐ
・
コ
ー
ペ
ン
ヘ
イ
ヴ
ァ
ー
『
ル
ネ
サ
ン
ス
哲
学
』

榎
本
武
文
訳
（
平
凡
社
、
二
〇
〇
八
年
）、
五
九
│
一
二
六
頁；

C
raig M

artin, Subverting A
ristotle: R

eligion, H
istory, and Philosophy in E

arly 

M
odern Science (B

altim
ore: Johns H

opkins U
niversity Press, 2014) 

を
見
よ
。

（
2
）　

カ
ル
ダ
ー
ノ
『
我
が
人
生
の
書
：
ル
ネ
サ
ン
ス
人
間
の
数
奇
な
生
涯
』
青
木
靖
三
、
榎
本
恵
美
子
訳
（
社
会
思
想
社
、
一
九
八
九
年
）、
二
三
八
頁
。
カ
ル

ダ
ー
ノ
に
つ
い
て
は
、
榎
本
恵
美
子
『
天
才
カ
ル
ダ
ー
ノ
の
肖
像
：
ル
ネ
サ
ン
ス
の
自
叙
伝
、
占
星
術
、
夢
解
釈
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
三
年
）
を
見
よ
。

（
3
）　K

uni Sakam
oto, Julius C

aesar Scaliger, R
enaissance R

eform
er of A

ristotelianism
: A

 Study of H
is E

xotericae E
xercitationes (Leiden: B

rill, 

2016). 

解
釈
史
に
つ
い
て
は
一
│
一
〇
頁
を
見
よ
。
ス
カ
リ
ゲ
ル
の
生
涯
の
簡
単
な
紹
介
と
し
て
、
坂
本
邦
暢
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
救
え
：
一
六
世
紀
の

ス
コ
ラ
学
と
ス
カ
リ
ゲ
ル
の
改
革
」
ヒ
ロ
・
ヒ
ラ
イ
、
小
澤
実
編
『
知
の
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
：
中
世
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
』

（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
四
年
）、
二
五
二
│
二
七
九
頁
の
二
六
〇
│
二
六
二
頁
を
見
よ
。

（
4
）　Ian M

aclean, “C
ardano’s E

clectic Psychology and Its C
ritique by Julius C

aesar Scaliger,” V
ivarium

 46 (2008): 392-417.

（
5
）　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
霊
魂
論
』
第
三
巻
第
四
章 429b30-430a4

、
中
畑
正
志
訳
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
七
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）、
一
五
〇
頁
。

訳
語
を
一
部
旧
来
の
も
の
に
改
め
た
。
知
性
に
関
す
る
ル
ネ
サ
ン
ス
の
議
論
に
つ
い
て
は
、E

ckhard K
essler, “T

he Intellective Soul,” in T
he 

C
am

bridge H
istory of R

enaissance Philosophy, ed. C
harles B

. Schm
itt, Q

uentin Skinner, &
 E

ckhard K
essler (C

am
bridge: C

am
bridge 

U
niversity Press, 1988), 485-534 

を
見
よ
。

（
6
）　

Scaliger, E
xotericae exercitationes (Paris: M

ichel Vascosan, 1557), 307.6, 393r: “Intellectus, res est ipsa, quae intelligitur. Veluti cum
 

equum
 intelligo: intellectus m

eus est form
a equi.”

『
精
妙
さ
に
つ
い
て
』
の
該
当
箇
所
は
以
下
で
あ
る
。C

ardano, D
e subtilitate, lib. 14 ( O

pera 

om
nia [L

yon: H
uguetan et R

avaud, 1663; repr. Stuttgart: From
m

ann, 1966], 3:583b = John M
. Forrester, trans., T

he D
e subtilitate of 

G
irolam

o C
ardano [Tem

pe: A
rizona C

enter for M
edieval and R

enaissance Studies, 2013], 742-43).

（
7
）　Scaliger, E

xercitationes, 307.6, 393v: “Intellectus C
ardani est equi form

a. E
rgo C

ardanus equus est.”

