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一
　
問
題
の
所
在

　
十
二
世
紀
の
パ
リ
に
お
い
て
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
い
う
名
が
新
奇
な
響
き
を
も
つ
に
い
た
っ
た
の
か
。
そ
の
委
細
を

尽
く
す
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
た
だ
、
一
二
一
〇
年
に
パ
リ
に
集
ま
っ
た
司
教
た
ち
が
、
そ
の
著
を
禁
書
に
あ
げ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
こ

ろ
に
は
新
来
の
思
想
と
し
て
危
ぶ
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か（
1
）る。
教
会
は
、
デ
ィ
ナ
ン
の
ダ
ビ
ッ
ド
（D

avid de D
inant

）
と
い
う
学
者

に
汎
神
論
の
性
が
あ
る
と
し
、
そ
の
著
作
を
焚
書
に
処
し
た
の
だ
が
、
元
凶
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
書
に
求
め
、
こ
れ
を
読
む
こ
と
を
禁

じ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
広
く
読
ま
れ
て
い
な
い
も
の
は
、
あ
え
て
禁
じ
る
に
及
ば
な
い
。
そ
の
た
め
、
禁
じ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
広
く
読
ま
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
十
三
世
紀
の
は
じ
め
に
は
、
す
で
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
一
般
に
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
禁
令
は

一
二
一
五
年
に
再
び
示
さ
れ
、
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
も
こ
れ
に
倣
っ
た
。
お
お
よ
そ
、
一
二
四
〇
年
ご
ろ
ま
で
は
効
力
を
も
っ
た
と

さ
れ
る
。

　
そ
れ
か
ら
し
だ
い
に
、
大
学
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
講
じ
て
も
、
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
じ
つ
を
言
う
と
、
禁
令

は
下
げ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
だ
が
、
も
は
や
咎
め
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
な
っ
て
い
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
広
く
引
か
れ
、
論

じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
を
指
す
と
き
は
、
た
ん
に
哲
学
者
（Philosophus

）
と
書
け
ば
よ
く
、
そ
れ
よ
り
ほ
か
に
言
を
要
さ
な
く

な
っ
た
。
哲
学
者
と
言
え
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
こ
と
で
あ
り
、
ほ
か
の
哲
学
者
を
指
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
の
思
想
は
、
そ
れ
ほ
ど

ま
で
に
大
き
な
力
を
も
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
お
お
か
た
の
神
学
者
が
そ
の
思
想
に
接
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
む
ろ
ん
、
外
来
の
思
想
が
こ
れ
ま
で
の
教
説
に
符

合
す
る
は
ず
も
な
い
か
ら
、
神
学
者
た
ち
は
多
か
れ
少
な
か
れ
、
み
ず
か
ら
の
学
説
に
再
考
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
い
ま
や
事
物
を
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語
る
に
あ
た
っ
て
、
質
料
や
形
相
と
い
っ
た
言
葉
を
使
わ
ず
に
論
じ
る
こ
と
は
難
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
論
の
進
め
か
た
一
つ

を
と
っ
て
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
学
に
依
っ
て
い
な
け
れ
ば
信
用
を
置
か
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
で
の
消
息
は
、
概
念

上
の
革
新
（conceptual revolution

）
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
動
き
は
、
こ
れ
ま
で
哲
学
史
や
科
学
史
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
史
の
な
か
で
描
か
れ
て
き
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ

て
、
も
の
の
見
か
た
が
大
き
く
変
わ
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
い
ま
や
一
般
に
周
知
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
に
言
う
思
想
史
か
ら
、

政
治
思
想
史
と
い
う
の
も
例
に
洩
れ
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
政
治
の
見
か
た
を
大
き
く
変
え
た
と
い
う
捉
え
か
た
は
、
久
し
く
政
治

思
想
史
に
お
い
て
定
説
に
な
っ
て
き
た
と
言
っ
て
よ
い
。
数
多
い
論
者
の
う
ち
、
こ
こ
で
は
そ
の
筆
頭
と
し
て
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ウ
ル
マ

ン
（W

alter U
llm
ann

）
の
名
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

　
ウ
ル
マ
ン
は
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
に
お
け
る
中
世
史
の
教
授
で
あ
っ
た
（
一
九
七
二
―
一
九
七
八
年
）。
政
治
思
想
に
つ
い
て
多
く
の

著
作
を
残
し
た
が
、
な
か
で
も
『
中
世
に
お
け
る
統
治
と
政
治
の
原
理
』（Principles of G

overnm
ent and Politics in the M

iddle A
ges

）

と
『
中
世
政
治
思
想
史
』（A

 H
istory of Political Thought: The M

iddle A
ges

）
は
、
彼
の
歴
史
観
を
端
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
移
入
を
時
代
の
転
換
と
み
な
す
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

　
本
稿
の
目
的
は
、
こ
う
し
た
ウ
ル
マ
ン
の
歴
史
観
を
修
正
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ウ
ル
マ
ン
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
移
入
を
時
代
の
転

換
と
す
る
が
、
本
稿
で
は
こ
う
し
た
立
場
を
と
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
受
容
す
る
前
と
、
そ
の
あ
と
の
あ
い
だ
に
見
え

る
、
ゆ
る
や
か
な
連
続
性
を
指
摘
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
哲
学
や
自
然
学
に
お
い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
な
し
た
役
割
は
計
り
知
れ
ず
、

こ
れ
を
一
概
に
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
た
だ
、
あ
く
ま
で
政
治
思
想
に
か
ぎ
っ
て
見
る
と
き
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
な
し
た
功
は
、

ウ
ル
マ
ン
が
考
え
る
よ
り
も
ず
っ
と
小
さ
く
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

　
こ
う
し
た
見
解
は
、
す
で
に
ほ
か
の
研
究
者
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
面
と
は
、
ま

た
違
っ
た
面
か
ら
こ
の
問
題
を
あ
つ
か
う
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
ウ
ル
マ
ン
の
歴
史
観
を
大
観
し
、
つ
づ
い
て
ウ
ル
マ
ン
に
反
す
る
立
場
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に
つ
い
て
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
論
じ
て
い
き
た
い
。

二
　
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ウ
ル
マ
ン
の
中
世
史
観

　
ウ
ル
マ
ン
の
論
は
こ
う
で
あ
る
。
中
世
の
政
治
思
想
史
は
、
権
力
が
ど
こ
に
由
来
す
る
か
に
よ
っ
て
、
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
か
り
に
、
政
治
と
い
う
営
み
を
大
き
な
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
に
見
立
て
る
と
、
権
力
が
そ
の
頂
点
か
ら
下
っ
て
い
く
（descending

）

と
見
る
か
、
そ
れ
と
も
底
部
か
ら
上
っ
て
い
く
（ascending

）
と
見
る
か
、
こ
の
二
つ
の
見
か
た
に
大
別
で
き
る
と
い
う
。
こ
の
二
つ
は

対
立
し
た
見
か
た
で
あ
っ
て
、
中
世
の
政
治
思
想
史
と
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
こ
れ
ら
の
せ
め
ぎ
あ
い
に
つ
き
る
、
と
い
う
の
が
ウ
ル
マ
ン

の
言
で
あ（
2
）る。

　
た
と
え
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
西
欧
に
わ
た
る
前
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
は
お
お
む
ね
、
権
力
が
下
っ
て
い
く
と
い
う
見
か
た
が
優
勢

で
あ
っ
た
。「
神
に
よ
ら
な
い
権
力
は
な（
3
）い」（N

ulla potestas nisi a D
eo

）（
ロ
ー
マ
書
十
三
章
一
節
）
と
い
う
の
が
パ
ウ
ロ
の
説
く
と
こ
ろ

で
あ
る
か
ら
、
い
か
な
る
権
力
も
神
の
権
能
に
も
と
づ
く
。
権
力
の
は
じ
ま
り
は
神
に
求
め
ら
れ
、
こ
こ
か
ら
下
に
及
ん
で
い
く
。
上
か

ら
下
に
、
と
い
う
構
図
が
こ
こ
に
認
め
ら
れ
よ
う
。

　
そ
し
て
こ
の
構
図
は
、
擬
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
文
書
に
も
受
け
継
が
れ
る
。
擬
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
は
六
世
紀
の
修
道
士
だ
と
さ
れ
る

が
、
彼
の
著
作
に
は
神
を
頂
点
と
し
た
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ア
が
細
か
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
彼
が
言
う
に
、
天
上
と
地
上
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
天

使
と
教
会
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ア
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
属
す
る
お
の
お
の
の
階
層
は
統
一
の
原
則
（principium

 unitatis

）
に
も
と
づ
い
て
お

り
、
こ
れ
を
外
れ
て
は
な
ら
な
い
。
み
ず
か
ら
の
分
を
守
り
、
下
の
も
の
は
上
に
従
う
こ
と
で
秩
序
を
保
つ
の
で
あ（
4
）る。

　
こ
こ
に
お
い
て
権
力
は
ま
ず
神
に
由
来
し
、
つ
ぎ
に
天
上
の
天
使
に
授
け
ら
れ
、
そ
れ
を
通
し
て
教
会
に
わ
た
っ
て
い
く
。
教
会
も
ま

た
、
そ
こ
に
い
ろ
い
ろ
の
階
層
が
存
す
る
か
ら
、
同
じ
よ
う
に
上
か
ら
下
へ
と
権
力
が
及
ん
で
い
く
。
こ
の
よ
う
に
説
く
擬
デ
ィ
オ
ニ
ュ
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シ
オ
ス
文
書
は
、
十
二
世
紀
ご
ろ
に
西
方
教
会
で
重
ん
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
聖
書
に
つ
ぐ
権
威
を
も
つ
に
至
っ
た
。

　
ウ
ル
マ
ン
曰
く
、
教
皇
論
も
ま
た
、
こ
う
し
た
議
論
に
支
え
ら
れ
て
き
た
。
教
皇
は
ほ
か
の
司
教
と
ひ
と
し
い
目
線
に
立
っ
て
い
る
の

で
は
な
く
、
抜
き
ん
で
た
才
を
も
っ
て
い
る
。
教
会
が
あ
っ
て
そ
こ
に
教
皇
が
存
す
る
の
で
は
な
く
、
教
皇
が
あ
っ
て
初
め
て
教
会
は
な

り
た
つ
。
教
皇
は
い
か
な
る
も
の
に
も
裁
か
れ
る
こ
と
は
な
く
（papa a nem

ine judicatur

）、
権
力
の
源
で
あ
る
。
こ
の
論
を
支
え
る
に

あ
た
り
、
擬
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
は
よ
い
拠
り
ど
こ
ろ
に
な
っ
た
と
い（
5
）う。

