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中世の学問観と、現代の「文系・理系」   隠岐さや香『文系と理系はなぜ分かれたのか』（星海社、二〇一八年）によせて
　
「
文
系
」と「
理
系
」と
い
う
聞
き
慣
れ
た
知
識
の
区
分
は
、い
っ
た
い
い
つ
、

そ
し
て
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
？
現
代
人
（
少
な
く
と
も
日
本
人
）
に

と
っ
て
は
、さ
も
当
然
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
こ
の
峻
別
は
、一
度
立
ち
止
ま
っ

て
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
自
明
の
理
で
も
不
変
の
概
念
で
も
な
い
こ

と
は
誰
に
で
も
分
か
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
理
由
と
過
程
を
問
わ
れ
た

な
ら
ば
、
多
く
の
人
が
答
え
に
窮
す
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
本
書
は
、

「
文
系
・
理
系
」
と
い
う
分
類
の
形
成
を
歴
史
的
に
追
い
つ
つ
、
現
代
社
会

に
お
い
て
こ
の
区
分
が
も
た
ら
す
、
し
ば
し
ば
論
争
的
な
問
題
に
つ
い
て
綿

密
に
分
析
し
て
い
る
。

　

二
〇
一
八
年
八
月
の
刊
行
直
後
よ
り
本
書
は
大
き
な
話
題
を
呼
ん
だ
。
朝

日
新
聞
や
読
売
新
聞
な
ど
各
新
聞
社
に
よ
る
書
評
は
も
と
よ
り
、
本
書
の

タ
イ
ト
ル
を
検
索
す
る
だ
け
で
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
、
ノ
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ッ

ク
問
わ
ず
多
数
の
書
評
が
ヒ
ッ
ト
す
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
注
目
度
の
高
さ

が
う
か
が
い
知
れ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
中
央
公
論
新
社
主
催
の
新
書
大
賞

（
二
〇
一
九
年
度
）
で
は
第
二
位
に
輝
き
、
世
間
一
般
に
お
い
て
も
非
常
に

高
い
関
心
と
評
価
を
本
書
が
得
て
い
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
そ
の
背
景
と

し
て
は
、
昨
今
の
「
理
系
」
重
視
の
社
会
的
風
潮
と
と
も
に
、
二
〇
一
五
年

頃
に
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
た
国
立
大
学
に
お
け
る
文
系
学
部
廃
止
論
争

の
記
憶
が
未
だ
に
新
し
い
こ
と
や
、
著
者
も
冒
頭
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

そ
も
そ
も
「
文
系
」
と
「
理
系
」
の
歴
史
を
総
合
的
に
扱
っ
た
研
究
が
国
内

外
に
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
生
産
的
と
は
言

い
難
い
両
立
場
の
非
難
な
い
し
は
擁
護
論
の
応
酬
は
多
々
あ
れ
ど
、
フ
ラ
ッ

ト
な
視
点
か
ら
歴
史
的
経
緯
と
と
も
に
こ
の
問
題
を
分
析
し
た
も
の
は
意
外

と
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
為
し
え
た
の
は
、
無
論
、
著
者
自
身
の
力
量
も
然
る

こ
と
な
が
ら
、
著
者
が
「
科
学
史
」
と
い
う
文
系
と
理
系
の
狭
間
に
位
置
す

る
領
域
を
専
門
と
し
て
い
る
こ
と
も
大
い
に
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
著
者

の
隠
岐
さ
や
香
氏
は
、
啓
蒙
主
義
時
代
の
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
研
究
を
専
門
と

し
、
多
数
の
受
賞
歴
も
持
つ
新
進
気
鋭
の
学
者
で
あ
る
。
近
年
で
は
そ
の
傍

ら
、「
文
系
と
理
系
」
概
念
に
関
す
る
論
考
を
多
数
上
梓
し
て
お
り
、
本
書

は
そ
の
ひ
と
つ
の
集
成
と
目
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
も
、
本

書
は
重
要
な
価
値
を
持
つ
と
言
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
学
問
を
分
類
す
る
と
い
う
営
み
そ
れ
自
体
は
、
一
体
い
つ
か

ら
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
？
一
二
世
紀
頃
に
成
立
し
た
大
学
に
お
い
て

か
ら
だ
ろ
う
か
。
著
者
が
重
視
す
る
教
育
制
度
の
面
（
各
学
芸
学
部
が
個
々

の
学
問
領
域
に
対
応
す
る
よ
う
な
体
系
の
構
築
）
か
ら
見
れ
ば
、
た
し
か
に

そ
う
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
ひ
と
つ
言
え
る
の
は
、
古
代

ギ
リ
シ
ア
世
界
に
お
い
て
、「
学
問
」、
つ
ま
り
あ
る
事
柄
や
現
象
の
説
明

を
神
の
気
ま
ぐ
れ
に
帰
す
の
で
は
な
く
、
理
性
的
な
推
論
を
も
っ
て
合
理
的

に
探
求
し
よ
う
と
す
る
営
為
が
生
じ
た
と
き
よ
り
、
そ
の
領
域
の
策
定
も
始

ま
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
文
系
・
理
系
」
の
分
類
が
当
時

か
ら
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
今
現
代
の
分
類
を
対
象
と
し
た
問
い
を
立
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て
る
に
あ
た
っ
て
、
学
問
の
「
近
代
化
」
を
分
水
嶺
に
据
え
、
そ
れ
以
降
の

時
代
に
焦
点
を
絞
る
著
者
の
選
択
は
適
切
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
点
は
今
一
度

考
察
さ
れ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　

本
書
は
す
で
に
刊
行
か
ら
三
年
以
上
経
っ
て
お
り
、
多
く
の
識
者
に
よ
る

論
評
も
出
揃
っ
て
い
る
な
か
、
二
〇
二
二
年
に
も
な
っ
た
今
に
な
っ
て
書

評
を
執
筆
す
る
の
は
遅
き
に
失
し
て
い
る
観
が
否
め
な
い
が
、「
文
系
・
理

系
」
を
越
え
た
学
問
の
分
類
と
い
う
営
み
全
体
の
歴
史
を
俯
瞰
す
る
こ
と
に

よ
り
、
現
代
の
分
類
の
意
義
を
よ
り
深
く
知
る
た
め
の
一
助
と
な
る
こ
と
を

願
い
、
本
書
評
を
上
梓
す
る
。
と
は
い
え
、
古
代
か
ら
大
学
成
立
に
至
る
ま

で
の
過
程
を
全
て
扱
う
の
は
、
評
者
の
力
量
か
ら
し
て
も
紙
幅
か
ら
し
て
も

難
し
い
た
め
、
評
者
が
専
門
と
す
る
初
期
中
世
（
六
〜
一
二
世
紀
初
頭
ま
で
）

に
絞
っ
て
見
て
み
た
い
。
前
半
部
で
は
本
書
の
内
容
を
検
討
し
つ
つ
評
者
な

り
の
所
感
を
述
べ
た
の
ち
、
後
半
部
に
お
い
て
そ
れ
以
前
の
時
代
の
分
類
思

想
を
概
観
す
る
。

　

本
書
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

第
１
章　

文
系
と
理
系
は
い
つ
ど
の
よ
う
に
分
か
れ
た
か
？

　
　
　
　
　

—

欧
米
諸
国
の
場
合

　

第
２
章　

日
本
の
近
代
化
と
文
系
・
理
系

　

第
３
章　

産
業
界
と
文
系
・
理
系

　

第
４
章　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
文
系
・
理
系

　

第
５
章　

研
究
の
「
学
際
化
」
と
文
系
・
理
系

　

大
き
く
分
け
て
み
れ
ば
、
１
章
と
２
章
は
「
文
系
・
理
系
」
の
歴
史
的
な

成
立
過
程
を
分
析
し
、
３
〜
５
章
に
お
い
て
現
代
社
会
と
の
関
わ
り
に
お
け

る
「
文
系
・
理
系
」
を
め
ぐ
る
各
テ
ー
マ
ご
と
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
第
１
章
で
は
、
表
題
に
も
あ
る
と
お
り
、
欧
米
諸
国
に
お
け
る
「
文

系
・
理
系
」
概
念
の
起
源
が
辿
ら
れ
る
。
中
世
の
大
学
に
お
け
る
学
芸
学
部

の
構
成
と
自
由
学
芸
の
概
要
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
た
の
ち
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
あ
っ
た
区
分
は
、
文
系
・
理
系
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
分
野
ご
と

に
お
け
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
で
あ
っ
た
と
著
者
は
述
べ
る
。
奴
隷
制
社
会
に
起

源
を
も
つ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
お
い
て
、
肉
体
に
関
わ
る
よ
う
な
手
工
業
的
・

技
術
的
諸
学
芸
は
軽
視
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
世
界
観
の
も
と
に
成
立

し
た
大
学
に
お
い
て
は
、
当
然
理
工
系
の
学
部
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
知
識
を
扱
う
分
野
が
教
育
制
度
に
組
み
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は

一
九
世
紀
で
あ
っ
た
。
で
は
、
そ
の
間
に
何
が
起
こ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
中
世
と
近
世
の
あ
い
だ
に
位
置
す
る
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
お
い
て
起
こ
っ

た
重
要
な
変
化
、
す
な
わ
ち
「
新
し
い
科
学
」
と
い
う
意
識
の
芽
生
え
に
つ

い
て
、と
り
わ
け
ガ
リ
レ
オ
に
注
目
し
て
、著
者
は
二
点
指
摘
す
る
。
一
つ
は
、

自
然
を
理
解
す
る
た
め
に
「
実
験
」
を
行
う
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
実
験
と

は
す
な
わ
ち
、
人
間
が
能
動
的
に
自
然
に
干
渉
す
る
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
ま

で
自
然
を
理
解
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
一
般
的
で
あ
っ
た
「
観
察
」
と
は

根
本
的
に
異
な
る
営
為
で
あ
る
。
も
う
一
点
は
、
自
然
（
現
象
）
を
理
解
す

る
た
め
に
数
学
が
有
用
で
あ
る
と
の
認
識
が
広
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
七

世
紀
時
点
で
は
ま
だ
「
数
学
を
不
可
欠
と
す
る
自
然
科
学
」
と
い
う
概
念
は

生
じ
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
の
確
立
に
向
け
た
重
要
な
布
石
を
ガ
リ
レ
オ
は

築
い
た
の
だ
と
主
張
さ
れ
る
。

　

ガ
リ
レ
オ
に
よ
っ
て
蒔
か
れ
た
種—

数
学
に
よ
る
普
遍
的
な
学
問
の
可
能

性—

は
、
人
文
主
義
伝
統
に
お
け
る
「
ア
カ
デ
ミ
ー
」
の
文
化
に
よ
っ
て
担
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わ
れ
た
と
い
う
。
著
者
は
こ
こ
に
、「
教
会
と
大
学
の
外
」
に
お
け
る
、
よ