（
8
）　Scaliger, E

xercitationes, 307.6, 393r: “N
am

 hic om
nino substantiam

 nullam
 esse intellectum

, palam
 profiteris: sed accidens quiddam

. [

…] 
Q

uia antequam
 intelligas, nullum

 habes intellectum
: sed cum

 intelligis, accedit extrinsecus intellectus. E
t fit in te, quod antea, licet te 

existente, non existebat.”

（
9
）　Scaliger, E

xercitationes, 307.7, 394v: “A
lexander super duodecim

o M
etaphysices, ait: form

as m
ateriales esse potentia intelligibiles: fieri 
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vero intelligibiles ab intellectu illas a m
ateria abstrahente. Fieri ergo form

as illas, cum
 intelliguntur, non solum

 intelligibiles actu, sedetiam
 

intellectum
 ipsum

. Sic actu sensile fieri sensum
 ipsum

, cum
 sentitur. Intellectus enim

 recipiens rei form
am

 fit, inquit, actu intellectus. 

Q
uae verba nugae sunt, tuarum

 parentes nugarum
.” 

当
時
の
ラ
テ
ン
語
訳
は
以
下
の
通
り
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
『
形
而
上
学
註
解
』、12.36 

(H
ayduck, 694.27-39 = Juan G

inés de Sepúlveda [R
om

a: M
arcello Silber, 1527], sig. X

 iiir): “Form
arum

 igitur, quae m
ateriales sunt, et in 

m
ateria suum

 esse obtinent, hae ab intellectu intelligibiles fiunt. cum
 sint potentia, non per se et actu intelligibiles, quippe quas intellctus 

sequestrans a m
ateria cum

 qua ipsis esse suppetit, intelligibiles efficiat. E
t tunc ipsarum

 quaeque intelligibilis actu est, atque m
ens sive 

intellectus efficitur, cum
 intelligitur, non ante. N

am
 intellectus actu nihil est aliud quam

 form
a, quae intelligitur. Itaque harum

 quaeque, 

licet non sit sim
pliciter intelligibilis, tam

en cum
 intelligitur, intellectus efficitur. U

t enim
 sensus actu idem

 est, quod actu sensibile, et actu 

sensibile idem
 quod sensus actu, sic intellectus actu. hoc est quod actu intelligibile, et actu intelligibile idem

, quod intellectus actu. 

Intellectus enim
 sum

ens intellectae rei form
am

, ipsam
que a m

ateria secernens illam
 actu intelligibilem

 facit, et ipse actu intellectus 

efficitur.”

（
10
）　Jam

es H
ankins &

 A
da Palm

er, T
he R

ecovery of A
ncient Philosophy in the R

enaissance: A
 B

rief G
uide (Firenze: O

lschki, 2008), 28.

（
11
）　Scaliger, E

xercitationes, 307.16, 400r: “A
venrois m

ultis in locis aiebat: intellectum
 esse res intellectas. Igitur singularem

 fore: si ab eo 

singularia percipiantur.”

（
12
）　

ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
『
霊
魂
論
註
解
』
花
井
一
典
、
中
澤
務
訳
『
中
世
思
想
原
典
集
成
十
一
：
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
』（
平
凡
社
、
二
〇
〇
〇
年
）、
一
〇
三
二
│

一
〇
三
三
頁
。

（
13
）　

Scaliger, E
xercitationes, 307.18, 402r: “Iccirco universalia si fierent in intellectu m

ateriali: vim
 aliam

 excogitatam
 oportuit, quae illa 

faceret, atque in hoc statueret.”

（
14
）　

Scaliger, E
xercitationes, 251, 324v: “Q

uare ne id quidem
 efficere potuit, ut intelligeret singularia. E

vaderet enim
 singularis. E

rgo 

incom
m

unicabilis. A
t erat per hypothesim

, ac definitionem
, com

m
unicabilis. E

o igitur dem
entiae ventum

 est, ut aliam
 in nobis anim

am
 

fabricarent, quae cognosceret singularia. C
ogitativam

 appellant.”