　
十
二
世
紀
、
十
三
世
紀
ま
で
の
西
欧
は
、
権
力
が
下
っ
て
い
く
と
い
う
、
こ
う
し
た
見
か
た
が
中
心
を
占
め
て
い
た
。
ウ
ル
マ
ン
が
見

る
に
、
上
っ
て
い
く
と
い
う
見
か
た
は
、
長
く
現
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
移
入
に
よ
っ
て
、
こ
の
流
れ
は
大
き
く
変
じ
る
。『
政
治
学
』
が
訳
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
神
学

者
た
ち
は
こ
れ
を
読
み
、
政
治
共
同
体
が
自
然
に
も
と
づ
く
と
い
う
考
え
を
学
ん
で
い
っ
た
。

　
人
は
一
人
で
は
自
足
で
き
ず
、
か
な
ら
ず
助
け
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
人
は
寄
り
集
ま
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
集
ま
り
は
い
つ
し

か
家
族
と
な
り
、
村
と
な
り
、
街
と
な
る
。
そ
し
て
行
き
つ
く
さ
き
が
国
（polis

）
で
あ
る
。
国
は
、
こ
れ
よ
り
ほ
か
に
助
け
を
求
め
る

こ
と
が
な
い
か
ら
、
す
べ
て
に
お
い
て
自
足
し
て
い
る
。
人
が
み
ず
か
ら
の
自
然
本
性
に
し
た
が
っ
て
集
ま
っ
て
い
き
、
し
だ
い
に
形
を

な
し
て
い
っ
た
も
の
が
国
で
あ
る
。
国
が
そ
の
民
を
統
治
す
る
こ
と
は
、
天
か
ら
命
じ
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
。
必
要
に
応
じ
て
、
つ
ま

り
、
お
の
ず
か
ら
そ
う
い
う
形
を
な
し
て
い
っ
た
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
上
か
ら
下
っ
て
く
る
も
の
で
は
な
く
、
下
か
ら
上
っ
て
い
く
の

で
あ
る
。

　
こ
こ
で
ウ
ル
マ
ン
が
重
視
す
る
の
が
、
自
然
（natura

）
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
か
つ
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
、
自
然
と
い

う
言
葉
は
原
初
の
、
そ
し
て
穢
れ
の
な
い
状
態
を
指
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
堕
罪
の
前
の
様
相
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
わ
れ
わ
れ
に
い

ま
具
わ
っ
て
い
る
性
質
は
、
け
っ
し
て
自
然
の
も
の
で
は
な
く
、
罪
に
堕
ち
て
か
ら
身
に
つ
い
た
悪
習
で
あ（
6
）る。

と
こ
ろ
が
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
は
、
こ
れ
を
自
然
と
呼
ん
で
い
る
。
い
ま
ま
さ
に
わ
れ
わ
れ
の
も
つ
性
質
を
、
彼
は
自
然
と
呼
ん
だ
。
そ
れ
ゆ
え
こ
う
し
た
性
質
に



法学政治学論究　第135号（2022.12）

156

も
と
づ
い
た
国
と
い
う
も
の
も
、
ま
た
自
然
の
な
せ
る
わ
ざ
で
あ
る
。

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
け
っ
し
て
こ
れ
を
自
然
と
呼
ば
な
か
っ
た
に
相
違
な
い
。
ア
ダ
ム
も
イ
ブ
も
た
が
い
に
自
足
し
て
お
り
、
国

や
統
治
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
う
自
然
は
、
こ
れ
ま
で
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
も
の

と
は
異
な
る
、
新
し
い
流
れ
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
た
だ
し
ウ
ル
マ
ン
は
、
こ
う
し
た
流
れ
を
す
べ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
帰
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
か
な
ら
ず
し
も
、
思
想
だ
け
が
ひ
と

り
歩
き
を
し
て
い
っ
た
と
は
考
え
て
い
な
い
。
封
建
制
が
整
い
、
ギ
ル
ド
や
大
学
が
成
立
し
た
こ
の
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
す
で
に
下
か
ら
の

動
き
は
は
じ
ま
っ
て
い
た
。
上
の
権
力
に
依
る
こ
と
な
く
、
自
立
し
た
小
集
団
が
各
地
に
生
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
た
だ
、
そ
れ
ら
に
欠
け

て
い
た
の
は
理
論
で
あ
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
こ
そ
が
そ
の
支
柱
に
な
り
え
た
の
で
あ
っ（
7
）た。

　
こ
こ
か
ら
容
易
に
つ
か
み
う
る
よ
う
に
、
ウ
ル
マ
ン
に
と
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
民
主
的
な
権
力
観
の
本
源
で
あ
っ
た
。
ち
ょ
う

ど
同
時
代
の
歴
史
学
で
は
、
近
代
の
概
念
を
中
世
に
探
る
の
が
一
つ
の
時
流
に
な
っ
て
お
り
、
ウ
ル
マ
ン
も
ま
た
、
そ
う
し
た
時
流
に
は

敏
感
で
あ
っ
た
ろ
う
。
中
世
と
近
代
の
あ
い
だ
を
断
ち
切
る
と
い
う
の
が
、
そ
れ
ま
で
の
学
問
で
は
常
法
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
新
し
い
歴

史
学
は
こ
れ
を
嫌
っ
て
、
そ
の
断
絶
を
埋
め
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
ま
で
近
代
的
と
一
く
く
り
に
さ
れ
て
き
た
も
の
の
多
く
は
、
前
の
時
代

に
そ
の
一
端
が
見
え
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
の
で
あ（
8
）る。

　
そ
れ
ゆ
え
ウ
ル
マ
ン
の
解
釈
と
い
う
の
も
、
こ
う
し
た
学
風
に
な
び
い
た
結
果
と
言
っ
て
よ
い
。
近
代
に
生
じ
た
民
主
的
な
も
の
を
、

そ
れ
よ
り
前
の
時
代
に
探
っ
て
、
彼
は
中
世
の
盛
期
に
そ
の
端
緒
を
置
い
た
。
そ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
担
っ
た
も
の
に
比
べ
れ
ば
、

ほ
か
の
も
の
は
さ
し
て
重
要
な
意
味
を
も
た
な
い
。
彼
が
是
と
し
た
歴
史
観
は
、
近
代
思
想
が
す
で
に
中
世
に
見
ら
れ
る
、
と
い
う
確
信

に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
っ（
9
）た。

　
こ
う
い
う
描
き
か
た
は
ず
い
ぶ
ん
大
づ
か
み
で
あ
る
も
の
の
、
語
り
口
が
平
易
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
広
く
世
に
膾
炙
し
て
い
る
。
事
実
、

前
に
あ
げ
た
二
書
の
う
ち
、『
中
世
政
治
思
想
史
』
は
一
般
の
読
者
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
図
式
も
他
書
に
比
べ
て
飲
み
こ
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み
や
す
い
。

　
そ
の
た
め
か
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
意
義
に
か
ん
し
て
言
う
と
、
い
ま
な
お
ウ
ル
マ
ン
の
主
張
が
政
治
思
想
史
に
尾
を
引
い
て
い
る
よ

う
に
思
え
る
。
多
く
の
概
説
書
を
見
て
わ
か
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
の
主
張
を
い
ま
だ
に
捨
て
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
。

　
と
り
わ
け
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
思
想
と
の
比
較
は
、
そ
の
構
図
が
描
き
や
す
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
思
想
史
の
解
説
と
し
て
と
り
あ
げ

ら
れ
や
す
い
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
い
ま
あ
る
政
治
を
不
自
然
と
見
た
の
だ
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
紹
介
さ
れ
る

と
、
こ
の
理
解
は
塗
り
か
え
ら
れ
た
と
い
う
。
政
治
を
自
然
か
ら
外
れ
た
も
の
と
す
る
か
、
そ
れ
と
も
自
然
に
生
じ
た
も
の
と
す
る
か
、

と
い
う
簡
明
な
対
比
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
二
つ
を
比
べ
る
こ
と
が
、
そ
れ
じ
た
い
問
題
を
ふ
く
む
わ
け
で
は
な
い
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
並
べ
、

そ
れ
ぞ
れ
に
見
え
る
お
よ
そ
の
趨
向
を
比
べ
る
こ
と
は
、
比
較
思
想
と
し
て
十
分
に
な
り
た
つ
。
た
だ
そ
れ
と
、
ス
コ
ラ
学
全
盛
期
に
生

き
た
神
学
者
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
そ
の
ま
ま
奉
じ
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
っ
た
問
題
は
、
別
で
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
受
容
さ
れ
る
く
だ
り
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
も
ち
だ
す
と
い
う
の
は
、
あ
た
か
も
政
治
思
想
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
当
人
の
こ
ろ
か
ら
な
に
も
変
化
を
と
げ
て
い
な
い
か
の
よ
う
な
感
を
与
え
か
ね
な
い
。

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
生
ま
れ
た
の
は
四
世
紀
で
あ
る
。
対
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
受
容
は
十
二
世
紀
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
お

よ
そ
八
世
紀
と
い
う
隔
た
り
が
あ
る
の
だ
が
、
ウ
ル
マ
ン
の
描
き
か
た
に
従
え
ば
、
そ
の
あ
い
だ
に
な
に
も
進
展
が
な
か
っ
た
こ
と
に
な

る
。
神
学
者
た
ち
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
出
会
う
ま
で
、
政
治
の
自
然
性
と
い
う
考
え
に
ま
っ
た
く
思
い
至
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

八
世
紀
と
い
う
年
月
の
あ
い
だ
、
彼
ら
は
本
当
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
か
た
く
な
に
守
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
う
し
た
素
朴
な
問
い
に
答
え
ら
れ
な
い
以
上
、
ウ
ル
マ
ン
の
所
論
は
信
を
置
く
に
足
り
な
い
。
異
な
る
見
か
た
が
必
要
に
な
っ
て
こ

よ
う
。
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三
　
ウ
ル
マ
ン
を
超
え
て

　
ウ
ル
マ
ン
は
多
作
の
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
一
九
六
〇
年
代
に
あ
っ
て
、
そ
の
道
の
大
家
と
な
っ
た
。
中
世
の
法
思
想
や
政
治
思
想
を
書

く
に
あ
た
り
、
ウ
ル
マ
ン
を
参
照
せ
ず
に
済
ま
す
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
）
10
（

た
。
こ
れ
を
否
定
す
る
論
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
よ

う
や
く
一
九
八
〇
年
代
の
終
わ
り
ご
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
本
論
に
か
ん
す
る
も
の
と
し
て
、
大
き
く
二
つ
あ
げ
て
お
け
ば
十
分
で
あ
ろ

う
。

　
一
つ
は
、
ア
ン
ト
ニ
ー
・
ブ
ラ
ッ
ク
（Antony Black

）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
Ｊ
・
Ｇ
・
Ａ
・
ポ
ー
コ
ッ
ク
（J. G. A. 