り
自
由
な
文
化
の
広
が
り
を
見
て
い
る
。
手
工
業
蔑
視
の
潮
流
は
、
英
国
で

始
ま
っ
た
産
業
革
命
お
よ
び
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
契
機
と
す
る
ア
カ
デ
ミ
ー

の
停
滞
に
よ
っ
て
大
き
く
変
わ
っ
た
。
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
新
た
な
共

和
国
に
必
要
な
技
師
を
育
成
す
る
た
め
の
専
門
学
校
エ
コ
ー
ル
・
ポ
リ
テ
ク

ニ
ー
ク
が
発
足
し
、
こ
の
卒
業
生
た
ち
が
後
の
時
代
に
お
け
る
「
工
学
」
を

成
熟
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
し
あ
と
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、

世
界
で
初
め
て
大
学
に
工
学
部
を
設
置
し
た
の
は
、
日
本
の
帝
国
大
学
で

あ
っ
た
。

　

次
に
、
議
論
は
人
文
社
会
科
学
の
成
立
史
に
移
っ
て
い
く
。
こ
の
分
野
は
、

自
然
科
学
分
野
に
比
べ
て
分
か
っ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
と
い
う
。
無
論
、

古
代
よ
り
法
学
や
文
学
、
歴
史
の
研
究
は
な
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
そ
れ
は

「
近
代
的
」さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
著
者
は
述
べ
る
。
こ
の
学
問
の「
近
代
化
」

と
い
う
視
点
は
、
本
書
に
お
い
て
と
り
わ
け
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
と
い
う

の
も
、
古
代
か
ら
現
代
に
か
け
て
連
綿
と
続
く
学
問
分
類
の
営
み
の
な
か
で
、

「
文
系
・
理
系
」
な
い
し
は
「
人
文
学
・
社
会
科
学
・
自
然
科
学
」
の
峻
別

を
近
代
以
降
の
産
物
と
し
て
切
り
離
し
て
考
え
る
た
め
の
、
要
石
と
な
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
著
者
は
こ
の
「
近
代
化
」
を
、「
人
間
の
世
界
に
つ
い

て
語
る
言
葉
が
、
宗
教
の
規
範
や
、
世
俗
権
力
の
支
配
下
か
ら
自
立
し
た
こ

と
」と
定
義
し
て
い
る（
三
八
頁
）。
す
な
わ
ち
、身
分
制
な
ど
の
社
会
秩
序
や
、

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
よ
る
検
閲
・
統
制
か
ら
の
解
放
を
も
っ
て
、
学
問
が
「
近

代
化
」
し
た
の
だ
と
。
と
り
わ
け
、
人
文
社
会
科
学
分
野
で
は
そ
の
影
響
が

顕
著
で
あ
っ
た
。
政
治
の
領
域
が
宗
教
的
な
道
徳
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
、
ホ
ッ
ブ
ズ
や
ル
ソ
ー
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
な
ど
に
よ
る
法
学
理
論

が
生
ま
れ
、
人
間
中
心
的
な
意
識
の
芽
生
え
は
、
聖
書
中
心
の
歴
史
認
識
を

変
え
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
人
文
主
義
者
た
ち
に
よ
る
批
判
的
な
テ
ク
ス
ト

分
析
に
基
づ
く
文
献
学
の
成
熟
は
、
の
ち
の
「
人
文
」
系
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
形
作
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
時
代
が
下
り
、
一
八
世
紀
の
後
半
に
な
る
と
、
資
本
主
義
経
済
の

活
発
化
と
と
も
に
、
人
間
の
道
徳
心
や
商
業
活
動
、
政
治
活
動
と
い
っ
た
社

会
現
象
を
理
解
す
る
た
め
の
科
学
を
作
ろ
う
と
す
る
潮
流
が
起
き
た
と
著
者

は
言
う
。
当
初
は
輪
郭
の
定
ま
ら
な
い
多
様
な
思
想
の
集
合
体
で
あ
っ
た
社

会
科
学
（
一
九
世
紀
で
は
道
徳
科
学
と
も
呼
ば
れ
た
）
は
、
国
ご
と
に
独
自

の
展
開
を
遂
げ
て
い
く
が
、
自
然
科
学
の
方
法
論
を
モ
デ
ル
に
、
人
間
の
行

動
や
社
会
の
活
動
を
一
般
化
し
法
則
を
見
出
そ
う
と
す
る
営
み
の
も
と
で
ま

と
ま
っ
て
い
た
。

　

時
系
列
的
に
言
え
ば
、「
自
然
科
学
・
工
学
」
→
「
社
会
科
学
」
→
「
人

文
科
学
」
の
順
に
ま
と
ま
り
意
識
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
と
著
者
は
述
べ
る
が
、

そ
の
背
景
に
は
、
自
然
界
に
対
す
る
知
識
と
、
人
間
お
よ
び
テ
ク
ス
ト
に
つ

い
て
の
知
識
と
い
う
分
類
が
意
識
さ
れ
て
い
た
。
前
者
は
自
然
科
学
と
し
て

扱
う
こ
と
が
で
き
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
人
間
社
会
を
対
象
と
し
て
い
る
も

の
の
、
そ
の
な
か
で
ま
ず
、
部
分
的
に
は
定
量
化
や
一
般
化
が
可
能
な
経
済

学
や
社
会
学
が
最
初
に
ま
と
ま
り
意
識
を
持
ち
、
後
に
歴
史
学
や
文
学
研
究

な
ど
、
自
然
科
学
的
な
方
法
論
が
適
用
で
き
な
い
分
野
が
、「
人
文
科
学
」

と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
獲
得
し
て
い
く
と
す
る
整
理
は
、
非
常
に

分
か
り
や
す
い
。

　

続
く
第
２
章
で
は
、「
文
系
・
理
系
」
概
念
の
形
成
を
、
日
本
の
近
代
化

の
過
程
か
ら
論
じ
て
い
る
。
は
じ
め
に
、
前
述
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
考
え
方

が
本
格
的
に
流
入
す
る
明
治
維
新
以
前
の
時
代
に
お
け
る
学
問
観
に
つ
い
て

語
ら
れ
る
。
日
本
に
限
ら
ず
、
中
国
も
含
め
た
東
ア
ジ
ア
社
会
の
精
神
世
界
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で
は
、「
自
然
の
こ
と
を
考
え
る
」
こ
と
と
、「
社
会
や
人
間
に
つ
い
て
考
え
る
」

こ
と
が
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
そ
も
そ
も
自
然
科
学
と
人
文
社
会

科
学
と
い
っ
た
分
け
方
も
生
じ
得
な
か
っ
た
と
い
う
。

　

一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
お
こ
っ
た
「
蘭
学
」
や
「
洋
学
」
の

ブ
ー
ム
に
よ
っ
て
、
日
本
は
西
洋
の
学
問
と
対
面
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
幕

末
の
洋
学
に
お
い
て
は
、
科
学
計
測
器
具
や
、
砲
術
、
建
築
術
、
航
海
術
と

い
っ
た
よ
う
な
軍
事
技
術
に
関
心
が
集
中
し
、
人
文
社
会
科
学
に
は
経
済
学

に
多
少
の
関
心
が
払
わ
れ
る
程
度
で
あ
っ
た
。
明
治
期
に
入
る
と
、
様
々
に

専
門
分
化
し
た
西
洋
の
学
問
観
の
全
体
像
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
と
り
わ
け
、

ラ
イ
デ
ン
大
学
に
学
ん
だ
西
周
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
基
礎
教
養
概
念
で
あ

る
エ
ン
キ
ュ
ク
リ
オ
ス
・
パ
イ
デ
イ
ア
を
「
百
学
連
環
」
と
訳
し
、
そ
の
全

体
像
を
日
本
に
紹
介
し
た
こ
と
は
有
名
だ
ろ
う
。
西
洋
の
分
類
体
系
と
そ
の

日
本
語
訳
を
め
ぐ
る
議
論
が
学
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
続
く
な
か
で
、「
文
・
理
」

と
い
う
言
葉
は
学
校
制
度
や
官
僚
制
度
の
改
革
を
通
じ
て
、
徐
々
に
世
に
定

着
し
て
い
っ
た
と
著
者
は
述
べ
る
。
一
八
七
七
年
に
設
立
さ
れ
た
東
京
大
学

で
は
、
法
・
理
・
文
・
医
の
四
学
部
が
設
置
さ
れ
、
八
六
年
に
は
工
学
部
が
、

一
九
一
九
年
に
は
経
済
学
部
が
追
加
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
大
き
な
影
響
を
与

え
た
の
が
、
中
等
教
育
に
つ
い
て
定
め
た
第
二
次
・
高
等
学
校
勅
令
で
、「
高

等
学
校
高
等
科
ヲ
分
カ
チ
テ
文
科
及
理
科
ト
ス
」
と
書
か
れ
て
い
る
通
り
、

こ
れ
以
降
、
大
学
進
学
に
際
し
て
、
文
系
志
望
・
理
系
志
望
を
二
分
す
る
方

式
が
定
着
し
て
い
っ
た
と
述
べ
る
。

　

章
の
最
後
で
は
、
二
度
の
対
戦
を
経
て
「
科
学
技
術
立
国
」
と
し
て
の
地

位
と
自
負
を
獲
得
し
た
現
日
本
社
会
に
お
い
て
、
し
か
し
未
だ
に
理
工
系
偏

重
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。
大
戦
期
に
お
い
て

科
学
技
術
が
重
ん
じ
ら
れ
た
の
は
然
も
あ
れ
、
当
時
に
比
べ
て
は
る
か
に
高

度
な
経
済
や
政
治
の
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
複
雑
化
し
た
今
日
に
お
い
て
、

ど
の
よ
う
な
知
性
が
求
め
ら
れ
る
の
か
問
う
て
い
る
。

　

第
３
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
的
議
論
と
は
打
っ
て
変
わ
り
、
現
代
日

本
に
お
け
る
産
業
界
の
ニ
ー
ズ
や
、
そ
れ
に
付
随
す
る
学
生
の
進
路
選
択
の

問
題
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、「
文
系
・
理
系
」

の
二
分
概
念
は
、
先
に
見
た
教
育
制
度
だ
け
は
な
く
、
産
業
界
に
お
い
て
も

顕
著
に
見
ら
れ
る
と
は
じ
め
る
。

　

前
半
部
で
は
、
労
働
市
場
が
求
め
る
人
材
の
問
題
、
引
い
て
は
文
系
・
理

系
の
就
職
問
題
に
つ
い
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
文
系
に
関
し
て
は
、

就
職
活
動
に
際
し
て
、
大
学
で
学
ん
だ
専
門
知
識
は
あ
ま
り
求
め
ら
れ
て
い

な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
一
般
通
念
に
対
し
、
企
業
の
採
用
担
当
者
に
対