（
15
）　

Scaliger, E
xercitationes, 307.14, 398v: “T

u in libris tuis D
e anim

a, sequutus A
venrois, atque eo prioris T

hem
istii vaesaniam

, fecisti 

anim
am

 m
ortalem

. Intellectum
 vero, ens unum

, prim
um

, om
nia im

plens, atque in unum
quodque entium

 sese insinuans: quae pro suo 
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quaeque captu et adm
ittant, et habeant ad usum

 tuendae vitae. U
t sit quasi sol incorporeus quidam

, nulli oriens, aut occidens, sed sem
per, 

et ubique, et om
nibus praesens.” 

カ
ル
ダ
ー
ノ
に
よ
る
太
陽
の
光
の
比
喩
の
理
由
に
つ
い
て
は
、Sakam

oto, Scaliger, 37 

を
見
よ
。

（
16
）　Scaliger, E

xercitationes, 307.19, 403v: “Q
uam

obrem
 quod tu ex A

lexandri libris in tuos D
e anim

a centones transtulisti, valde abhorret a 

philosophia. U
t intellectus m

aterialis sit praeparatio quaedam
 in anim

a: quae praeparatio sit apta recipere species om
nes intelligibiles. 

E
tenim

 si est praeparatio, est accidens.” 

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
霊
魂
の
受
容
史
と
し
て
、E

ckhard K
essler, “A

lexander of A
phrodisias and H

is 

D
octrine of the Soul: 1400 Years of Lasting Significance,” E

arly Science and M
edicine 16 (2011): 1-93 

を
見
よ
。

（
17
）　

Scaliger, E
xercitationes, 251, 324v: “N

ullo enim
 m

odo differt a Platonicis Ideis. Q
uarum

 singulae, unum
 essent quiddam

, individuis 

om
nibus com

m
unicabile. H

uius parens prim
us, quod quidem

 extet, fuit T
hem

istius (sed et A
lexander idem

 quoque sensisse visus est). 

A
venrois vero nutrix.”

（
18
）　Scaliger, E

xercitationes, 307.14, 398v: “H
unc T

hem
istius, atque ante eum

 Plotinus, cum
 solis hom

inibus delegasset, tu ex A
naxagorae 

som
niis, ut opinor, aliis quoque distribuere ausus es: ita ut etiam

 cani, etiam
 cicadae, etiam

 lapidi assistat: sed inutilis, ob ineptitudinem
 

m
ateriae. Illum

 igitur, quantum
 in se est, illustrare om

nia: at non om
nia illustrari. [

…] A
tque hasce naenias audes asseveranter praedicare 

quasi ex A
ristotelis sententia? Q

uod si ita esset: quo posst ille m
odo Platonicas Ideas im

pugnare? N
ihil enim

 aliud, quod obiiciat, habet, 

quam
 quod Idea unum

 singulare est, idem
que separatum

. Q
uocirca non potest idem

 esse extra singularia, et in singularibus, separabile, et 

coniunctum
. H

oc enim
 idem

 pateretur ille cum
 suo intellectu, et uno, et com

m
unicabili, et separabili.”

（
19
）　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
霊
魂
論
』
第
一
巻
第
二
章 404b3-5
、
中
畑
訳
、
二
六
頁
＝
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
哲
学
者
断
片
集
』
ヘ
ル
マ
ン
・
デ
ィ
ー
ル
ス
、
ヴ
ァ

ル
タ
ー
・
ク
ラ
ン
ツ
編
、
内
山
勝
利
他
訳
、
第
Ⅲ
分
冊
、
第
五
九
章
「
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
（
Ａ
）」
一
〇
〇
番
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）、
二
七
一
頁
。

（
20
）　

Scaliger, E
xercitationes, 307.18, 402v: “Q

uippe alii diffusam
, ac quasi seipsam

 aspergentem
 intelligentiam

 esse, dixere. A
lii anim

am
 

m
undi: quae tanquam

 apparitoris officio fungatur. A
venrois in Paraphrasi M

etaphysices, esse ultim
um

 m
otorum

 caelestium
. N

onnulli 

etiam
 deum

 ipsum
 esse, voluere: tem

ere adm
odum

.”