Pocock

）
や
ク
ェ
ン
テ
ィ
ン
・
ス
キ
ナ
ー
（Q
uentin Skinner

）
か
ら
想
を
得
て
、
政
治
言
語
（political languages

）
な
る
概
念
に
目
を
つ

け
る）
11
（

。

　
政
治
言
語
と
は
す
な
わ
ち
、
政
治
を
語
る
た
め
の
言
葉
で
あ
る
。
言
葉
は
、
そ
の
時
代
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
使
い
か
た
を
変
え
て

い
く
か
ら
、
政
治
言
語
も
ま
た
、
時
と
と
も
に
移
り
変
わ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
時
代
の
政
治
思
想
を
正
し
く
受
け
取
る
に
は
、
そ
の

時
代
の
政
治
言
語
を
正
し
く
会
得
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ブ
ラ
ッ
ク
が
言
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
葉
は
、
中
世
後
期
に
お
け
る
政
治
言
語
の
一
つ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
た
し
か
に

政
治
を
語
る
う
え
で
有
用
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
も
と
あ
っ
た
思
想
を
変
え
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
か
っ
）
12
（

た
。
ア
エ
ギ
デ
ィ
ウ
ス
・
ロ
マ

ヌ
ス
（Aegidius Rom

anus

）
も
、
パ
ド
ヴ
ァ
の
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
（M

arsilio dei M
ainardini

）
も
、
等
し
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
引
い

て
い
る
が
、
こ
の
二
人
は
ず
い
ぶ
ん
毛
色
の
違
う
考
え
を
も
っ
て
い
た
。
ア
エ
ギ
デ
ィ
ウ
ス
は
教
皇
権
を
唱
え
た
が
、
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
は

こ
れ
を
批
判
し
た
。
対
極
に
あ
る
と
も
言
え
る
二
人
で
あ
る
が
、
と
も
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
葉
か
ら
よ
く
引
い
て
い
る
。

　
こ
の
場
合
、
ど
ち
ら
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
者
で
あ
る
か
、
と
い
っ
た
問
題
は
あ
ま
り
有
益
で
な
く
、
あ
く
ま
で
二
人
と
も
政
治
を
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語
る
言
葉
と
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
引
い
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
思
想
の
中
身
に
か
か
わ
っ
た
わ
け

で
は
な
く
、
語
る
言
葉
を
神
学
者
に
与
え
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
ブ
ラ
ッ
ク
の
主
意
で
あ
）
13
（

る
。

　
こ
う
し
た
見
か
た
は
メ
ア
リ
ー
・
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
サ
リ
ヴ
ァ
ン
（M

ary Elizabeth Sullivan

）
に
よ
っ
て
も
と
り
あ
げ
ら
れ
、
く
わ
し

く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
サ
リ
ヴ
ァ
ン
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
と
は
べ
つ
の
思
想
家
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
ル
ッ
カ
の
ト
ロ
メ
オ
（Tolom

eo da 

Lucca

）
や
ダ
ン
テ
（D

ante Alighieri

）
は
、
と
も
に
十
三
世
紀
の
思
想
家
で
あ
る
が
、
二
人
と
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
よ
く
引
い
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
二
人
の
思
想
を
見
る
に
、
内
実
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
ま
っ
た
く
似
て
い
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
使
っ
て
語
る
こ
と

と
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
歩
み
寄
る
こ
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
同
じ
で
な
い
こ
と
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
）
14
（

る
。

　
も
う
一
つ
は
、
ケ
ア
リ
ー
・
ニ
ー
ダ
ー
マ
ン
（Cary N

ederm
an

）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
ブ
ラ
ッ
ク
と
違
い
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
よ
り
前
の
時
代
に
政
治
の
自
然
性
を
探
る
。
神
学
者
た
ち
が
『
政
治
学
』
を
手
に
す
る
前
に
、
早
く
か
ら
政
治
の
自
然
性
と
い
う
考
え

に
親
し
ん
で
い
た
の
で
あ
れ
ば
、『
政
治
学
』
の
主
論
は
た
い
し
た
意
味
を
も
た
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
『
政
治
学
』
は
、

ほ
か
の
い
か
な
る
作
品
よ
り
も
政
治
を
深
く
論
じ
て
い
る
か
ら
、
少
な
く
も
そ
う
い
う
体
系
性
に
は
お
ど
ろ
い
た
に
相
違
な
い
が
、
政
治

の
自
然
性
と
い
う
発
想
そ
の
も
の
は
、
別
段
お
ど
ろ
く
に
値
し
な
か
っ
た
と
い
う
見
か
た
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
自
然
性
を
探
る
に
あ
た
っ
て
、
ニ
ー
ダ
ー
マ
ン
が
注
目
す
る
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
キ
ケ
ロ
的
伝
統
で
あ
る
。
キ
ケ

ロ
が
記
し
た
政
治
論
、『
国
家
に
つ
い
て
』（D

e res publica
）
や
『
法
律
に
つ
い
て
』（D

e legibus

）
は
、
そ
の
完
本
を
神
学
者
が
目
に
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
た
と
え
完
本
に
ふ
れ
ず
と
も
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
や
ラ
ク
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
諸
作
に
引
か
れ

て
い
る
と
こ
ろ
を
読
み
つ
な
い
で
い
け
ば
、
十
分
そ
の
大
意
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
た
。

　
キ
ケ
ロ
が
言
う
に
、
人
は
理
性
に
し
た
が
っ
て
、
と
も
に
住
む
こ
と
を
求
め
合
い
、
そ
の
共
同
体
は
弁
論
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
。
こ

う
し
た
考
え
に
早
く
か
ら
親
し
ん
で
い
た
と
す
れ
ば
、
た
と
え
あ
と
か
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
現
れ
よ
う
と
も
、
そ
こ
に
新
し
さ
は
な
い
。

ニ
ー
ダ
ー
マ
ン
は
こ
う
し
た
論
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ウ
ル
マ
ン
の
構
図
に
疑
い
を
挟
ん
で
い
）
15
（
る
。
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さ
て
、
こ
こ
に
ウ
ル
マ
ン
に
向
け
ら
れ
た
二
説
を
見
た
わ
け
で
あ
る
が
、
と
も
に
す
ぐ
れ
た
反
証
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
改

め
て
見
か
え
し
て
み
る
と
、
い
ま
だ
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
な
い
で
も
な
い
。

　
た
と
え
ば
ブ
ラ
ッ
ク
で
あ
る
が
、
た
し
か
に
彼
の
論
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
と
い
う
言
葉
を
相
対
化
す
る
の
に
す
ぐ
れ
て
い
る
。

だ
が
い
っ
ぽ
う
で
、
ど
う
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
が
人
々
の
思
い
を
変
え
る
に
至
ら
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
に
か
ん
し
て
は
、

あ
ま
り
判
然
と
し
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
が
、
か
り
に
人
々
に
と
っ
て
新
奇
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
た
と
え
そ
れ
を
政

治
言
語
と
し
て
用
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
む
や
み
に
引
く
こ
と
は
憚
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
と
い
う
に
、
こ
の
こ
ろ
に
あ
っ

て
新
奇
は
異
端
を
意
味
し
た
か
ら
で
あ
）
16
（

る
。

　
と
こ
ろ
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
受
容
史
を
読
ん
で
み
て
も
、『
政
治
学
』
が
異
端
と
さ
れ
た
記
録
は
な
い
。
自
然
に
か
ん
す
る
も
の

は
た
び
た
び
禁
書
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、『
政
治
学
』
は
ど
う
い
う
わ
け
か
、
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
）
17
（
た
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
そ

こ
に
奇
異
な
考
え
が
ふ
く
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
新
し
い
と
こ
ろ
が
な
い
か
ら
、
と
り
た
て
て
禁
じ
ら
れ

る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
人
び
と
は
こ
れ
を
自
由
に
読
み
、
政
治
の
言
葉
を
学
び
え
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
ど
う
し
て
、『
政
治
学
』
は
人
々
の
目
に
奇
書
と
映
ら
な
か
っ
た
の
か
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
思
想
は
、
こ
れ
に
対
立
す
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
ブ
ラ
ッ
ク
の
論
は
、
こ
う
し
た
点
を
う
ま
く
語
り
え
て
い
な
い
。

　
こ
れ
に
か
ん
し
て
ニ
ー
ダ
ー
マ
ン
の
論
は
、
そ
れ
を
よ
く
語
り
え
て
い
る
と
思
う
が
、
そ
の
一
方
で
、
十
二
、
十
三
世
紀
の
神
学
者
が
、

キ
ケ
ロ
的
な
発
想
を
ど
こ
ま
で
重
ん
じ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
や
や
明
証
に
欠
け
る
き
ら
い
が
あ
る
。
ニ
ー
ダ
ー
マ
ン
は
よ
く
、
キ
ケ

ロ
を
学
ん
で
い
た
思
想
家
と
し
て
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
ー
の
ジ
ョ
ン
（John of Salisbury

）
を
例
に
あ
げ
る
が
、
彼
は
気
鋭
の
思
想
家
で
あ
っ

て
、
こ
の
時
代
の
典
型
を
示
し
て
い
る
と
言
い
が
た
い
。
シ
ャ
ル
ト
ル
で
学
び
、
ギ
リ
シ
ャ
と
ロ
ー
マ
の
諸
書
に
触
れ
て
い
た
彼
は
、
当

時
と
し
て
は
異
類
の
学
者
で
あ
っ
た
ろ
）
18
（

う
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
ジ
ョ
ン
を
例
に
あ
げ
て
も
、
こ
の
こ
ろ
の
主
だ
っ
た
学
流
を
示
し
た
こ

と
に
は
な
ら
な
い
。
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中
世
盛
期
の
神
学
者
は
た
い
て
い
、
そ
う
い
う
書
を
知
る
機
に
は
恵
ま
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
あ
い
か
わ
ら
ず
教
父
の
学
説
を
崇
め
て
い

た
。
そ
う
い
う
彼
ら
は
、『
政
治
学
』
を
い
か
よ
う
に
受
け
と
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
あ
ま
り
不
思
議
を
感
じ
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
証
す
る
に
は
、
さ
き
ほ
ど
と
同
じ
く
、
こ
の
書
が
禁
書
に
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
を
あ
げ
れ
ば
足
り
よ

う
。
教
会
の
中
枢
は
ふ
つ
う
守
旧
派
で
あ
っ
た
か
ら
、
あ
ま
り
突
飛
で
あ
れ
ば
読
む
こ
と
も
禁
じ
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
う
は
な
ら