す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
デ
ー
タ
を
引
用
し
つ
つ
、
確
か
に
一
部
領
域
を
除

き
さ
ほ
ど
文
系
の
専
門
知
識
は
期
待
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
文
書
作
成
能

力
や
教
養
の
広
さ
に
は
関
心
が
持
た
れ
て
い
る
と
述
べ
る
。
対
す
る
理
系
は
、

一
般
に
文
系
よ
り
も
専
門
知
識
が
嘱
望
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で

求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
換
言
す
れ
ば
修
士
・
博
士
号
を
持
っ
て
い
た
方
が

就
職
に
有
利
な
の
か
否
か
と
い
う
問
題
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
い
く
つ
か
の

統
計
デ
ー
タ
か
ら
見
る
限
り
は
、
修
士
卒
ま
で
は
高
い
就
職
率
を
誇
る
が
、

博
士
卒
に
な
る
と
そ
の
値
が
下
が
る
と
い
う
。
著
者
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、

分
野
に
よ
る
違
い
も
指
摘
し
つ
つ
、
求
め
ら
れ
る
専
門
性
の
「
程
度
」
の
問

題
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
欧
米
諸
国
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
は
、
日
本

と
は
異
な
り
、
博
士
課
程
の
就
職
も
比
較
的
ス
ム
ー
ズ
に
進
ん
で
い
る
と
い

う
。
そ
こ
に
は
、「
新
卒
一
括
採
用
」
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
な
く
、
ま
た
博

士
人
材
は
外
部
資
金
を
獲
得
し
て
く
れ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
と
し
て

い
る
。
評
者
と
し
て
は
、
日
本
企
業
の
場
合
、
な
ぜ
高
度
な
専
門
性
を
あ
え
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中世の学問観と、現代の「文系・理系」   隠岐さや香『文系と理系はなぜ分かれたのか』（星海社、二〇一八年）によせて

て
忌
避
す
る
の
か
、
も
う
少
し
踏
み
込
ん
だ
説
明
が
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
と

感
じ
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
背
後
に
は
、
採
用
時
の
年
齢
の
問
題
や
、
特
定
分

野
に
特
化
し
た
知
識
よ
り
も
柔
軟
な
頭
脳
の
方
が
求
め
ら
れ
て
い
る—

著
者

は
み
も
ふ
た
も
な
い
書
き
方
と
述
べ
て
い
る
が—

と
い
う
、
理
論
的
に
は
説

明
し
が
た
い
人
の
心
性
も
、
勿
論
職
種
に
よ
り
け
り
で
あ
ろ
う
が
、
や
は
り

少
な
か
ら
ず
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

章
の
後
半
部
で
は
、
大
学
と
産
業
界
の
あ
る
べ
き
関
係
性
に
つ
い
て
論
じ

ら
れ
る
。
著
者
は
二
〇
一
五
年
頃
に
起
こ
っ
た
「
文
系
不
要
」
論
争
を
引
き

合
い
に
出
し
、「
儲
か
る
理
系
」
と
「
儲
か
ら
な
い
文
系
」
と
い
う
価
値
観

の
浸
透
を
見
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
国
内
の
み
の
問
題
で
は
な
く
、
そ
の
背

後
に
は
大
学
資
本
主
義
、
つ
ま
り
市
場
に
お
い
て
経
済
的
価
値
を
持
つ
諸
分

野
を
優
遇
し
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
資
金
の
投
入
を
減
ら
そ
う
と
す
る
グ

ロ
ー
バ
ル
な
傾
向
が
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
、「
儲
か
る
理
系
」
と
い
う
発
想

は
ど
こ
か
ら
き
た
の
だ
ろ
う
か
？
著
者
曰
く
、
そ
れ
は
英
米
の
経
済
学
者
た

ち
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
「
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
政
策
１
・
０
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
指
針
は
経
済
成
長
の
要
因
を
技
術
の
変
化
に
求
め
た
た
め
、
理
工
系
教

育
・
研
究
の
振
興
と
経
済
成
長
が
直
線
的
に
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
代
に
経
済
停
滞
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

と
、
次
は
産
業
界
と
大
学
な
ど
の
研
究
機
関
が
連
携
し
て
開
発
を
行
う
「
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
政
策
２
・
０
」
が
始
ま
っ
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
大
学
で

の
研
究
成
果
、
引
い
て
は
知
識
そ
の
も
の
が
直
接
富
に
結
び
つ
く
よ
う
に
な

り
、
理
工
系
が
儲
か
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
確
立
さ
れ
た
の
だ
と
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
日
本
で
は
そ
れ
が
上
手
く
育
た
ず
、
産
業
構
造
転
換
が
十
分
に
起

き
て
い
な
い
た
め
、
文
系
・
理
系
と
も
に
大
学
院
以
上
の
高
学
歴
を
必
要
と

し
な
い
社
会
に
な
っ
て
い
る
と
分
析
し
て
い
る
。
日
本
に
お
け
る
学
位
軽
視

の
傾
向
を
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
政
策
に
よ
る
産
業
構
造
の
転
換
の
失
敗
に
見

出
す
著
者
の
指
摘
は
見
事
で
あ
り
、
よ
り
強
調
さ
れ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
、「
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
政
策
３
・
０
」
の
到
来
に
つ
い
て
語
ら
れ
て

い
る
。「
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
政
策
２
・
０
」
が
浸
透
し
て
い
た
世
界
は
、
し
か

し
近
年
で
は
環
境
問
題
や
経
済
的
な
不
平
等
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
格
差
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
社
会
問
題
を
惹
起
し
た
。
そ
れ
に
対
処
す
る
た
め
、
人
文
社
会
科

学
の
知
識
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
、
す
な
わ
ち
「
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

政
策
３
・
０
」
が
欧
州
を
中
心
に
近
年
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て
い
る
と
い
う
。

こ
れ
に
よ
り
、
人
文
社
会
科
学
と
自
然
科
学
・
技
術
を
繋
げ
ら
れ
る
人
材
の

視
点
が
重
視
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
展
望
が
述
べ
ら
れ
、
本
章
は
締
め
ら

れ
て
い
る
。

　

第
４
章
で
は
、
性
差
の
問
題
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
日
本
は
進
路
選
択
に
お

け
る
男
女
差
が
大
き
い
、
具
体
的
に
は
、
理
工
系
と
社
会
科
学
系
を
選
択
す

る
女
性
の
数
が
欧
米
諸
国
と
比
較
し
て
顕
著
に
少
な
く
、
逆
に
福
祉
や
家
政

学
系
が
平
均
よ
り
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
著
者
は
、
男
女
に

お
け
る
「
分
野
適
正
」、
つ
ま
り
知
性
に
性
差
は
あ
る
の
か
否
か
と
い
う
議

論
を
展
開
し
て
い
く
。
こ
の
問
題
は
非
常
に
セ
ン
シ
テ
ィ
ヴ
な
側
面
を
持
ち
、

一
歩
踏
み
外
す
と
差
別
に
つ
な
が
る
が
、
著
者
は
多
様
な
デ
ー
タ
を
用
い
て
、

複
数
の
側
面
か
ら
客
観
的
に
分
析
を
加
え
る
。
ま
ず
、
知
能
テ
ス
ト
に
関
す

る
い
く
つ
か
の
デ
ー
タ
か
ら
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
時
代
や
地
域
、
テ
ス
ト

の
内
容
に
よ
っ
て
、
結
果
に
ば
ら
つ
き
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
然

の
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
か
つ
て
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、

理
系
分
野
に
お
い
て
女
性
は
男
性
よ
り
も
知
的
に
劣
っ
て
い
る
と
は
、
少
な

く
と
も
平
均
点
の
分
布
か
ら
は
言
え
ず
、
ま
た
点
数
差
が
男
女
間
よ
り
も
国

の
間
で
大
き
く
出
る
研
究
も
あ
る
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
ば
ら
つ
き
が
生
じ
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る
要
因
と
し
て
、著
者
は
先
行
研
究
に
依
拠
し
つ
つ
、「
自
信
の
な
さ
」
と
「
問

題
の
出
題
形
式
」
の
二
点
を
挙
げ
て
い
る
。
と
く
に
前
者
に
つ
い
て
は
、「
生

ま
れ
つ
き
の
才
能
」
と
い
う
先
入
観
が
、
歴
史
的
に
差
別
さ
れ
て
き
た
人
種
・

民
族
、
女
性
を
特
定
の
分
野
か
ら
遠
ざ
け
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
。
で
は
、
実
際
に
生
物
学
的
に
性
差
は
な
い
の
か

と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
性
差
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
生
殖
行
動
や
情

動
に
関
わ
る
、
進
化
の
段
階
か
ら
見
れ
ば
古
い
部
分
で
あ
り
、
認
知
や
言
語

機
能
に
つ
い
て
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
よ
く
分
か
ら
ず
、
環
境
的
な
要
因
と

も
切
り
離
し
が
た
い
と
い
う
。
ま
た
、
特
定
の
業
種
に
適
し
て
い
る
か
否
か

を
図
る
た
め
に
は
、
認
知
能
力
の
性
差
の
考
察
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
と

も
指
摘
し
て
い
る
。

　

議
論
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
役
割
と
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
移
っ
て
ゆ
く
。
日
本
に

お
い
て
、
男
性
が
理
工
系
に
引
き
寄
せ
ら
れ
、
女
性
が
遠
ざ
か
る
（
を
遠
ざ

け
て
し
ま
う
）
理
由
と
し
て
、
中
学
〜
高
校
の
段
階
で
、
女
性
は
数
学
や
科

学
に
向
か
な
い
こ
と
を
（
暗
黙
的
で
あ
っ
て
も
）
教
師
が
示
し
て
し
ま
う
問

題
を
挙
げ
る
。
進
路
選
択
の
際
に
も
、
身
近
に
感
じ
て
い
る
伝
統
的
な
ジ
ェ

ン
ダ
ー
役
割
イ
メ
ー
ジ
の
影
響—

男
性
は
外
で
実
務
に
携
わ
り
、
女
性
は
家

事
や
子
育
て
を
行
う—

が
大
き
い
こ
と
や
、
ま
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ム

の
普
及
に
よ
り
、
そ
の
手
の
分
野
が
男
性
向
け
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
し

た
例
も
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
格
差
の
解
消

（
こ
れ
は
男
性
の
側
に
も
等
し
く
適
用
さ
れ
る
）
は
、
研
究
現
場
に
お
け
る

多
様
性
を
増
し
、
新
た
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
に
つ
な
げ
る
た
め
に
も
、

重
要
な
課
題
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　

第
５
章
で
は
、
昨
今
に
お
け
る
学
問
横
断
的
な
傾
向
を
概
観
し
つ
つ
、
改

め
て
文
系
・
理
系
の
関
係
に
つ
い
て
問
い
直
さ
れ
て
い
る
。
教
育
制
度
上
か

ら
見
る
と
、
依
然
と
し
て
文
系
・
理
系
の
区
別
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
近
年