（
21
）　

ス
カ
リ
ゲ
ル
の
世
界
霊
魂
論
批
判
に
つ
い
て
は
、Sakam

oto, Scaliger, 32-52 
を
見
よ
。
カ
ル
ダ
ー
ノ
の
熱
の
理
論
に
つ
い
て
は
、
ヒ
ロ
・
ヒ
ラ
イ
「
ル

ネ
サ
ン
ス
の
星
辰
医
学
：
占
星
術
の
変
容
か
ら
普
遍
医
薬
の
探
求
へ
」『
学
習
院
女
子
大
学
紀
要
』
第
一
六
巻
、
二
〇
一
四
年
、
二
三
│
四
一
頁
を
見
よ
。

（
22
）　Scaliger, E

xercitationes, 307.20, 405r: “Q
uin istis edico sim

ul: O
m

nem
 form

am
 cuiuscunque perfecti m

isti, etiam
si non est anim

a, ut in 
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adam
ante, naturam

 esse quintam
, longe aliam

 a quatuor elem
entis. Q

uo ex loco deducitur herculeum
 argum

entum
 adversus A

lexandrum
, 

qui anim
am

 quatuor ex elem
entis constituebat. E

st in anim
ae potestatibus, quod nunquam

 fuit in potestatibus elem
enti cuiusquam

.” 

こ
の

箇
所
の
よ
り
詳
細
な
分
析
と
し
て
、
坂
本
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
救
え
」
二
六
六
│
二
七
一
頁
を
見
よ
。

（
23
）　

形
相
の
神
性
に
つ
い
て
は
、Sakam

oto, Scaliger, 135-136, 174 

を
見
よ
。

（
24
）　Scaliger, E

xercitationes, 307.18, 402r-v.

（
25
）　

Scaliger, E
xercitationes, 307.15, 399v: “D

ecet enim
 anim

am
 propter suam

 dignitatem
 fungi suis officiis: suasque exercere potestates, 

absque ullius accidentis, aut inhaerentis, vel praesidio, vel adm
iniculo: sed sine ullo m

edio statim
 per essentiam

 suam
. Q

uae essentia sine 

reali potestatum
 disiunctione, est principium

 sibiipsi αὐταρκὲς: id est quod sit satis sibi, ad producendas effectiones suas: easque non 

solum
 sim

plices, ac uniform
es, sed etiam

 com
positas, sed etiam

 diversas, sed etiam
 oppositas, propter suam

 sim
plicitatem

, atque 

divinitatem
: ita tam

en, ut seriatim
 una post aliam

, educantur.” 

霊
魂
の
神
性
と
自
律
性
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
は
、Sakam

oto, Scaliger, 119-120, 

133-134, 137-138 

を
見
よ
。

（
26
）　Jacob Schegk, D

e plastica sem
inis facultate libri tres (Strasbourg: B

ernard Jobin, 1580), sig. G
7r-H

1r.

（
27
）　R

obert B
oyle, O

rigine of Form
es and Q

ualities, in  T
he W

orks of R
obert B

oyle, ed. M
ichael H

unter &
 E

dw
ard B

. D
avis (London: Pickering 

and C
hatto, 1999-2000), 5:351.

（
28
）　

そ
の
た
め
彼
の
哲
学
は
折
衷
的
な
も
の
と
さ
れ
る
。G

uido G
iglioni, “G

irolam
o [G

eronim
o] C

ardano,” in Stanford E
ncyclopedia of Philosophy: 

http://plato.stanford.edu/entries/cardano/

（
29
）　

ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
を
よ
り
広
い
観
点
か
ら
と
ら
え
る
必
要
性
は
、
ア
ダ
ム
・
タ
カ
ハ
シ
、
ヒ
ロ
・
ヒ
ラ
イ
『
危
険
な
物
質
主
義
の
系
譜
：
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
、

ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
、
ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
』（K

indle

版
、
二
〇
一
五
年
）
が
指
摘
し
て
い
る
。