な
か
っ
た
。
こ
れ
は
言
い
か
え
れ
ば
、
保
守
的
な
神
学
者
で
さ
え
、
政
治
の
自
然
性
と
い
う
考
え
に
、
さ
し
て
疑
い
を
も
た
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
に
等
し
）
19
（
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
通
さ
ず
に
、
そ
し
て
キ
ケ
ロ
を
も
通
さ
ず
に
、
彼
ら
は
政
治
の
自
然
性
に
思
い
至
っ
て
い
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
の
点
が
例
証
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
ウ
ル
マ
ン
の
言
う
枠
組
み
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
こ
の
こ
と
を
示

す
に
あ
た
っ
て
、
十
三
世
紀
の
思
想
家
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
（Bonaventura

）
に
焦
点
を
当
て
て
い
く
。

四
　
な
ぜ
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
な
の
か

　
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
十
三
世
紀
の
思
想
家
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
神
学
者
で
、
一
二
七
三
年
に
は
、
枢
機
卿
に
任
じ
ら
れ

て
い
る
。
彼
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
か
ら
多
く
を
学
ん
だ
。
師
で
あ
っ
た
ヘ
ー
ル
ズ
の
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
（Alexander de H

ales

）
も

そ
う
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
性
向
は
、
師
か
ら
継
い
だ
も
の
と
見
て
よ
い
。
そ
し
て
一
般
に
、
彼
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
主
義
の
代
表
と

さ
れ
て
い
る
。

　
本
稿
の
関
心
は
、
こ
の
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
が
、
い
ま
あ
る
政
治
を
不
自
然
と
見
て
い
た
か
、
そ
れ
と
も
自
然
と
見
て
い
た
の
か
を
知

る
点
に
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
主
義
と
さ
れ
、
そ
の
筆
頭
に
数
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
政
治
を
不
自
然
と
み
な
し

て
い
た
と
い
う
推
量
が
な
り
た
つ
。
し
か
し
い
っ
ぽ
う
で
前
章
に
記
し
た
よ
う
に
、
古
い
立
場
の
神
学
者
た
ち
も
、
政
治
の
自
然
性
な
る
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も
の
に
達
し
て
い
た
と
考
え
る
ほ
う
が
、
そ
の
後
の
情
勢
に
照
ら
し
て
み
て
も
つ
じ
つ
ま
が
あ
う
。
ま
た
か
り
に
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ

が
政
治
の
自
然
性
を
す
で
に
知
り
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
そ
の
ほ
か
大
勢
の
神
学
者
も
、
だ
い
た
い
に
お
い
て
同
一
の
線

を
た
ど
っ
て
い
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
や
や
保
守
的
と
さ
れ
る
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
で
さ
え
、
も
し
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
う

こ
と
に
お
ど
ろ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
政
治
の
自
然
性
は
こ
の
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
広
く
了
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
こ
こ
に
お
い
て
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
、
中
世
盛
期
の
政
治
観
を
見
る
う
え
で
、
一
つ
の
指
標
に
な
り
う
る
。
彼
が
政
治
に
つ

い
て
い
か
に
考
え
て
い
た
か
、
そ
し
て
い
か
に
論
じ
て
い
た
か
を
探
る
こ
と
は
、
中
世
盛
期
の
思
想
に
お
け
る
一
つ
の
潮
流
を
明
か
す
の

に
役
立
と
う
。

　
従
来
の
研
究
は
、
中
世
盛
期
の
政
治
思
想
を
見
る
に
あ
た
っ
て
、
と
も
す
る
と
新
鋭
の
思
想
家
ば
か
り
と
り
あ
げ
る
風
潮
が
あ
っ
た
。

外
来
の
思
想
を
好
ん
だ
思
想
家
、
つ
ま
り
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
ー
の
ジ
ョ
ン
や
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
よ
う
な
面
々
に
目
を
向
け
る
こ
と
が

多
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
思
想
家
は
、
こ
の
こ
ろ
と
し
て
は
奇
抜
な
こ
と
を
書
く
か
ら
、
読
ん
で
い
て
興
趣
も
尽
き
ず
、
あ
る
て

い
ど
人
の
目
を
引
く
こ
と
に
な
る
の
は
仕
方
が
な
い
。

　
し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
彼
ら
は
そ
の
時
代
の
主
流
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
や
ロ
ー
マ
の
思
想
は
、
た

い
て
い
ア
ラ
ビ
ア
か
ら
わ
た
っ
て
来
た
か
ら
、
常
に
異
端
と
隣
り
合
わ
せ
で
あ
っ
た
。
大
半
の
神
学
者
は
、
そ
う
し
た
危
険
な
も
の
に
は

ほ
と
ん
ど
手
を
染
め
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
中
世
盛
期
の
大
枠
を
形
づ
く
っ
て
い
た
の
は
、
こ
う
い
う
慎
重
な
学
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
、
こ
の
時
代
の
あ
り
よ
う
を
描
こ
う
と
す
る
と
き
、
ジ
ョ
ン
や
ト
マ
ス
は
ひ
と
ま
ず
置
い
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
目
を
向

け
る
べ
き
は
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
よ
う
な
、
教
父
の
論
を
軸
に
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
こ
こ
で
一
つ
注
意
す
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
か
な
ら
ず
し
も
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
が
外
来
の
思
想
を
す
べ
て
拒
ん

で
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
の
学
説
で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
依
っ
た
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
と
、
そ
れ
に
反
し
て

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
守
株
し
た
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
と
い
う
よ
う
に
、
お
お
ま
か
な
図
式
で
も
っ
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
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現
在
そ
う
し
た
見
解
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
結
論
に
う
な
ず
か
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
、

か
つ
て
言
わ
れ
て
い
る
ほ
ど
拒
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　
ジ
ャ
ッ
ク
・
ギ
ー
・
ブ
ー
ジ
ェ
ロ
ル
（Jacques G

uy Bougerol

）
に
よ
れ
ば
、
ク
ア
ラ
ッ
キ
版
の
全
集
か
ら
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

引
用
を
一
〇
一
五
ほ
ど
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
）
20
（
う
。
そ
の
う
ち
の
五
九
三
個
は
、
出
典
が
確
か
め
ら
れ
る
そ
う
で
あ
る
が
、
と
も
か

く
こ
の
数
字
を
見
て
も
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
ず
い
ぶ
ん
読
み
こ
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
と
は
い
え
、
そ
こ
に
『
政
治
学
』
か
ら
の
引
用
が
あ
る
か
と
い
う
と
、『
政
治
学
』
か
ら
の
引
用
は

―
ブ
ー
ジ
ェ
ロ
ル
の
調
べ
に
よ

れ
ば
―
― 

一
つ
も
な
い
。
ム
ー
ル
ベ
ケ
の
グ
イ
レ
ル
ム
ス
（G

uillaum
e de M

oerbeke

）
が
『
政
治
学
』
を
ギ
リ
シ
ャ
語
か
ら
訳
し
た
の

は
、
お
よ
そ
一
二
五
五
年
か
ら
一
二
六
一
年
の
あ
い
だ
と
さ
れ
て
い
る
か
）
21
（
ら
、
一
二
七
四
年
ま
で
生
き
て
い
た
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
が
そ

れ
を
目
に
す
る
こ
と
は
十
分
に
あ
り
え
た
で
あ
ろ
う
が
、
彼
は
こ
れ
を
読
も
う
と
し
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
訳
が
あ
ま

り
よ
い
も
の
で
な
か
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
）
22
（
し
、
た
ん
に
手
に
入
ら
な
か
っ
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
か
く
、
お
そ
ら
く
彼
は

『
政
治
学
』
を
目
に
し
て
い
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
）
23
（
く
、
こ
こ
が
同
時
代
の
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
と
は
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
。

　
そ
の
た
め
、
い
く
ぶ
ん
か
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
傾
く
と
こ
ろ
が
あ
り
な
が
ら
も
、
少
な
く
も
政
治
の
自
然
性
に
か
ん
し
て
言
え
ば
、
彼

が
こ
れ
を
『
政
治
学
』
か
ら
学
び
う
る
可
能
性
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
彼
が
も
っ
と
も
重
き
を
置
い
た
の
は
、
や
は
り
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
で
あ
り
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
書
は
聖
書
の
つ
ぎ
に
多
く
引
か
れ
て
い
）
24
（
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
態
度
は
中
庸
を
得
て
お
り
、
こ
の

時
代
に
あ
っ
て
奇
説
に
流
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
大
半
の
学
者
と
同
じ
立
場
に
い
た
と
言
え
よ
う
。
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五
　
自
然
と
い
う
言
葉
の
転
換

　
そ
れ
で
は
『
政
治
学
』
を
見
る
こ
と
の
な
か
っ
た
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
、
政
治
的
共
同
体
の
自
然
性
、
そ
し
て
支
配
の
自
然
性
と

い
っ
た
考
え
に
、
思
い
至
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た

考
え
は
出
て
こ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
見
る
に
、
こ
の
世
の
統
治
と
は
す
な
わ
ち
、
自
然
本
性
か

ら
外
れ
た
ふ
る
ま
い
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　『
神
の
国
』
十
九
巻
十
五
章
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
言
う
。
天
地
の
形
を
整
え
、
獣
や
鳥
で
そ
こ
を
満
た
し
た
の
ち
、
神
は
つ
い

に
人
を
創
ら
れ
た
が
、
ほ
ど
な
く
、
こ
れ
に
向
け
て
命
じ
た
。「
海
の
魚
、
空
の
鳥
、
地
を
這
う
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
を
治
め
よ
」（
創
世
記

一
章
二
十
八
節
）
と
。

　
つ
ま
り
神
が
望
ま
れ
た
の
は
、
人
が
獣
畜
を
従
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
人
が
人
を
従
え
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
理
性
あ
る
も
の
が
、

理
性
な
き
も
の
の
上
に
立
つ
こ
と
だ
け
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
聖
書
に
書
か
れ
た
は
じ
め
の
義
人
た
ち
は
、
人
を
治
め
る
こ
と

な
く
、
た
だ
家
畜
の
群
れ
を
治
め
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
）
25
（

る
。

　
こ
う
し
た
自
然
本
性
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
き
、
人
が
人
を
従
え
る
の
は
、
あ
る
べ
き
姿
に
反
す
る
。
神
が
人
を
創
ら
れ
た
と
き
、
人

が
人
に
隷
従
す
る
よ
う
に
は
創
ら
れ
な
か
っ
た
し
、
人
は
罪
に
隷
従
す
る
こ
と
も
な
か
っ
）
26
（

た
。
そ
れ
は
、
人
間
の
自
然
本
性
（natura

）

が
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
隷
従
や
支
配
は
、
こ
う
し
た
本
性
に
か
な
う
も
の
で
は
な
い
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
曰
く
、