で
は
専
門
学
部
に
お
い
て
「
教
養
教
育
重
視
」
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
教
育
と
も
言
わ
れ
る
こ
の
教
育
形
態
で
は
、
学
生
は
主
専

攻
を
持
ち
つ
つ
も
、
人
文
科
学
、
社
会
科
学
、
自
然
科
学
を
幅
広
く
履
修
す

る
こ
と
が
で
き
、
特
定
の
専
門
知
識
に
縛
ら
れ
な
い
「
教
養
」
が
重
視
さ
れ

て
い
る
と
述
べ
る
。
研
究
の
世
界
に
お
い
て
も
、
複
数
の
分
野
間
を
ま
た
ぐ

「
学
際
化
」
の
動
き
が
あ
り
、
異
分
野
の
融
合
が
進
ん
で
い
る
と
さ
れ
る
が
、

評
者
が
専
門
と
す
る
歴
史
学
の
領
域
で
も
、
例
え
ば
、
考
古
学
は
炭
素
年
代

測
定
と
い
っ
た
科
学
的
手
法
を
積
極
的
に
利
用
し
て
い
る
し
、
文
献
史
学
に

つ
い
て
も
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
積
極
的
に
活
用
し
て
い
く
人
文
情
報
学
が
市

民
権
を
得
つ
つ
あ
る
な
ど
、
そ
の
影
響
は
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、

歴
史
的
な
視
点
か
ら
は
、
諸
学
は
究
極
的
に
は
一
つ
に
還
元
さ
れ
う
る
と
い

う
考
え
方
が
あ
っ
た
。
人
間
社
会
の
現
象
を
自
然
学
的
な
原
則
に
還
元
し
て

理
解
し
よ
う
と
す
る
「
自
然
主
義
」
や
、
す
べ
て
の
諸
学
は
物
理
学
を
基
盤

と
し
て
考
え
る
「
物
理
主
義
」
な
ど
が
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

　

だ
が
実
際
の
現
社
会
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
学
問
の
細
分
化
が
進
ん
で
い

る
の
で
あ
る
。
で
は
、
諸
分
野
は
ど
の
よ
う
な
点
で
差
別
化
さ
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
？
ま
ず
自
然
科
学
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
が
常
に
「
法
則
定
立

的
」、
す
な
わ
ち
何
ら
か
の
普
遍
的
法
則
を
見
出
す
分
野
の
よ
う
に
一
見
思

え
る
が
、
例
え
ば
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
な
ど
は
、
同
様
の
方
法
で
繰
り
返

し
検
証
し
て
証
明
さ
れ
た
「
法
則
」
と
ま
で
は
言
え
な
い
。
ま
た
、
二
〇
世

紀
初
頭
ま
で
は
す
べ
て
の
自
然
科
学
分
野
が
物
理
学
に
還
元
可
能
だ
と
の
見

方
も
あ
っ
た
が
、
近
年
の
飛
躍
的
な
生
命
科
学
の
進
歩
か
ら
は
、
必
ず
し
も

そ
う
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
あ
る
と
す
る
。
著
者
の
指

摘
で
興
味
深
い
の
は
、
自
然
科
学
が
多
元
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
文
社
会
科
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中世の学問観と、現代の「文系・理系」   隠岐さや香『文系と理系はなぜ分かれたのか』（星海社、二〇一八年）によせて

学
と
の
差
も
縮
ま
る
、
つ
ま
り
、「
自
然
科
学
の
多
元
論
」
は
、「
文
系
・
理

系
を
ふ
く
め
、
バ
ラ
バ
ラ
の
諸
学
が
ゆ
る
く
つ
な
が
っ
て
一
つ
で
あ
る
」
と

す
る
「
科
学
の
（
ゆ
る
い
）
一
元
論
」
に
つ
な
が
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ

の
指
摘
は
、「
文
系
・
理
系
」
概
念
に
留
ま
ら
ず
、
諸
学
の
統
一
性
あ
る
い

は
独
立
性
を
今
後
議
論
す
る
上
で
鍵
と
な
る
部
分
だ
ろ
う
。
人
文
科
学
と
社

会
科
学
の
関
係
に
つ
い
て
も
、「
個
性
記
述
的
」
な
部
分
を
重
視
す
る
歴
史

学
の
よ
う
な
分
野
も
あ
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
抽
象
し
た
「
法
則
定
立
的
」
な
一

般
理
論
を
考
察
す
る
経
済
学
、
社
会
学
な
ど
様
々
な
程
度
が
あ
り
、
上
記
の

多
元
論
的
な
見
方
に
結
び
つ
く
こ
と
が
分
か
る
。
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
諸
学
の

関
係
性
は
そ
の
方
法
論
や
手
法
、
目
的
な
ど
視
点
に
よ
っ
て
一
元
的
で
あ
り
、

多
元
的
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
以
下
で
は
、
人
文
社
会
科
学
を
「
科

学
化
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
弊
害
が
論
じ
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、
生

物
学
的
議
論
を
人
間
社
会
の
行
動
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
社
会
生
物
学
な

ど
、
現
実
の
社
会
が
関
わ
る
分
野
で
は
、
か
の
悪
し
き
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の

人
種
衛
生
学
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
政
治
的
な
問
題
を
惹
起
す
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
こ
の
点
、
人
間
社
会
を
扱
う
以
上
、
学
術
的

論
争
と
政
治
的
論
争
の
境
界
が
不
明
瞭
に
な
る
の
は
や
む
を
得
な
い
し
、
だ

か
ら
こ
そ
論
争
が
必
要
だ
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
論
争
は
、
結
局
の
と
こ

ろ
、
人
間
は
何
ら
か
の
バ
イ
ア
ス
か
ら
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
起
因
し
て
い

る
わ
け
だ
が
、
む
し
ろ
そ
こ
に
様
々
な
分
野
が
存
在
す
る
本
当
の
意
義
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
、
と
全
体
を
ま
と
め
て
い
る
。

　

以
上
、
本
書
の
内
容
を
概
観
し
た
。
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
全
体
を

通
じ
て
非
常
に
フ
ラ
ッ
ト
な
論
調
が
貫
か
れ
て
い
る
。
何
ら
か
の
偏
り
（
博

士
卒
の
就
職
難
問
題
や
、「
儲
か
る
理
系
」
イ
メ
ー
ジ
な
ど
）
を
論
じ
る
際

に
も
、
あ
く
ま
で
統
計
デ
ー
タ
な
ど
か
ら
抽
出
さ
れ
る
客
観
的
事
実
を
提
示

し
、
そ
れ
に
対
す
る
解
釈
を
先
行
研
究
に
基
づ
き
な
が
ら
提
示
す
る
と
い
う

体
裁
が
一
貫
し
て
採
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
複
数
の
研
究
、
考
え
方
が
並

列
的
に
紹
介
さ
れ
、
読
者
自
身
に
考
察
を
促
す
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た

テ
ー
マ
か
ら
見
て
も
、
就
職
活
動
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
、
学
問
の
「
学
際
化
」

な
ど
、
近
年
関
心
が
集
ま
っ
て
い
る
テ
ー
マ
を
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
捉
え
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
は
、「
文
系
・
理
系
」
を
論
ず
る
た
め
の

最
良
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
客
観
性
を
重
視
し

た
が
ゆ
え
に
、
各
テ
ー
マ
に
お
け
る
著
者
自
身
の
主
張
が
あ
ま
り
見
え
て
こ

な
い
面
も
あ
る
。
無
論
、
客
観
性
と
著
者
の
主
観
性
は
ト
レ
ー
ド
オ
フ
の
関

係
に
あ
る
た
め
、
本
書
の
性
格
上
致
し
方
な
い
部
分
か
も
し
れ
な
い
が
、
例

え
ば
第
５
章
で
議
論
さ
れ
て
い
る
諸
学
の
還
元
性
の
問
題
な
ど
に
つ
い
て

は
、
文
理
両
分
野
に
関
わ
る
専
門
家
と
し
て
の
、
著
者
な
り
の
見
解
を
知
り

た
い
と
思
う
向
き
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
１
〜
２
章
の
歴
史
を
扱
う
部

分
で
は
、
著
者
自
身
も
述
べ
る
と
お
り
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
体
系
的
に
分
析

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
た
め
、
そ
れ
だ
け
で
も
重
要
な
価
値
を
持
つ
で
あ
ろ
う

こ
と
は
疑
い
が
な
い
も
の
の
、
学
問
の
「
近
代
化
」、
す
な
わ
ち
脱
宗
教
・

脱
世
俗
権
力
を
分
水
嶺
と
す
る
考
え
方
に
は
、
も
う
少
し
補
足
が
あ
っ
て
も

よ
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
中
世
の
学
問
体
系
と
の
断
絶
性
と
連
続

性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ま
た
、
啓
蒙
主
義
期
の
例
と
し
て
デ
ィ
ド
ロ
と
ダ
ラ

ン
ベ
ー
ル
に
よ
る
『
百
科
全
書
』
を
紹
介
し
て
い
る
が
、彼
ら
に
よ
る
「
記
憶
」

「
理
性
」「
想
像
力
」
と
い
う
視
点
か
ら
の
分
類
は
、
お
よ
そ
一
世
紀
半
前
の

フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
（Francis Bacon, 1561–1626

）
に
遡
る
考
え

方
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
文
系
・
理
系
」
の
成
立
を
時
系
列
順
に
整
理
し

て
い
く
な
か
で
、
そ
の
位
置
づ
け
が
若
干
浮
い
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思

え
る
。
ベ
ー
コ
ン
の
分
類
理
論
は
ス
コ
ラ
的
な
伝
統
か
ら
の
脱
却
の
メ
ル
ク
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マ
ー
ル
と
目
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
そ
の
延
長
線
上
で
理
解
す
る
か
、
あ
る

い
は
デ
ィ
ド
ロ
、
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
と
ベ
ー
コ
ン
の
思
想
の
違
い
に
言
及
す
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
点
も
踏
ま
え
、
以
下
で
は
「
近
代
化
」

以
前
の
学
問
分
類
に
つ
い
て
、
少
し
補
足
的
に
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。

大
学
成
立
以
前
の
学
問
分
類

　

一
二
世
紀
以
降
確
立
さ
れ
た
大
学
に
お
け
る
学
芸
学
部
の
分
類
は
本
書
の

冒
頭
で
す
で
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
が
、
無
論
、
そ
れ
以
前
の
時

代
に
も
知
識
の
分
類
理
論
は
存
在
し
て
い
た
。
中
世
の
学
問
観
を
扱
う
上
で

ま
ず
論
じ
て
お
く
べ
き
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
社
会
の
す
べ
て
が
神
を

頂
点
と
し
た
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
の
も
と
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
で
あ