そ
れ
は
罪
に
発
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
、
奴
隷
（servus

）
を
見
る
と
き
に
、
そ
れ
が
罪
人
（peccator

）
と
結
び
つ
く
と
い
う
こ
と
か

ら
容
易
に
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
柴
田
平
三
郎
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
こ
う
ま
と
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は

人
間
に
よ
る
人
間
の
支
配
と
は
あ
の
忌
ま
わ
し
き
「
原
罪
」
の
結
果
、
人
間
の
社
会
に
発
生
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
実
に



ボナヴェントゥラと政治の自然性

165

「
奴
隷
制
」（servitus

）
と
ま
っ
た
く
等
価
な
も
の
と
考
え
て
い
）
27
（
る
」。

　
ナ
ー
ト
ゥ
ー
ラ
（natura

）。
こ
の
言
葉
は
英
語
のnature

と
等
し
く
、
本
性
と
い
う
意
味
を
も
つ
と
同
時
に
、
自
然
と
い
う
意
味
を

も
担
う
。
本
性
的
な
も
の
は
自
然
な
も
の
で
も
あ
り
、
自
然
な
も
の
も
ま
た
、
裏
を
返
せ
ば
本
性
的
で
あ
る
。
こ
う
し
て
二
つ
の
意
味
を

自
由
に
往
来
で
き
る
と
な
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
推
論
も
お
の
ず
か
ら
な
り
た
つ
。
本
性
（natura

）
は
、
む
ろ
ん
神
が
は
じ
め
に
そ
う

望
ま
れ
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
人
間
の
本
性
は
罪
に
堕
ち
る
前
を
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
罪
は
、
神
に
帰
責
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、

こ
れ
が
本
性
的
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
は
、
人
が
神
に
背
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
非
本
性
的
な
も
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
人
間
の
本
性
（natura

）
は
創
ら
れ
た
ま
ま
の
姿
を
指
し
、
そ
れ
は
同
時
に
、
そ
れ
こ
そ
が
人
間
に
と
っ
て
自
然
な

（naturalis

）
も
の
で
あ
っ
た
と
言
い
か
え
ら
れ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
、
こ
こ
に
は
な
ん
ら
字
義
を
曲
げ
た
と
こ
ろ
は
な
い

の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
言
葉
の
意
味
を
真
直
に
受
け
と
っ
た
す
え
の
結
論
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
が
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
考
え
は
、
こ
れ
と
は
少
し
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ

た
彼
で
あ
る
が
、
こ
と
こ
の
議
論
に
か
ん
し
て
は
、
同
じ
結
論
に
は
達
し
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、『
福
音
的
完
徳
論
』（Q

uaestiones 

disputatae de perfectione evangelica

）
の
第
四
題
の
第
一
項
目
「
人
が
べ
つ
の
人
の
も
と
に
服
従
す
る
こ
と
は
自
然
法
に
か
な
っ
た
こ
と

で
あ
る
の
か
ど
う
）
28
（
か
」
に
従
っ
て
、
彼
の
考
え
を
さ
ら
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

　
彼
は
ま
ず
、
あ
る
人
が
べ
つ
の
人
に
従
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
服
従
に
か
ん
す
る
考
察
か
ら
話
を
は
じ
め
て
い
る
。

　
人
が
あ
る
人
に
従
う
、
と
い
う
状
況
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
彼
は
こ
れ
を
三
つ
の
種
類
に
分
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
自
然
本
性
そ
の
も

の
に
由
来
す
る
も
の
、
そ
し
て
罪
に
由
来
す
る
も
の
、
ま
た
最
後
に
、
罪
か
ら
の
治
療
に
由
来
す
る
も
の
の
三
つ
で
あ
る
。

　
一
つ
目
の
、
自
然
本
性
に
由
来
す
る
も
の
に
は
、
た
と
え
ば
父
が
子
に
ま
さ
り
、
子
が
父
に
従
う
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
が
ふ
く
ま
れ
、

こ
れ
は
き
わ
め
て
素
朴
な
服
従
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
な
に
ゆ
え
自
然
本
性
に
も
と
づ
く
の
か
と
言
え
ば
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
に

よ
る
と
、
生
き
て
い
る
も
の
は
み
な
、
み
ず
か
ら
に
似
た
も
の
を
生
み
出
す
力
を
具
え
て
い
る
か
ら
だ
と
い
）
29
（

う
。
理
由
は
こ
こ
で
終
わ
っ
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て
し
ま
う
た
め
、
や
や
言
葉
足
ら
ず
の
感
は
ぬ
ぐ
え
な
い
が
、
思
う
に
彼
が
言
い
た
い
の
は
、
生
き
も
の
と
い
う
の
が
み
な
、
子
を
作
る

力
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
父
と
子
の
あ
い
だ
に
は
、
生
む
も
の
と
生
み
出
さ
れ
る
も
の
と
い
っ
た
関
係
が
な
り
た
ち
、
原
因
で
あ

る
父
は
、
結
果
で
あ
る
子
に
先
行
し
、
し
た
が
っ
て
父
が
子
に
ま
さ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
二
つ
目
の
、
罪
に
由
来
す
る
も
の
に
は
、
た
と
え
ば
主
人
が
奴
隷
に
ま
さ
り
、
奴
隷
が
主
人
に
従
う
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
が
ふ

く
ま
れ
る
。
そ
し
て
隷
従
を
罪
と
結
び
つ
け
る
根
拠
と
し
て
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
の
名
を
あ
げ
て
い
る
）
30
（

が
、
こ
の

結
論
じ
た
い
は
さ
き
に
あ
げ
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
さ
し
て
変
わ
ら
な
い
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
そ
し
て
終
わ
り
に
、
罪
か
ら
の
治
療
に
由
来
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
た
と
え
ば
、
法
に
も
と
づ
い
た
統
治
の
よ
う
な
も
の
が

ふ
く
ま
れ
る
。
は
じ
め
に
創
ら
れ
た
と
き
と
違
っ
て
、
い
ま
の
人
間
は
罪
に
流
れ
や
す
く
、
と
か
く
放
埓
の
性
が
あ
る
。
こ
う
し
た
勝
手

気
ま
ま
な
性
向
を
正
し
て
い
く
に
は
、
し
ぜ
ん
上
か
ら
の
抑
え
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
な
し
に
は
、
人
は
ま
と
ま
り
を
失
っ
て
し
ま
う
。

モ
ー
セ
が
死
を
前
に
し
て
「
主
の
会
衆
を
牧
者
の
い
な
い
羊
の
群
れ
の
よ
う
に
し
な
い
で
く
だ
さ
い
」（
民
数
記
二
十
七
章
十
七
節
）
と
神

に
乞
わ
れ
た
と
お
り
で
あ
）
31
（

る
。

　
さ
て
、
こ
こ
に
三
つ
の
形
を
見
た
わ
け
で
あ
る
が
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
こ
れ
ら
三
つ
が
、
自
然
と
ど
の
よ
う
な
つ
な
が
り
を
も
っ

て
い
る
か
に
つ
い
て
、
さ
き
を
つ
づ
け
て
い
く
。
一
つ
目
に
か
ん
し
て
言
え
ば
、
こ
れ
は
人
間
が
堕
落
す
る
前
の
本
性
に
も
と
づ
く
と
も

言
え
る
し
、
堕
落
し
た
あ
と
の
本
性
に
も
と
づ
く
と
も
言
え
）
32
（
る
。
つ
ま
り
、
自
然
は
こ
れ
を
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
求
め
て
お
り
、
あ
ら

ゆ
る
生
に
お
い
て
も
こ
れ
は
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
二
つ
目
と
三
つ
目
は
と
言
う
と
、
こ
れ
は
人
が
堕
落
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
自
然
か
ら
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

二
つ
目
は
、
堕
落
し
た
本
性
の
な
か
で
命
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
三
つ
目
は
、
回
復
さ
れ
う
る
、
も
し
く
は
、
い
ま
回

復
さ
れ
て
い
る
本
性
の
な
か
で
命
じ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
）
33
（

る
。

　
こ
こ
で
目
を
向
け
る
べ
き
は
、
彼
が
三
つ
の
あ
り
か
た
す
べ
て
に
お
い
て
、「
自
然
が
そ
う
命
じ
て
い
る
」（natura dictat

）
と
語
る
と
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こ
ろ
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
は
、
二
つ
目
と
三
つ
目
は
罪
に
も
と
づ
く
の
で
あ
る
か
ら
、
明
ら
か
に
自
然
と

は
呼
び
が
た
い
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
は
、
罪
と
自
然
本
性
は
相
い
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
は
重
な
る
と
こ
ろ
が

な
い
か
ら
、
一
方
を
立
て
れ
ば
、
か
な
ら
ず
も
う
一
方
は
立
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
彼
は
、
奴
隷
（servus

）
と
い
う
言
葉
が

罪
に
起
因
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
自
然
本
性
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

　
だ
か
ら
し
て
、
わ
た
し
た
ち
は
「
奴
隷
」
と
い
う
こ
と
ば
を
、
義
し
い
人
で
あ
る
ノ
ア
が
こ
の
こ
と
ば
で
自
分
の
息
子
の
罪
を
罰
す
る
ま
で
は
、
聖

書
の
ど
こ
に
も
見
い
だ
さ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
息
子
が
こ
の
名
に
値
し
た
の
は
、
か
れ
の
本
性
ゆ
え
で
は
な
く
、
か
れ
の
罪
過
ゆ
え

で
あ
）
34
（

る
。

　
と
こ
ろ
が
ど
う
し
た
こ
と
か
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
三
つ
の
服
従
を
、
す
べ
て
自
然
と
結
び
つ
け
て
し
ま
い
、
こ
れ
ら
は
み
な
、
自

然
が
求
め
る
も
の
だ
と
言
う
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
自
然
本
性
で
は
な
い
と
し
た
奴
隷
も
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ

も
ま
た
自
然
が
命
じ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
、
こ
の
論
を
総
括
し
て
言
う
。「
し
た
が
っ
て
、
以
上
に
述
べ
た
服
従
の
そ
れ
ぞ
れ

は
、
自
然
法
と
一
致
し
て
い
）
35
（
る
」。

　
こ
こ
に
お
い
て
、
二
人
の
語
る
自
然
の
あ
い
だ
に
は
明
ら
か
な
隔
た
り
が
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
う
自
然
は
原
初
の
こ
ろ
を

指
し
て
い
て
、
そ
れ
は
人
間
に
と
っ
て
そ
う
で
あ
っ
た
も
の
、
ま
た
本
来
そ
う
あ
る
べ
き
で
あ
っ
た
も
の
を
示
し
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
ボ

ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
に
と
っ
て
は
、
罪
に
堕
ち
た
あ
と
に
も
自
然
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
罪
の
前
に
も
自
然
は
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
は
子
の
父

へ
の
服
従
の
よ
う
な
も
の
を
求
め
て
い
た
。
そ
し
て
罪
を
負
っ
た
の
ち
に
も
自
然
は
あ
っ
て
、
そ
れ
は
か
つ
て
と
ま
た
違
っ
た
服
従
と

い
っ
た
も
の
を
わ
れ
わ
れ
に
求
め
て
い
る
。

　
つ
ま
り
自
然
と
は
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
に
と
っ
て
常
に
い
ま
そ
う
で
あ
る
も
の
、
あ
る
い
は
、
い
ま
こ
こ
に
あ
る
も
の
を
指
し
て
い
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る
。
そ
れ
は
堕
落
と
い
う
も
の
を
境
に
し
て
、
原
初
の
こ
ろ
に
も
そ
う
で
あ
る
も
の
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
い
ま
を
生
き
る
わ
れ
わ
れ
に
も

ま
た
、
そ
う
で
あ
る
も
の
が
等
し
く
存
す
る
の
で
あ
る
。

　
自
然
、
そ
し
て
自
然
法
の
命
じ
か
た
は
、
歴
史
と
と
も
に
変
わ
っ
て
い
く
。
ア
ダ
ム
の
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
て
い
た
も
の
と
、
い
ま
の
わ

れ
わ
れ
に
求
め
ら
れ
る
も
の
は
、
も
し
か
す
る
と
ず
い
ぶ
ん
色
合
い
の
異
な
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
自
然
が
命

じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
く
、
い
ま
そ
う
で
あ
る
さ
ま
に
対
し
、
神
が
望
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
自
然
法
は
、
一
つ
の

決
ま
っ
た
こ
と
を
四
角
四
面
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
状
況
に
応
じ
て
、
命
じ
か
た
も
い
ろ
い
ろ
に
変
え
て
い
く
の
で
あ
る
。
曰
く
、

「
そ
れ
〔
自
然
法
〕
は
た
し
か
に
、
こ
れ
〔
劣
っ
た
も
の
が
優
れ
た
も
の
に
従
う
こ
と
〕
を
あ
る
種
の
一
般
性
の
な
か
で
命
じ
る
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
れ
は
、
時
に
あ
た
っ
て
見
ら
れ
る
優
劣
の
さ
ま
ざ
ま
な
差
異
に
も
と
づ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
や
り
か
た
で
命
じ
る
の
で
あ
）
36
（

る
」。

　
こ
う
し
た
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
考
え
か
た
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
い
ま
あ
る
人
間
の
姿
を
そ
の
ま
ま
受
け
容
れ
る
も
の
で
あ
る
。
彼

に
と
っ
て
人
の
世
は
、
け
っ
し
て
暗
い
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
お
い
て
も
ま
た
、
神
の
働
き
が
認
め
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
罪
に
堕
ち

る
前
が
最
良
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
べ
く
も
な
い
が
、
い
ま
の
世
は
い
ま
の
世
で
、
そ
こ
に
神
の
摂
理
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
彼
が

政
治
支
配
を
指
し
て
、
罪
か
ら
の
「
治
療
」（rem

edium

）
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、「
矯
正
す
る
」（corrigere

）
と
い
う
言
葉
を
好
ん
）
37
（
だ
。
た
ん
な
る
言
葉
づ
か
い
の
差
異

と
も
受
け
と
れ
る
が
、
こ
こ
に
は
二
人
の
政
治
観
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
よ
う
。

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
罪
に
堕
ち
た
人
間
は
、
も
は
や
救
い
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
た
だ
ど
う
に
か
、
政
治
権
力
の
抑
え

が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
秩
序
か
ら
外
れ
る
こ
と
だ
け
は
避
け
う
る
。
そ
の
点
で
政
治
権
力
は
、
た
し
か
に
あ
る
て
い
ど
意
味
を
も
っ
た

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
曲
が
っ
た
と
こ
ろ
を
「
矯
正
す
る
」
だ
け
の
価
値
し
か
も
っ
て
い
な
い
と
も
言
え
、
た
か
だ
か
次
善
の

策
と
し
て
用
を
な
す
に
す
ぎ
な
い
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
政
治
権
力
と
は
、
罪
人
に
か
け
る
足
枷
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

罪
を
犯
し
た
人
間
が
、
再
び
悪
に
流
れ
な
い
よ
う
留
め
て
お
く
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
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い
っ
ぽ
う
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
、
こ
れ
を
「
治
療
」
と
言
う
。
人
は
罪
を
犯
し
た
の
ち
、
ひ
ど
い
病
を
患
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
政
治
権
力
に
よ
っ
て
治
癒
さ
れ
る
。「
治
療
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、
た
ん
に
曲
が
っ
た
と
こ
ろ
を
矯
正
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、

も
と
あ
っ
た
自
然
本
性
に
、
あ
た
か
も
還
っ
て
い
く
よ
う
な
響
き
が
感
じ
ら
れ
る
。
む
ろ
ん
、
完
全
に
治
癒
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
し
、
完

全
な
治
癒
は
終
末
に
な
っ
て
よ
う
や
く
果
さ
れ
る
の
で
あ
る
）
38
（
が
、
政
治
支
配
と
は
彼
に
と
っ
て
、
原
初
の
自
然
本
性
に
近
づ
き
う
る
方
途

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
た
ん
に
、
悪
に
流
れ
る
こ
と
を
留
め
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
が
見
る
に
、
人
は

政
治
権
力
に
従
う
こ
と
で
、
か
つ
て
の
善
を
取
り
戻
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
見
る
と
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
か
ら
ず
い
ぶ
ん
離
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
論
を
立
て
る
う

え
で
、
常
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
跡
を
追
っ
て
い
た
彼
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
て
離
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
自
覚
し
な
い
は
ず
も
な
い
。

事
実
、
さ
き
に
あ
げ
た
主
題
「
人
が
べ
つ
の
人
の
も
と
に
服
従
す
る
こ
と
は
自
然
法
に
か
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
の
か
ど
う
か
」
に
対
す
る

異
論
を
あ
げ
る
な
か
で
、
彼
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
論
拠
に
し
た
も
の
を
掲
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
神
は
は
じ
め
「
海
の
魚
、
空
の
鳥
、

地
を
這
う
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
を
治
め
よ
」（
創
世
記
一
章
二
十
八
節
）
と
命
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
人
が
人
を
治
め
る
こ
と
は
自
然
法

に
か
な
っ
た
行
い
で
は
な
い
、
と
す
る
論
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
答
え
る
。
た
し
か
に
人
が
人
に
従
う
隷
従
は
、
自
然
そ
の
も
の
に
反
し
た
病
気
（m

orbus 

contrario ipsi naturae

）
の
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
が
ゆ
え
に
、
あ
る
べ
き
そ
の
も
の
に
対
す
る
自
然
（natura pro se 

stante

）
は
、
そ
れ
を
命
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
人
間
が
罪
に
堕
ち
た
い
ま
、
あ
る
べ
き
そ
の
も
の
か
ら
堕
ち
た
こ
と
に
対
す

る
自
然
（pro se a statu cadente

）
は
、
そ
れ
を
命
じ
る
の
で
あ
）
39
（

る
。

　
つ
ま
り
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
二
分
法
を
守
っ
て
、
彼
は
堕
落
の
前
後
を
は
っ
き
り
区
別
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
い
て
さ
り
げ
な

く
、
自
然
と
い
う
言
葉
を
も
二
つ
に
分
け
て
し
ま
う
。
人
が
人
に
従
う
こ
と
は
、
罪
の
前
で
は
自
然
に
か
な
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、

罪
の
あ
と
で
は
自
然
に
か
な
う
も
の
に
な
っ
た
。
人
は
必
要
に
応
じ
て
、
そ
し
て
神
の
摂
理
に
よ
っ
て
、
政
治
権
力
に
従
っ
て
い
く
の
で
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あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
な
に
も
不
自
然
な
と
こ
ろ
は
な
い
。
自
然
の
命
じ
る
ま
ま
に
、
人
は
人
を
治
め
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
結
論
は
、
か
つ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
も
た
ら
し
た
と
さ
れ
た
政
治
の
自
然
性
と
類
似
し
て
い
よ
）
40
（

う
。
ウ
ル
マ
ン
以
来
、
政

治
の
自
然
性
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
由
来
す
る
と
さ
れ
て
き
た
が
、
ひ
と
わ
た
り
見
て
き
た
よ
う
に
、
十
三
世
紀
に
お
い
て
は
、
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
主
義
の
神
学
者
で
さ
え
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
通
さ
ず
と
も
同
じ
結
論
に
達
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
神
学
的
な

装
い
を
も
つ
点
で
、
内
実
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
だ
い
ぶ
異
な
っ
て
い
よ
う
が
、
そ
の
外
形
だ
け
を
見
れ
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
迫
る

も
の
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ウ
ル
マ
ン
の
言
う
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
か
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
へ
、
と
い
う
構
図
は
、
た
し
か
に
耳
で

聞
い
て
わ
か
り
よ
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
だ
い
ぶ
実
情
に
沿
わ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
　
お
わ
り
に

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
曰
く
「
人
は
自
然
本
性
に
よ
っ
て
政
治
的
動
物
で
あ
る
」（hom

o natura civile ani

）
41
（

m
al

）。
ウ
ル
マ
ン
を
ふ
く
む
後
世

の
歴
史
家
た
ち
は
、
こ
の
「
自
然
本
性
に
よ
っ
て
」
と
い
う
言
葉
を
大
き
く
と
り
あ
げ
、
こ
れ
を
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
う
自
然
本
性

と
鋭
く
対
立
さ
せ
た
。

　
こ
う
し
た
比
較
は
、
む
ろ
ん
二
つ
の
思
想
を
引
き
比
べ
て
、
差
異
を
明
か
し
て
い
く
う
え
で
は
価
値
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
二
つ
の
時

代
が
離
れ
て
い
る
と
、
そ
れ
だ
け
時
間
の
隔
た
り
に
目
が
届
か
な
く
な
る
と
い
う
弊
を
と
も
な
う
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
か
ら
お
よ
そ
八

世
紀
も
の
年
月
を
経
て
い
け
ば
、
そ
こ
に
は
お
の
ず
か
ら
色
調
の
変
わ
っ
た
も
の
も
生
じ
て
こ
よ
う
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
奉
じ
な
が