る
。
学
問
の
分
類
に
際
し
て
も
、
そ
の
影
響
は
極
め
て
如
実
に
現
れ
て
い
る
。

ペ
ト
ル
ス
・
ダ
ミ
ア
ヌ
ス
（Petrus Dam

ianus, 1007-72

）
の
「
哲
学
は

神
学
の
婢philosophia ancilla theologiae
」
と
い
う
有
名
な
言
葉
に
示

さ
れ
る
よ
う
に
、
人
間
の
理
性
に
よ
っ
て
探
求
さ
れ
る
哲
学
と
、
信
仰
に
基

づ
く
神
学
と
の
関
係
性
は
、
中
世
の
学
問
観
を
根
底
か
ら
揺
り
動
か
す
重
大

な
係
争
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
は
、
古
く
は
二
世
紀
頃
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド

リ
ア
で
活
動
し
て
い
た
教
父
た
ち
に
ま
で
遡
る
。
か
れ
ら
は
そ
れ
ま
で
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
世
界
が
継
承
し
て
き
た
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
か
ら
見
れ
ば
異
教
的
な
古

代
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
学
問
的
知
識
に
対
し
て
い
か
に
接
す
る
べ
き
か
と
い
う

問
題
に
直
面
し
た
。
異
教
の
知
識
の
内
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
教
義
に
反
す
る

教
え
や
、
道
徳
的
に
看
過
し
が
た
い
内
容
も
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

世
俗
的
古
典
の
読
書
は
ど
こ
ま
で
許
容
さ
れ
る
の
か
（
あ
る
い
は
筆
写
さ
れ

る
べ
き
か
）
と
い
う
問
題
と
直
に
関
わ
る
こ
の
対
立
は
、
初
期
中
世
に
お
け

る
教
育
と
写
本
生
産
の
場
で
あ
っ
た
修
道
院
附
属
学
校
に
お
い
て
強
く
意
識

さ
れ
て
い
た
が
、
一
先
ず
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
な
解
釈
、
す
な
わ
ち
世

俗
的
知
識
も
聖
書
理
解
に
資
す
る
限
り
に
お
い
て
有
益
だ
と
し
て
、
世
俗
的

知
識
と
宗
教
的
知
識
と
の
あ
い
だ
に
明
確
な
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
措
定
す
る
見

方
（
換
言
す
れ
ば
、論
理
学
や
天
文
学
な
ど
個
々
の
学
問
は
そ
れ
自
体
を
〝
目

的
〟
と
し
て
探
求
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、あ
く
ま
で
聖
書
理
解
の
た
め
の
〝
道

具
〟
と
し
て
理
解
す
る
見
方
）
が
浸
透
し
た
こ
と
に
よ
り
、
一
旦
の
解
決
を

み
た
。
し
か
し
、
一
二
世
紀
以
降
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
席
巻
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
著
作
群
の
回
復
に
付
随
す
る
個
々
の
学
問
の
専
門
化
に
よ
っ
て
、
今
度

は
大
学
と
い
う
場
に
お
い
て
、
哲
学
（
部
）
と
神
学
（
部
）
の
対
立
が
惹
起

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
過
程
に
つ
い
て
、
四
つ
の
側
面

か
ら
見
て
い
こ
う
。

自
由
学
芸artes liberales

　

中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
、
本
来
的
に
は
相
異
な
り
な
が
ら
も
と
き
に
重
な

り
合
う
、
二
つ
の
主
要
な
分
類
概
念
が
存
在
し
た
。
ひ
と
つ
は
「
自
由
学
芸
」

artes liberales

で
あ
り
、
他
方
は
「
哲
学
」philosophia

で
あ
る
。
前
者

は
古
代
ギ
リ
シ
ア
のεγκυκλιος παιδεια

を
キ
ケ
ロ
が
ラ
テ
ン
語
訳
し
た
も

の
で
あ
り
（
の
ち
に
西
周
が
「
百
学
連
環
」
と
訳
す
言
葉
で
あ
る
）、
よ
り
上

位
の
哲
学
と
対
比
し
て
、
古
代
に
お
い
て
学
ぶ
べ
き
と
考
え
ら
れ
て
い
た
基

礎
教
養
科
目
の
分
類
を
指
し
て
い
た
。
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
科
目
を
措
定
す

る
か
は
人
物
ご
と
に
多
少
の
変
動
が
あ
る
が
、
中
世
に
通
ず
る
大
枠
を
据
え

た
の
は
、
ウ
ァ
ロ
（Varro, 116-27 B. C.

）
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る（

１
）。

か
れ

は
自
由
学
芸
を
、
文
法gram

m
atica

、
修
辞
学rhetorica

、
論
理
学
（
弁

証
法
）logica/dialectica

、
算
術arithm

etica

、
幾
何
学geom

etria

、

天
文
学astronom

ia

、
音
楽m

usica

、
医
学m

edicina

、
建
築
学
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architectonica

の
九
つ
に
区
分
し
た
。
そ
の
の
ち
、
後
世
に
絶
大
な
影

響
力
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
マ
ル
テ
ィ
ア
ヌ
ス
・
カ
ペ
ッ
ラ
（M

artianus 
Capella, 5c

）の『
フ
ィ
ロ
ロ
ギ
ア
と
メ
ル
ク
リ
ウ
ス
の
結
婚
』（
以
下『
結
婚
』）

に
お
い
て
、
こ
れ
ら
九
つ
の
学
問
う
ち
、
医
学
と
建
築
が
排
除
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
、
残
り
の
七
つ
の
学
芸
、
す
な
わ
ち
七
自
由
学
芸septem

 artes 
liberales

が
中
世
に
お
け
る
基
礎
教
養
科
目
と
し
て
確
定
付
け
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た（

２
）。

全
九
巻
か
ら
な
る
カ
ペ
ッ
ラ
の
『
結
婚
』
は
、ギ
リ
シ
ア
の
神
々

に
よ
っ
て
主
催
さ
れ
た
、
擬
人
化
さ
れ
た
フ
ィ
ロ
ロ
ギ
ア
（
愛
す
るphilo + 

言
葉
／
理
性logos

か
ら
。
好
学
の
精
神
と
も
訳
さ
れ
る
）
と
、
メ
ル
ク
リ

ウ
ス
（
古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
る
雄
弁
の
神
）
と
の
婚
姻
と
結
婚
を
描
い
た
寓

話
作
品
で
あ
る
。
フ
ィ
ロ
ロ
ギ
ア
は
結
婚
の
祝
儀
と
し
て
神
々
か
ら
七
人
の

侍
女
を
与
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
侍
女
た
ち
が
七
自
由
学
芸
の
擬
人
化
で
あ
り
、

各
々
が
自
己
紹
介
を
す
る
体
裁
の
も
と
、
各
学
芸
の
概
要
が
語
ら
れ
る（

３
）。

内

容
自
体
は
初
歩
的
で
あ
る
も
の
の
、
寓
話
形
式
の
分
か
り
や
す
さ
が
好
評
を

博
し
、
修
道
院
附
属
学
校
に
お
け
る
自
由
学
芸
の
教
育
用
テ
ク
ス
ト
と
し
て

非
常
に
広
く
利
用
さ
れ
た
。
こ
の
〝
七
つ
〟
の
学
芸
は
、
の
ち
に
聖
書
と
の

関
連
づ
け
に
よ
っ
て
強
化
・
教
化
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
学
ぶ
べ
き
教
養

と
し
て
の
認
識
が
広
く
浸
透
し
て
ゆ
く（

４
）。

な
お
〝
自
由liberales

〟
と
い
う

訳
語
を
キ
ケ
ロ
が
用
い
た
の
は
、
古
代
の
奴
隷
制
社
会
に
あ
っ
て
、
奴
隷
と

は
異
な
る
市
民
権
を
持
っ
た
自
由
人
が
学
ぶ
べ
き
教
養
と
い
う
意
味
に
お
い

て
で
あ
っ
た
が
、
中
世
で
は
、
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
連
に
お
い
て
、

「
魂
を
地
上
の
煩
わ
し
さ
か
ら
解
放
しliberat

、
ま
た
そ
れ
を
創
造
主
に
つ

い
て
の
理
解
の
た
め
に
準
備
さ
せ
る
こ
と
か
ら
、
自
由liberales

と
呼
ば
れ

る
の
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
た
り（

５
）、

あ
る
い
は
、「
文
法
学
は
、
言
う
ま
で
も
な

く
自
由
学
芸liberales litterae

の
端
緒
で
あ
り
基
礎
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

書
物liber

と
い
う
語
は
、
自
由līber

に
由
来
す
る
。
そ
れ
は
、
木
か
ら
剥

ぎ
取
ら
れ
たliberato

樹
皮
の
こ
と
で
あ
る
」と
し
て

（
６
） 

、
書
物liber

と
自
由

līber

を
関
連
付
け
る
な
ど
、
多
様
な
解
釈
が
存
在
し
た（

７
）。

　

こ
の
七
自
由
学
芸
は
、
言
語
規
則
を
扱
う
三
学
（
文
法
学
、
修
辞
学
、
弁

証
法
）
と
、
数
や
量
を
扱
う
四
科
（
算
術
、
幾
何
学
、
音
楽
、
天
文
学
）
と

に
分
け
ら
れ
、
一
般
に
前
者
は
ト
リ
ウ
ィ
ウ
ムtrivium

、
後
者
は
ク
ア
ド

リ
ウ
ィ
ウ
ムquadrivium

と
呼
ば
れ
て
い
た（

８
）。

一
見
、
現
代
の
文
系
・
理

系
の
区
別
に
似
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
隠

岐
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
現
代
に
お
け
る
分
類
を
諸
学
問
の
「
近
代
化
」
以

降
の
産
物
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
七
自
由
学
芸
の
分
類
は
そ
の
遙
か
以
前
の

話
で
あ
り
、
ク
ア
ド
リ
ウ
ィ
ウ
ム
に
属
す
る
〝
理
系
的
〟
学
問
群
も
、
た
だ

数
に
よ
っ
て
〝
の
み
〟
探
求
さ
れ
う
る
も
の
だ
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。

中
世
で
は
数
学
と
幾
何
学
は
ま
っ
た
く
別
の
学
問
領
域
と
考
え
ら
れ
て
お

り
、
代
数
幾
何
学
も
存
在
し
な
か
っ
た
時
代
に
お
い
て
、
自
然
現
象
を
す
べ

て
数
学
の
も
と
に
記
述
で
き
る
と
い
う
発
想
が
、
そ
も
そ
も
存
在
し
な
か
っ

た
（
第
１
章
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
発
想
が
生
ま
れ
る

の
は
一
七
世
紀
で
あ
る
）。
ま
た
、
算
術
や
幾
何
学
に
並
ん
で
、
音
楽
が
ク

ア
ド
リ
ウ
ィ
ウ
ム
に
分
類
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
奇
妙
に
思
う
向
き
も
あ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
音
楽m

usica

が
当
時
は
音
階
、
す
な
わ
ち
比
例

数
を
扱
う
学
問
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

　