ら
も
、
そ
こ
か
ら
い
く
ぶ
ん
曲
折
を
と
も
な
っ
た
思
想
が
出
て
く
る
こ
と
は
、
な
に
も
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
ボ
ナ
ヴ
ェ

ン
ト
ゥ
ラ
を
見
て
い
く
こ
と
で
、
そ
う
し
た
一
例
を
示
し
え
た
と
思
う
。

　
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
に
と
っ
て
、
政
治
の
自
然
性
と
い
う
も
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
学
ぶ
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
ア
ウ
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グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
重
ん
じ
て
い
た
彼
が
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
も
は
や
十
三
世
紀
と
い
う
時
代
に
あ
っ
て
、
政
治
の
自
然
性
と
い
う
概
念
が

ほ
と
ん
ど
新
し
い
意
味
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
容
易
に
察
せ
ら
れ
る
。

　
や
や
乱
暴
な
言
い
か
た
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
う
言
っ
て
し
ま
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
、『
政
治
学
』

の
有
名
な
章
句

―
人
は
自
然
本
性
的
に
政
治
的
動
物
で
あ
る

―
は
、
十
三
世
紀
の
知
識
人
に
と
っ
て
は
、
も
は
や
格
言
め
い
た
価
値

し
か
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
い
ま
あ
る
姿
が
自
然
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
い
ま
あ
る
政
治
と
い
う
の
も

ま
た
、
一
つ
の
自
然
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
う
な
る
と
つ
ぎ
に
問
題
に
な
る
の
は
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
よ
う
な
思
想
家
が
、
こ
の
政
治
の
自
然
性
を
ど
こ
か
ら
学
び
え
た
の

か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
こ
ま
で
考
察
の
目
が
わ
た
ら
な
か
っ
た
が
、
い
ま
こ
こ
に
、
一
つ
の
見
当
が
つ
い
て
い
な
い
で

も
な
い
。

　
そ
れ
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
若
い
こ
ろ
に
書
い
た
諸
作
で
あ
る
。
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
研
究
者
、
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
・

マ
ー
カ
ス
（Robert Austin M

arkus

）
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
若
い
こ
ろ
、
地
上
の
秩
序
を
神
の
秩
序
の
表

わ
れ
と
見
て
い
）
42
（
た
。
と
り
わ
け
、『
秩
序
論
』（D

e ordine

）
な
ど
に
、
そ
の
傾
向
が
い
ち
じ
る
し
い
。
年
を
経
る
に
及
ん
で
こ
う
し
た
考

え
は
棄
て
ら
れ
、
地
上
は
罪
深
い
と
い
う
思
い
を
強
く
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
初
期
の
作
品
に
は
明
る
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、『
神
の

国
』
の
暗
さ
と
は
対
照
を
な
し
て
い
る
。

　
中
世
盛
期
に
あ
っ
て
は
、『
神
の
国
』
よ
り
も
、
こ
う
し
た
初
期
の
作
品
が
よ
く
読
ま
れ
て
い
た
の
で
な
い
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
な
暗
い
政
治
観
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
自
身
の
諸
作
に
よ
っ
て
、
否
定
さ
れ
て
い
っ
た

と
い
う
歴
史
も
描
け
よ
う
。
そ
う
な
る
と
、
さ
き
に
見
た
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
論
も
、
初
期
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
、
晩
期
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
と
の
対
立
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
た
だ
、
本
稿
の
論
は
そ
れ
を
証
す
る
に
十
分
で
な
い
。
こ
れ
を
示
す
に
は
、
同
時
期
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
主
義
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
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く
わ
し
く
見
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
仮
説
は
一
つ
の
寸
感
に
と
ど
め
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
ま
た
別
稿
に
譲
る
こ

と
に
す
る
。

（
1
）  
禁
令
が
出
た
の
は
パ
リ
の
み
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
触
れ
た
場
合
、
破
門
に
さ
れ
た
。Fernand van Steenberghen, A

ristotle in the 
W
est: The O

rigins of Latin A
ristotelianism

, translated by Leonard Johnston, Louvain, E. N
auw
elaerts, 1955, p. 67.

（
2
）  W

alter U
llm
ann, Principles of G

overnm
ent and Politics in the M

iddle A
ges, London, M

ethuen, 1966, p. 1. 

（
3
）  

聖
書
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て
『
聖
書
協
会
共
同
訳
』
に
よ
っ
た
が
、
文
を
切
る
な
ど
や
や
改
変
を
加
え
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
4
）  W

alter U
llm
ann, op. cit., p. 19.

（
5
）  Ibid., pp. 20 -21.

（
6
）  W

alter U
llm
ann, A

 H
istory of Political Thought: The M

iddle A
ges, H

arm
ondsw

orth, Penguin, pp. 172 -173.

（
7
）  W

alter U
llm
ann, Principles of governm

ent and politics in the M
iddle A

ges, pp. 146 -156.

（
8
）  

じ
っ
さ
い
こ
う
し
た
試
み
は
、
歴
史
学
に
お
い
て
一
定
の
成
果
を
収
め
た
。
宗
教
改
革
や
対
抗
宗
教
改
革
は
、
ル
タ
ー
と
い
う
一
人
物
に
よ
っ

て
す
べ
て
説
明
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
く
な
っ
た
し
、
ル
ネ
サ
ン
ス
と
い
う
の
も
一
つ
の
転
換
で
は
な
く
、
小
さ
な
ル
ネ
サ
ン
ス
の
積
み
重

ね
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
、
こ
う
し
た
流
れ
は
い
た
ず
ら
に
近
代
の
概
念
を
中
世
に
探
る
と
い
う
弊
を
犯
す
こ
と
に

も
な
っ
た
。
こ
れ
は
政
治
思
想
の
み
に
か
か
わ
る
問
題
で
は
な
く
、
科
学
思
想
で
も
同
じ
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
近
代
科
学
の
源
を
中
世
に

探
っ
た
ピ
エ
ー
ル
・
デ
ュ
エ
ム
（Pierre D

uhem

）
ら
の
や
り
か
た
は
、
中
世
後
期
を
あ
ま
り
に
重
ん
じ
る
結
果
、
や
や
行
き
す
ぎ
た
側
面
が

あ
っ
た
。

（
9
）  

こ
の
傾
向
は
彼
に
学
ん
だ
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
テ
ィ
ア
ニ
ー
（Brian Tierney

）
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
テ
ィ
ア
ニ
ー
は
、
同
意
、
正
当
化
、

権
利
、
代
表
、
主
権
と
い
っ
た
概
念
の
は
じ
ま
り
を
中
世
に
求
め
て
い
る
。Cary J N

ederm
an, 

“The Legacy of W
alter U

llm
ann,

” in 
Cary J N

ederm
an, Lineages of European Political Thought: Explorations along the M

edieval/M
odern D

ivide from
 John of  

Salisbury to H
egel, W

ashington D. C., Catholic U
niversity of Am

erica Press, 2009, pp. 9 -10. 

（
10
）  Ibid., p. 3.

（
11
）  Antony Black, 

“Political Language in Later M
edieval Europe,

” in D
iana W

ood 

（ed.

）, The Church and Sovereignty c. 590 -
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1918 : Essays in honour of M
ichael W

ilks, O
xford, Blackw

ell, 1991. pp. 316 -317.

（
12
）  Ibid., p. 317.

（
13
）  Ibid., pp. 318 -319.

（
14
）  M

ary Elizabeth Sullivan, 

“The Bond of Aristotelian Language Am
ong M

edieval Political Thinkers,

” in Constant J. M
ew
s

（ed.
）, Com

m
unities of learning: N

etworks and the shaping of intellectual identity in Europe, 1100 -1500, Turnhout, Brepols 
Publishers, 2011.

（
15
）  Cary J. N

ederm
an, 

“Nature, Sin and the O
rigins of Society: The Ciceronian Tradition in M

edieval Political Thought,

” The 
Journal of the H

istory of Ideas, 49. 1, 1988. pp. 25 -26.

（
16
）  

た
と
え
ば
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
時
代
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
を
広
く
取
り
入
れ
た
ブ
ラ
バ
ン
の
シ
ゲ
ル
ス
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
異
端
審

問
官
に
出
頭
を
命
じ
ら
れ
た
。
ま
た
ト
マ
ス
は
、
彼
自
身
が
異
端
と
断
じ
ら
れ
る
こ
と
こ
そ
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
の
教
説
の
十
六
ほ
ど
は
、
一

二
七
七
年
（
ト
マ
ス
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
三
年
後
）
に
パ
リ
大
学
の
神
学
部
に
よ
っ
て
「
信
仰
に
と
っ
て
害
悪
な
」
命
題
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

さ
ら
に
同
年
同
月
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
神
学
者
に
よ
っ
て
も
、
ト
マ
ス
の
教
説
の
三
十
ほ
ど
が
糾
弾
さ
れ
て
い
る
。Fergus Kerr, Thom

as 
A
quinas: A

 Very Short Introduction, O
xford, O

xford U
niversity Press, 2009, pp. 103 -104.

（
17
）  

禁
じ
ら
れ
た
の
は
自
然
哲
学
に
か
ん
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
書
（libri Aristotelis de naturali philosophia

）
の
み
で
あ
っ
て
（
形
而
上

学
も
ふ
く
む
）、
政
治
学
や
論
理
学
は
禁
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。Fernand van Steenberghen, op. cit., p. 67.

（
18
）  

ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
ー
の
ジ
ョ
ン
は
シ
ャ
ル
ト
ル
で
学
ん
だ
が
、
そ
の
シ
ャ
ル
ト
ル
の
学
流
は
、
そ
の
こ
ろ
代
表
的
な
神
学
者
で
あ
っ
た
ク
レ
ル

ヴ
ォ
ー
の
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
（Bernardus Claravalensis

）
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
オ
ル
レ
ア
ン
、
パ
リ
の
サ
ン
ヴ
ィ
ク
ト
ル
、

ラ
ン
の
聖
職
者
た
ち
に
よ
っ
て
も
批
判
さ
れ
た
。
伊
東
俊
太
郎
『
十
二
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
六
年
）
九
八
―
九
九
頁
。

（
19
）  

こ
れ
に
つ
い
て
確
証
を
得
る
に
は
、
保
守
寄
り
の
神
学
者
の
文
献
か
ら
複
数
の
例
証
を
得
る
べ
き
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
こ
ま
で
考
察
が
及

ば
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
20
）  Jacques G

uy Bougerol, 

“Dossier pour l

’étude des rapports entre Saint Bonaventure et Aristote,

” in Jacques G
uy Bougerol, 

Saint Bonaventure: Études sur les sources de sa pensée. N
ortham

pton, Variorium
 Reprints, 1989, p. 137.

（
21
）  

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
は
ほ
と
ん
ど
ア
ラ
ビ
ア
語
か
ら
訳
さ
れ
て
い
る
が
、『
政
治
学
』
だ
け
は
ギ
リ
シ
ャ
語
か
ら
訳
さ
れ
た
。
そ
れ
は

『
政
治
学
』
だ
け
は
ア
ラ
ビ
ア
語
訳
が
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
依
拠
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
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か
っ
た
ア
ル
・
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
や
イ
ブ
ン
・
ル
シ
ュ
ド
と
い
っ
た
哲
学
者
た
ち
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
政
治
学
』
を
目
に
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。Patricia Crone, M

edieval Islam
ic Political Thought, Edinburgh, Edinburgh U

niversity Press, 2004, 
p. 189.

（
22
）  
グ
イ
レ
ル
ム
ス
の
訳
は
ラ
テ
ン
語
と
し
て
読
み
や
す
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。「〔
前
略
〕
彼
の
翻
訳
は
ギ
リ
シ
ャ
語
に
忠
実
に
従
っ
て
い
る
け

れ
ど
も
、
逐
語
的
（ad verbum

）
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
ラ
テ
ン
語
は
ぎ
こ
ち
な
く
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
ま
ま
あ
る
。
彼
の
意
図
を
完

全
に
汲
み
と
る
に
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
テ
ク
ス
ト
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
む
ろ
ん
、
当
時
の
読
者
に
は
無
理
な
相
談

で
あ
っ
た
ろ
う
」Charles B. Schm

itt, A
ristotle and the Renaissance, Cam

bridge, M
ass., H

arvard U
niversity Press, 1983, p. 155.

（
23
）  

ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
あ
る
日
の
説
教
に
お
い
て
、「
人
は
自
然
本
性
的
な
社
会
的
動
物
で
あ
る
」
“Hom

o est anim
al socialis naturae... 

” 

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
『
政
治
学
』
か
ら
の
引
用
で
は
な
く
、
ク
ア
ラ
ッ
キ
版
の
註
釈
が
言
う
よ
う
に
、『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理

学
』
か
ら
の
引
用
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。Bonaventura, Serm

ones de tem
pore, Feria sexta in parasceve, serm

 1. （
な
お
、
ボ

ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
著
作
は
す
べ
て
、
ク
ア
ラ
ッ
キ
版
を
使
用
し
た
）。
と
い
う
の
も
、「
人
は
自
然
本
性
的
に
政
治
的
動
物
で
あ
る
」
と
い
う

『
政
治
学
』
の
有
名
な
章
句
は
、
グ
イ
レ
ル
ム
ス
の
訳
で
は hom

o natura civile anim
al... 

と
な
っ
て
お
り
、
語
彙
が
い
く
ぶ
ん
か
異
な
る
か

ら
で
あ
る
。M

ichaud-Q
uantin, A

ristoteles Latinus, XXIX I, p. 5.

（
24
）  M

atthew
 M
. De Benedictis, The Social Thought of Bonaventure: A

 Study in Social Philosophy, W
ashington, D. C., The Catholic 

U
niversity of Am

erica Press, 1946; reed., W
estport, G

reenw
ood Press, 1974, p. 3.

（
25
）  

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
神
の
国
（
五
）』（
十
九
巻
十
五
章
）
服
部
英
次
郎
、
藤
本
雄
三
訳
（
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
八
年
）
七
一
―
七
二
頁
。

『
神
の
国
』
か
ら
の
引
用
は
基
本
的
に
服
部
・
藤
本
訳
に
依
っ
た
が
、
必
要
に
応
じ
てO

pera om
nia: Patrologiae Latinae elenchus

の
語
彙

を
確
認
し
た
。

（
26
）  

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
同
右
（
十
九
巻
十
五
章
）、
七
二
―
七
三
頁
。

（
27
）  

柴
田
平
三
郎
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
政
治
観
」『
法
學
研
究
』
五
十
六
巻
十
二
号
（
慶
應
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
、
一
九
八
三
年
）
五
一
頁
。

（
28
）  Bonaventura, D

e perfectione evangelica, q. 4, a. 1.: 

“Utrum
 sit consonum

 iuri naturali, quod hom
o obediendo subiaceat  

alteri.

”

（
29
）  

「
本
性
と
は
、
も
の
の
内
に
お
い
て
、
似
て
い
る
も
の
か
ら
似
て
い
る
も
の
を
生
み
出
す
生
来
の
力
の
こ
と
で
あ
る
」Ibid., q. 4, a. 1. conc.: 

“natura est vis insita rebus ex sim
ilibus sim

ilia procreans.

”
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（
30
）  

「
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
も
言
う
よ
う
に
、
奴
隷
と
は
罪
に
対
す
る
罰
な
の
で
あ
る
」Ibid., q. 4, a. 1. conc.: 

“ut dicit Am
brosius, servitus 

est poena peccati...

”

（
31
）  Ibid., q. 4, a. 1. conc.

（
32
）  
「
し
た
が
っ
て
こ
こ
か
ら
、
以
下
の
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
自
然
法
は
息
子
の
服
従
を
命
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
堕
落
し
た
本
性
の
状
態
に
も
と

づ
く
か
、
も
し
く
は
創
ら
れ
た
と
き
の
本
性
の
状
態
に
も
と
づ
く
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
」Ibid., q. 4, a. 1. conc.: 

“Hinc est igitur, quod 
lex naturalis dictat obedientiam

 filialem
, sive secundum

 statum
 naturae lapsae, sive secundum

 statum
 naturae institutae.

”

（
33
）  

「
そ
れ
〔
自
然
法
〕
は
、
法
治
に
よ
る
服
従
を
命
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
回
復
さ
れ
う
る
、
ま
た
は
、
回
復
さ
れ
て
い
る
本
性
の
状
態
に
も
と

づ
く
」（
括
弧
は
引
用
者
）Ibid., q. 4, a. 1. conc.: 

“Obedientiam
 vero iurisdictionalem

 dictat secundum
 statum

 naturae reparabilis 
seu reparatae...

”

（
34
）  

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
前
掲
書
（
十
九
巻
十
五
章
）。
七
二
頁
。

（
35
）  Bonaventura, op. cit., q. 4, a. 1. conc.: 

“Unde quaelibet dictarum
 obedientiarum

 consonat legi naturae.

” 

ま
た
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン

ト
ゥ
ラ
に
と
っ
て
こ
う
し
た
服
従
の
関
係
は
、
自
然
法
に
一
致
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
恩
寵
の
法
（lex gratiae

）
や
書
か
れ
た
法
（lex scripta

）

に
も
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
言
う
恩
寵
の
法
と
は
使
徒
の
教
え
を
指
し
、
書
か
れ
た
法
と
は
律
法
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば

三
つ
目
の
服
従
、
つ
ま
り
政
治
支
配
へ
の
服
従
に
か
ん
し
て
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
新
約
聖
書
と
旧
約
聖
書
か
ら
以
下
の
節
を
掲
げ
る
。「
指

導
者
た
ち
の
言
う
こ
と
を
聞
き
入
れ
、
従
い
な
さ
い
。
こ
の
人
々
は
、
神
に
弁
明
す
る
者
と
し
て
、
あ
な
た
が
た
の
魂
の
た
め
に
見
張
り
を
し
て

い
る
の
で
す
」（
ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
十
三
章
十
七
節
）。「
あ
な
た
の
神
、
主
に
仕
え
る
た
め
に
立
っ
て
い
る
祭
司
、
あ
る
い
は
裁
き
人
の
言

う
こ
と
を
聞
か
ず
に
、
傲
慢
に
振
る
舞
う
者
は
、
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
申
命
記
十
七
章
十
二
節
）。

（
36
）  

括
弧
は
引
用
者
。Ibid., q. 4, a. 1. conc.

“...et hoc quidem
 dictat in generalitate quadam

, diversim
ode tam

en, secundum
 quod 

superioritatis et inferioritatis reperire contingit differentias diversas.

”

（
37
）  

た
と
え
ば
『
神
の
国
』
十
九
巻
十
六
章
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
不
従
順
な
奴
隷
が
主
人
の
言
葉
や
む
ち
打
ち
に
よ
っ
て
矯
正
さ
れ
る
旨
を

記
し
、
こ
れ
を
国
家
（civitas

）
の
縮
図
と
し
て
い
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
前
掲
書
（
十
九
巻
十
六
章
）、
七
五
―
七
六
頁
。
な
お
、「
矯

正
」
と
訳
し
たcorrigere

は
、
ほ
か
に
「
ま
っ
す
ぐ
に
す
る
」、「
修
正
す
る
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

（
38
）  

ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
が
言
う
に
、
政
治
支
配
に
服
す
る
さ
ま
は
、
罪
の
回
復
に
か
ん
し
て
は
い
ま
だ
道
な
か
ば
の
状
態
（in statu viae

）
で

あ
る
。
終
末
に
な
っ
て
、
は
じ
め
て
罪
は
完
全
に
回
復
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
と
き
、
政
治
支
配
と
い
う
も
の
も
不
要
に
な
る
。「
そ
れ
か
ら
、
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世
の
終
わ
り
が
来
ま
す
。
そ
の
時
、
キ
リ
ス
ト
は
あ
ら
ゆ
る
権
威
と
勢
力
を
無
力
に
し
て
、
父
な
る
神
に
国
を
引
き
渡
さ
れ
ま
す
」（
コ
リ
ン
ト

の
信
徒
へ
の
手
紙
一
十
五
章
二
十
四
節
）Bonaventura, op. cit., q. 4, a. 1. conc.

（
39
）  Ibid., q. 4, a. 1. ad.

（
40
）  
も
ち
ろ
ん
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
の
思
想
か
ら
は
い
く
ら
か
隔
た
り
が
あ
る
。
こ
こ
に
言
う
「
か
つ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
も
た
ら
し
た
と

さ
れ
た
政
治
の
自
然
性
」
と
は
、
あ
く
ま
で
地
上
の
統
治
を
肯
定
的
に
見
る
視
点
の
こ
と
で
あ
る
。

（
41
）  M

ichaud-Q
uantin, op. cit., p. 5. 

（
42
）  R. A

. M
arkus, 

“The Latin Fathers,

” in J. H
. Burns 

（ed.

）, The Cam
bridge H

istory of M
edieval Political Thought c. 350 - 

c. 1450, Cam
bridge, Cam

bridge U
niversity Press, 1988, pp. 108 -109.

田
中
　
稔
十
（
た
な
か
　
な
り
と
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

専
攻
領
域
　
　
政
治
思
想
史