七
自
由
学
芸
に
お
け
る
ト
リ
ウ
ィ
ウ
ム
と
ク
ア
ド
リ
ウ
ィ
ウ
ム
の
峻
別
が

い
つ
頃
か
ら
生
じ
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
六
世
紀
の

カ
ッ
シ
オ
ド
ル
ス
（Cassiodorus, ca. 485–ca. 585

）
や
ボ
エ
テ
ィ
ウ

ス
（Boethius, ca. 477–524

）
は
、
ク
ア
ド
リ
ウ
ィ
ウ
ム
を
共
通
す
る

特
性
を
有
す
る
一
群
の
学
問
と
考
え
て
い
た
。
カ
ッ
シ
オ
ド
ル
ス
は
こ
れ
を
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m
athem

atica

あ
る
い
はdctorinalis

と
呼
び
、「
抽
象
的
な
量
を
考
察
す

る
知
識
」
と
定
義
し
て
い
る（

９
）。

抽
象
的
な
量
と
は
、
数
や
線
な
ど
、
理
性
が

直
接
捉
え
る
こ
と
の
で
き
る
対
象
の
こ
と
で
あ
る
。
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
さ
ら

に
踏
み
込
み
、『
算
術
論
』D

e arithm
etica

に
お
い
て
、
数
そ
の
も
の
を
扱

う
の
が
算
術
、
相
対
的
な
数
を
扱
う
の
が
音
楽
、
制
止
し
て
い
る
大
き
さ
を

扱
う
の
が
幾
何
学
、
運
動
し
て
い
る
大
き
さ
を
扱
う
の
が
天
文
学
と
述
べ
、

各
前
者
は
各
後
者
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
、
四
科
間
の
秩
序
関
係
を
説
い

た）
（1
（

。
つ
ま
り
、
ク
ア
ド
リ
ウ
ィ
ウ
ム
の
分
類
の
視
点
は
、
連
続
量
（
大
き
さ

な
い
し
は
広
が
りm

agnitudo
に
関
わ
り
、
静
的
対
象
は
幾
何
学
、
動
的

対
象
は
天
文
学
が
扱
う
）
と
不
連
続
量
（
多
さm

ultitudo

に
関
わ
り
、
数

そ
れ
自
体
は
算
術
、
数
の
関
係
性
は
音
楽
が
扱
う
）
に
置
か
れ
て
い
る
。

　

一
方
で
両
者
と
も
、
少
な
く
と
も
テ
ク
ス
ト
上
で
は
、
文
法
学
、
修
辞

学
、
弁
証
法
を
、
何
ら
か
の
特
性
を
共
有
す
る
一
群
と
し
て
明
確
に
位
置
づ

け
て
い
な
い
。
言
語
規
則
を
扱
う
三
学
と
、
数
や
量
を
扱
う
四
科
と
い
う
対

照
的
な
構
図
が
現
れ
は
じ
め
る
の
は
、
九
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
に
か
け
て
流

行
し
た
、
カ
ペ
ッ
ラ
の
『
結
婚
』
の
註
解
に
お
い
て
で
あ
る
。『
結
婚
』
の

原
典
で
は
学
芸
の
分
類
に
つ
い
て
は
と
く
に
語
ら
れ
て
い
な
い
が）

（（
（

 
、
ヨ
ハ

ネ
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
・
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
（Johannes Scottus Eriugena, ca. 

800–ca. 877

）
や
オ
セ
ー
ル
の
レ
ミ
ギ
ウ
ス
（Rem

igius of Auxerre, 
ca. 841–908

）
と
い
っ
た
九
世
紀
の
知
識
人
た
ち
は
、
フ
ィ
ロ
ロ
ギ
ア
と

メ
ル
ク
リ
ウ
ス
の
結
婚
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
理
性ratio

あ
る
い
は
知

恵sapientia

と
、
言
葉serm

o

あ
る
い
は
雄
弁facundia serm

onis/
eloquentia

の
統
合
を
描
い
て
い
る
と
解
し）

（1
（

、
抽
象
的
な
思
考
を
な
す
理
性

な
い
し
は
知
性
に
存
立
す
る
四
科
と
対
比
し
て
、
文
法
学
、
修
辞
学
、
弁
証

法
を
言
葉serm

o

を
扱
う
学
芸
と
し
て
峻
別
し
た）

（1
（

。
ク
ア
ド
リ
ウ
ィ
ウ
ム
と

は
異
な
り
、
ト
リ
ウ
ィ
ウ
ム
の
分
類
の
視
点
は
時
代
や
人
物
に
よ
っ
て
異
動

が
見
ら
れ
る
。
一
般
的
に
は
、
文
法
学
は
正
し
く
話
し
書
く
た
め
の
規
則
で

あ
り
、
ま
た
詩
人
や
歴
史
家
の
書
き
物
を
解
釈
す
る
た
め
の
知
識
と
さ
れ
る

が
、
後
者
は
修
辞
学
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
（
現
代
で
言
う
文
学
研
究

に
近
い
内
容
を
含
意
し
て
い
る
）。
一
方
で
、
修
辞
学
は
お
も
に
公
的
場
に

お
け
る
弁
論
の
技
術
を
指
し
て
い
た
が
、
論
証
を
扱
う
と
い
う
点
に
お
い
て

は
、
物
事
の
真
偽
判
断
を
扱
う
弁
証
法
（
論
理
学
）
と
も
多
分
に
共
有
す
る

部
分
が
あ
る）

（1
（

。
た
だ
、
い
ず
れ
も
言
語
規
則
を
扱
う
と
い
う
点
に
お
い
て
は

共
通
し
て
お
り
、
ト
リ
ウ
ィ
ウ
ム
と
ク
ア
ド
リ
ウ
ィ
ウ
ム
の
分
類
は
中
世
を

通
じ
て
一
般
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
。

機
械
学
芸artes m

echanicae

　

自
由
学
芸
と
の
対
比
に
お
い
て
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
機
械
学
芸

artes m
echanicae

と
呼
ば
れ
た
諸
学
芸
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
中
世
に
お

け
る
学
問
の
〝
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
〟
の
存
在
を
示
す
例
で
も
あ
る）

（1
（

。
前
近
代
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
に
通
底
す
る
観
念
と
し
て
、—

究
極
的
に
は
か
つ
て
の
奴

隷
制
社
会
に
起
因
す
る
考
え
方
だ
が—

手
作
業
を
伴
う
学
芸
（
例
え
ば
、
農

耕
術
や
建
築
術
な
ど
）
は
、
精
神
に
よ
っ
て
探
求
さ
れ
る
自
由
学
芸
や
哲
学

に
比
し
て
、
一
段
劣
っ
た
知
識
と
見
做
さ
れ
て
い
た）

（1
（

。
本
書
で
も
、
工
学
系

の
学
部
形
成
が
遅
れ
た
理
由
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
通
り
で
あ
る
。

カ
ペ
ッ
ラ
が
『
結
婚
』
に
お
い
て
建
築
学
と
医
学
を
自
由
学
芸
か
ら
排
除
し

た
理
由
は
、
そ
れ
ら
二
つ
の
学
芸
が
「
死
す
べ
き
事
柄m

ortalis res

を
慮

り
、
そ
の
技
術
は
俗
世
の
物
事
に
関
わ
る
」
か
ら
で
あ
っ
た）

（1
（

。
こ
の
観
念
は
、

肉
体
よ
り
も
魂
、
あ
る
い
は
活
動
的
生
活
よ
り
観
想
的
生
活
を
上
位
に
据
え

る
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
の
浸
透
と
相
ま
っ
て
、
一
段
と
強
化
さ
れ
た
面
が
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あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る）

（1
（

。
だ
が
、
機
械
学
芸
に
属
す

る
知
識
も
人
間
の
生
活
に
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
修
道

院
世
界
に
お
い
て
は
労
働
も
ひ
と
つ
の
美
徳
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
に
、

初
期
中
世
に
限
っ
て
み
て
も
、
必
ず
し
も
常
に
低
い
評
価
が
与
え
ら
れ
た
訳

で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
学
問
観
を
示
す
史
料
と
し
て
、
七
世
紀
末
か
ら
八

世
紀
の
初
頭
頃
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
、
ク
イ

ム
ナ
ム
ス
と
い
う
人
物
に
宛
て
た
逸
名
註
釈
家
に
よ
る
ラ
テ
ン
語
の
文
法
書

は
、
特
筆
さ
れ
て
も
よ
い
だ
ろ
う）

（1
（

。
こ
の
著
作
の
冒
頭
で
は
学
芸
の
起
源
や

そ
の
分
類
、
文
法
学
の
重
要
性
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
学
芸ars

は
三
つ
の
類genera
に
分
け
ら
れ
る）

11
（

。

　

① 

魂
に
関
わ
る
学
芸ars anim

i

：

　
　

 

哲
学
、
法
学
、
修
辞
学
、
文
法
学
、
占
星
術
、
音
楽
、
詩
学
。

　

② 

身
体
に
関
わ
る
学
芸ars corporis

：

　
　

 

運
搬
術
、
競
争
術
、
跳
躍
術
、
投
擲
術
。

　

③ 

魂
と
身
体
の
両
方
に
関
わ
る
学
芸ars anim

i et corporis
：

　
　

 

航
海
術
、
商
術
、
建
築
術
、
農
耕
術
、
格
闘
術
。

こ
の
区
分
論
に
お
け
る
分
類
の
視
点
は
、
各
知
識
の
目
的
や
対
象
、
手
法
な

ど
で
は
な
く
、
身
体
と
魂
と
の
関
わ
り
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
見
て
の

通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
逸
名
注
釈
者
は
三
つ
の
類
に
優
劣
を
つ
け
て

い
る
訳
で
は
な
い
。
か
れ
の
学
問
観
で
は
、
魂
に
関
わ
る
学
芸
で
あ
れ
、
身

体
に
関
わ
る
学
芸
で
あ
れ
、
す
べ
て
の
学
芸
や
言
語
、
知
識
は
人
類
の
始

祖
た
る
ア
ダ
ム
に
お
い
て
、
分
か
た
れ
ずindivissibiliter

、
根
源
的
に

originaliter

、
そ
し
て
す
べ
て
の
学
芸
の
原
因
と
し
てcausaliter

備
わ
っ
て

お
り
、
ア
ダ
ム
の
子
孫
た
ち
が
各
学
芸
を
そ
れ
ぞ
れ
形
作
っ
て
い
っ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
る）

1（
（

。
そ
こ
に
魂
と
身
体
の
優
劣
関
係
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
。

　

似
た
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
、
機
械
学
芸
を
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
グ
ル
ー

プ
と
し
て
初
め
て
提
示
し
た
の
は
、
先
に
も
見
た
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
（
と
そ
れ
を

継
承
し
た
レ
ミ
ギ
ウ
ス
）
に
よ
る
『
結
婚
』
の
註
解
で
あ
る
。『
結
婚
』
の

第
二
巻
末
に
お
い
て
、
フ
ィ
ロ
ロ
ギ
ア
の
母
で
あ
る
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
は
、
メ

ル
ク
リ
ウ
ス
の
差
し
出
す
七
人
の
侍
女
、
す
な
わ
ち
七
自
由
学
芸
の
返
礼
と

し
て
、
フ
ィ
ロ
ロ
ギ
ア
も
メ
ル
ク
リ
ウ
ス
に
贈
り
物dos

を
与
え
る
よ
う
求

め
て
い
る
が
、
こ
の
贈
り
物
に
つ
い
て
は
そ
の
後
作
中
で
い
っ
さ
い
触
れ
ら

れ
る
こ
と
は
な
く
物
語
は
終
わ
る）

11
（

。
そ
こ
で
、
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
ら
中
世
の
註
釈

者
た
ち
は
、
こ
の
贈
り
物
の
こ
と
を
、
自
由
学
芸
の
対
と
な
る
機
械
学
芸
を

示
し
て
い
る
と
解
釈
し
た
の
で
あ
る）

11
（

。
か
れ
は
、
自
由
学
芸
を
「
魂
の
内
で

自
然
と
理
解
さ
れ
る
学
芸
」
と
し
、
機
械
学
芸
は
「
何
ら
か
の
模
倣
や
人
間

の
工
夫
に
よ
る
学
芸
」
と
定
義
し
て
い
る）

11
（

。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
人
間
の
魂

に
備
わ
っ
て
い
る
内
的
な
知
識
（
た
だ
し
原
罪
に
よ
っ
て
不
完
全
な
状
態
に

あ
る
）、
後
者
は
自
然
に
対
す
る
人
間
の
外
的
な
関
与
の
産
物
で
あ
り
、
後

天
的
に
獲
得
さ
れ
た
知
識
と
い
う
視
点
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、

両
者
に
優
劣
関
係
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
く
、
あ
く
ま
で
並
列
的
に
語
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る）

11
（

。
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
ら
は
機
械
学
芸
の
内
容
に
つ
い
て
は
論
じ

て
い
な
い
が）

11
（

、
彼
ら
の
思
想
は
一
二
世
紀
の
サ
ン
＝
ヴ
ィ
ク
ト
ル
の
フ
ー
ゴ

（H
ugo of St. Victor, 1986–1141

）
に
継
承
さ
れ
、
機
械
学
芸
の
復
権
の

布
石
と
な
っ
て
い
く）

11
（

。

哲
学philosophia

　

次
に
、
哲
学philosophia

の
分
類
に
つ
い
て
み
て
ゆ
こ
う
。
哲
学
と
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は
、
自
由
学
芸
と
の
対
比
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
を
学
ん
だ
あ
と
に
探
求
さ

れ
る
べ
き
よ
り
専
門
的
な
知
識
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
が
、
広
義
で
は

自
由
学
芸
お
よ
び
神
的
な
学
問
を
も
包
括
し
う
る
知
の
総
体
と
い
う
意
味
合

い
で
も
用
い
ら
れ
た
概
念
で
あ
る）

11
（

。
中
世
を
通
じ
て
広
く
読
ま
れ
た
イ
シ
ド

ル
ス
（Isidorus, ca. 560–636

）
の
百
科
全
書
的
著
作
で
あ
る
『
語
源
考
』

を
引
け
ば
、
哲
学
と
は
「
善
く
生
き
る
こ
と
に
関
わ
る
、
人
間
的
お
よ
び
神

的
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
の
知
識
」
あ
る
い
は
「
人
間
に
可
能
な
限
り
の
蓋
然

的
な
知
識
」
で
あ
り）

11
（

、
九
世
紀
の
ク
レ
メ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
（Clem

ens 
Scottus, fl. ca. 814–826

）
に
言
わ
せ
れ
ば
、「
神
の
恩
寵
に
刺
激
さ
れ
て

知
恵
を
学
ぼ
う
と
欲
す
る
者
は
み
な
、
哲
学
と
は
何
た
る
か
を
知
ら
ね
ば
な

ら
な
い
が
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
学
芸
と
学
問
の
泉
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
徳
の

教
師
」
で
あ
っ
た）

11
（

。
前
述
の
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
や
レ
ミ
ギ
ウ
ス
は
、「
哲
学
を
通
じ

て
で
な
け
れ
ば
、
何
人
た
り
と
も
天
国
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
も
述

べ
て
い
る
よ
う
に）

1（
（

、
一
二
世
紀
以
降
顕
著
と
な
る
哲
学
（
＝
理
性
に
基
づ
く

学
問
領
域
）
と
神
学
（
＝
信
仰
に
基
づ
く
学
問
領
域
）
の
関
係
性
を
め
ぐ
る

大
論
争
は
、
初
期
中
世

に
お
い
て
は
未
だ
表
面

化
し
て
お
ら
ず
、
神
に

関
わ
る
知
識
も
哲
学
に

包
括
さ
れ
る
と
の
見
方

が
強
か
っ
た）

11
（

。

　

七
自
由
学
芸
と
は
異

な
り
、
哲
学
に
は
多
様

な
分
類
理
論
が
存
在
し

た
が
、
現
代
の
そ
れ

と
は
根
本
的
に
異
な
る
二
つ
の
主
要
な
「
型
」
が
普
及
し
て
い
た）

11
（

。
ひ
と

つ
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
由
来
す
る
と
当
時
考
え
ら
れ
て
い
た
分
類
方
法
で
あ

る
【
図
１
】。
こ
の
理
論
は
、
厳
密
に
は
プ
ラ
ト
ン
に
よ
る
も
の
で
は
な
い

が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
な
ど
特
段
の
影
響
力
を
持
つ
人
物
が
プ
ラ
ト
ン
に

帰
し
た
こ
と
に
よ
り
、
中
世
で
は
プ
ラ
ト
ン
的
な
区
分
法
と
し
て
認
知
さ

れ
て
い
た）

11
（

。
こ
こ
で
は
、
哲
学
は
自
然
学physica

、
倫
理
学ethica

、
論

理
学logica

（
な
い
し
は
言
語
に
関
わ
る
学
問
）
の
三
部
門
に
分
け
ら
れ

る
。
自
然
学
は
こ
の
世
の
自
然
現
象
を
探
求
す
る
学
問
（
現
代
の
「
物
理
学

physics

」
と
は
異
な
る
）
で
あ
り
、
四
大
枢
要
徳
を
下
属
さ
せ
る
倫
理
学
は

善
く
生
き
る
た
め
の
生
活
の
秩
序
を
扱
い
、
論
理
学
は
、
狭
義
で
は
三
段
論

法
の
よ
う
な
物
事
の
真
偽
を
判
断
す
る
推
論
の
技
術
で
あ
る
が
、
広
義
で
は

言
葉
を
扱
う
学
問
（
＝
ト
リ
ウ
ィ
ウ
ム
）
を
包
括
す
る）

11
（

。
こ
こ
で
は
、
自
然

を
扱
う
学
問
と
、
人
間
の
道
徳
に
関
わ
る
学
問
を
分
け
る
発
想
が
す
で
に
見

て
取
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
三
分
法
に
お
い
て
と
り
わ
け
興
味
深
い
の
は
、
キ

リ
ス
ト
教
と
の
関
連
に
お
い
て
、
論
理
学
の
位
置
づ
け
が
変
動
し
た
こ
と
で

あ
る
。
古
代
ロ
ー
マ
の
ス
ト
ア
派
や
キ
ケ
ロ
は
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
言
語
規

則
や
推
論
を
扱
う
学
問
と
見
做
し
て
い
た
が
、
二
〜
五
世
紀
頃
に
活
躍
し
た

キ
リ
ス
ト
教
教
父
た
ち
は
、
し
ば
し
ば
論
理
学logica

を
神
的
な
学
問
、
す

な
わ
ち
神
学theologia

に
置
き
換
え
る
こ
と
が
あ
っ
た）

11
（

。
三
世
紀
に
ア
レ

ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
活
躍
し
た
教
父
の
一
人
で
あ
る
オ
リ
ゲ
ネ
ス
（O

rigenes, 
ca. 185–ca. 254

）
の
よ
う
に
、
三
つ
の
学
問
に
加
え
、
観
想
学
（
＝
神
学
）

ἐποπτική/inspectiva

を
別
途
措
定
す
る
場
合
も
あ
れ
ば）

11
（

、
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス

（H
ieronym

us, ca. 347–420

）
の
よ
う
に
、「
わ
れ
わ
れ
〔
キ
リ
ス
ト
教
徒
〕

は
神
学θεολογιχή

を
論
理
学
に
あ
て
が
っ
て
い
る
」
と
述
べ
、
両
学
問
を

結
び
つ
け
て
論
じ
て
い
る
例
も
あ
る）

11
（

。
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
発
想
に
至
っ

【図１】プラトン的区分法（評者作成）
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中世の学問観と、現代の「文系・理系」   隠岐さや香『文系と理系はなぜ分かれたのか』（星海社、二〇一八年）によせて

た
の
か
、
先
行
研
究
に
お
い
て
も
正
確

に
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
あ

る
意
味
で
は
プ
ラ
ト
ン
的
な
区
分
法
に

神
的
学
問
の
位
置
づ
け
を
見
出
そ
う
と

し
た
一
つ
の
結
果
な
の
か
も
し
れ
な

い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
三
分
法
自

体
は
イ
シ
ド
ル
ス
や
ア
ル
ク
ィ
ン
、
ラ

バ
ヌ
ス
・
マ
ウ
ル
ス
ら
が
取
り
上
げ
た

こ
と
に
よ
っ
て
も
広
く
知
ら
れ
る
と
こ

ろ
と
な
り
、
一
三
世
紀
近
く
ま
で
影
響

力
を
も
っ
た
。

　

も
う
一
方
の
主
要
な
「
型
」
は
、
ア　

リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
由
来
す
る
分
類
理
論

で
あ
る
【
図
２
】。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
哲
学
を
理
論
学theoretica

と

実
践
学practica

の
二
つ
に
分
け
、
前
者
は
必
然
的
な
真
理
の
認
識
を
目
的

と
し
、
後
者
は
人
間
の
欲
求
や
意
志
に
基
づ
く
非
必
然
的
な
行
為
を
探
求
す

る
と
い
う
点
か
ら
分
類
を
行
っ
て
い
る
。
前
者
に
属
す
る
三
つ
の
領
域
は
、

質
料
か
ら
の
抽
象
の
程
度
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
て
い
る
。
自
然
学physica

と
数
学m

atham
atica

は
質
料
に
依
存
す
る
対
象
を
扱
う
と
い
う
点
に
つ

い
て
は
共
通
し
て
い
る
が
、
前
者
は
、
例
え
ば
「
人
間
」
な
ど
、
現
実
の
事

物
と
し
て
も
概
念
上
で
も
質
料
に
依
存
す
る
対
象
を
扱
う
一
方
で
、
後
者

は
「
数
や
線
」
と
い
っ
た
よ
う
な
、
概
念
上
で
は
質
料
か
ら
抽
象
し
て
捉
え

る
こ
と
の
出
来
る
対
象
に
関
わ
る
と
い
う
点
で
差
別
化
さ
れ
て
い
る
。
神

学theologia

で
は
質
料
に
依
存
せ
ず
形
相
の
み
で
存
立
可
能
な
霊
的
な
事

物
や
神
そ
の
も
の
が
考
察
さ
れ
る）

11
（

。
他
方
、
実
践
学
に
お
い
て
は
、
人
間
の

行
為
に
お
い
て
な
さ
れ
る
べ
き
善
が
探
求
さ
れ
る
が
、
そ
の
対
象
と
す
る
範

囲
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
て
お
り
、
倫
理
学ethica

は
一
個
人
の
、
家
政
学

oeconom
ia

で
は
家
庭
内
の
、
政
治
学politica

で
は
大
衆
の
善
が
扱
わ
れ

る
。
理
論
学
と
実
践
学
の
二
分
は
、
本
書
の
第
１
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
に
よ
る
「
法
則
定
立
的
」
な
学
と
、「
個
性
記
述
的
」

な
学
の
区
別
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
は
、

文
法
学
や
修
辞
学
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
重
視
し
て
お
ら
ず
、
論
理
学
に
つ
い

て
は
他
の
学
問
を
下
支
え
す
る
「
道
具organon

」
と
考
え
て
お
り
、
哲
学

の
分
類
に
は
組
み
込
ん
で
い
な
い）

11
（

。

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
ロ
ー
マ

帝
国
の
崩
壊
に
よ
る
混
乱
と
と
も
に
か
れ
の
著
作
の
大
部
分
が
失
わ
れ
た
結

果
、
中
世
に
お
い
て
は
そ
の
分
類
の
枠
組
み
だ
け
が
希
釈
さ
れ
た
状
態
で
辛

う
じ
て
継
承
さ
れ
た
に
過
ぎ
ず
、
個
々
の
学
問
の
内
実
に
つ
い
て
も
、
辞
書

的
な
定
義
し
か
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
（
前
記
の
図
も
希
釈
、
改
変
さ
れ
た

〝
中
世
版
〟
で
あ
る）

1（
（

） 

。
そ
の
よ
う
な
知
的
状
況
に
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒

た
ち
は
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
定
義
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な

く
、
自
身
ら
の
目
的
に
沿
う
よ
う
な
独
自
の
理
論
を
築
き
上
げ
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。
一
二
世
紀
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
原
典
が
回
復
さ
れ
る
ま
で
は
、

カ
ッ
シ
オ
ド
ル
ス
（
お
よ
び
そ
れ
を
継
承
し
た
イ
シ
ド
ル
ス
）
に
よ
る
編
集

版
が
も
っ
と
も
頻
繁
に
参
照
さ
れ
て
い
た
が
、
か
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的

区
分
法
を
「
キ
リ
ス
ト
教
化
」
し
て
提
示
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
特
筆
さ

れ
る
べ
き
人
物
で
あ
る
。
理
論
学
に
対
し
て
、
か
れ
は
観
想
学inspectiva

と
い
う
ラ
テ
ン
語
訳
を
対
応
さ
せ
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
観
想

学
と
言
わ
れ
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
見
ら
れ
う
る
事
柄
を
越
え
て
、
神
的
な

事
柄
や
天
上
的
な
事
柄
に
つ
い
て
何
ら
か
の
こ
と
を
観
照
し
、
そ
う
し
た
も

【図２】アリストテレス的区分法（評者作成）
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の
は
物
体
的
な
視
野
を
越
え
て
い
る
た
め
、
た
だ
精
神
だ
け
に
よ
っ
て
の
み

そ
れ
ら
を
直
視
す
る
か
ら
で
あ
る）

11
（

」。
こ
の
文
言
は
、
先
に
言
及
し
た
オ
リ

ゲ
ネ
ス
の
『
雅
歌
註
解
』
に
お
け
る
、
観
想
学
（
＝
神
学
）
の
定
義
そ
の
も

の
で
あ
る）

11
（

。
さ
ら
に
、
倫
理
学
や
自
然
学
の
定
義
も
オ
リ
ゲ
ネ
ス
か
ら
拝
借

し
て
お
り
、
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
カ
ッ
シ
オ
ド
ル
ス
は
オ
リ
ゲ
ネ
ス
に
よ
る
各

学
問
の
定
義
を
、そ
の
ま
ま
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
区
分
法
の
説
明
に
転
用
（
あ

る
い
は
同
一
視
）
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
改
変
は
学
問
間
の
類
種
関

係
を
壊
し
て
い
る
た
め
、
内
容
的
に
は
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い
る
も
の
の）

11
（

、
そ

の
分
類
理
論
の
本
質
が
伝
わ
ら
な
か
っ
た
初
期
中
世
に
お
い
て
問
題
と
な
る

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く）

11
（

 

、
今
度
は
カ
ッ
シ
オ
ド
ル
ス
や
イ
シ
ド
ル
ス
と
い
う

権
威
を
纏
っ
て
、
広
範
な
影
響
力
を
持
ち
続
け
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
こ
れ
ら
哲
学
の
分
類
体
系
は
、
現
代
の
大
学
の
学
芸
学
部
の
よ
う

に
、
実
際
の
教
育
制
度
と
必
ず
し
も
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
り

わ
け
初
期
中
世
に
お
い
て
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
区
分
に
見
ら
れ
る
学

問
は
、
そ
の
内
容
を
教
え
る
か
れ
の
著
作
が
失
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て

形
骸
化
し
て
い
た
こ
と
に
は
注
意
を
要
す
る
。

諸
学
の
一
体
性

　

こ
こ
ま
で
、
自
由
学
芸
と
二
つ
の
哲
学
の
分
類
理
論
を
概
観
し
て
き
た
が
、

こ
れ
ら
の
区
分
は
相
互
に
排
他
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
初
期
中
世
に
お

い
て
は
、
別
々
の
起
源
を
持
つ
複
数
の
体
系
の
関
連
性
に
つ
い
て
深
く
考
察

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
一
二
世
紀
初
頭
に
な
る
と
、
こ
れ
ら
は
む
し

ろ
一
つ
の
体
系
と
し
て
調
和
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
、
一
部

の
知
識
人
の
あ
い
だ
で
顕
著
に
現
れ
始
め
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
先
に
も
述

べ
た
と
お
り
、
一
二
〜
一
三
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
席
巻
し
た
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
著
作
の
回
復
が
あ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
代
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会

全
体
の
大
き
な
変
革
期
で
も
あ
り
、
農
作
技
術
の
改
良
に
よ
る
生
産
物
の
増

加
に
比
例
し
て
人
口
も
飛
躍
的
に
増
大
し
、
多
く
の
余
剰
労
働
力
を
生
み
出

し
た
。
か
れ
ら
の
一
部
は
商
人
と
な
り
、
中
世
都
市
の
形
成
と
発
展
に
役
割

を
果
た
す
一
方
で
、
知
識
を
求
め
て
各
地
を
旅
す
る
「
遍
歴
学
生
」
と
呼
ば

れ
る
人
々
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
（
そ
の
集
団
が
大
学
の
雛
形
と
な
る）

11
（

）。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
は
分
野
ご
と
に
い
く
つ
か
の
段
階
を
追
っ
て
翻
訳

さ
れ
た
が
、
ま
ず
論
理
学
関
係
の
著
作
が
一
二
世
紀
前
半
に
ラ
テ
ン
語
で
読

め
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
と
り
わ
け
パ
リ
を
中
心
と
し
て
多
く
の
学
派
が

形
成
さ
れ
、
多
数
の
学
生
を
巻
き
込
ん
で
い
っ
た
。
端
的
に
言
え
ば
、
一
二

世
紀
に
至
り
、
急
速
に
学
問
の
専
門

化
が
進
行
し
た
の
で
あ
る
。
特
定

の
学
問
の
専
門
化
（
一
二
世
紀
初

頭
で
は
論
理
学
、
一
三
世
紀
に
は

自
然
学
と
神
学
）
は
、
他
方
で
一

部
の
知
識
の
み
を
学
び
、
専
門
外

の
教
養
（
自
由
学
芸
）
を
蔑
ろ
に

す
る
傾
向
も
同
時
に
生
み
出
し
た
。

ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
の
ジ
ョ
ン
（John 

of Salisbury, ca. 1100–1180

）

が
辛
辣
に
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、

当
時
の
社
会
に
は
、
論
理
学
だ
け

を
学
び
、
金
儲
け
の
こ
と
し
か
考

え
て
い
な
い
教
師
が
蔓
延
っ
て
い

た）
11
（

。
こ
の
よ
う
な
論
理
学
一
強
の

【図３】コンシュのウィリアムによる分類（評者作成）
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中世の学問観と、現代の「文系・理系」   隠岐さや香『文系と理系はなぜ分かれたのか』（星海社、二〇一八年）によせて

時
代
潮
流
に
対
し
て
、
個
々
の
学
問
の
協
調
性
を
主
張
し
、
伝
統
的
な
自
由

学
芸
教
育
を
重
ん
じ
た
知
識
人
の
一
人
で
あ
る
コ
ン
シ
ュ
の
ウ
ィ
リ
ア
ム

（W
illiam

 of Conches, ca. 1090–1155

）
は
、
従
来
の
様
々
な
分
類
法
を

統
合
し
た
新
た
な
学
問
体
系
を
提
示
し
た
【
図
３）

11
（

】。
か
れ
は
主
著
『
宇
宙

の
哲
学
』Philosophia m

undi

の
冒
頭
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
キ

ケ
ロ
が
弁
論
術
書
の
序
文
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
知
恵sapientia

な
き

雄
弁eloquentia

は
有
害
で
あ
り
、
ま
た
雄
弁
を
欠
い
た
知
恵
は
、
ほ
と
ん

ど
役
に
立
つ
も
の
で
は
な
く
、
知
恵
は
雄
弁
を
と
も
な
っ
て
最
大
限
の
有
用

性
を
発
揮
す
る
以
上
、
有
益
で
害
を
な
さ
な
い
知
恵
を
顧
み
る
こ
と
な
く
、

有
害
で
益
を
も
た
ら
さ
な
い
雄
弁
に
頼
る
者
は
誤
り
を
免
れ
な
い
。
そ
の
よ

う
な
振
る
舞
い
は
、（
中
略
）
雄
弁
の
神
メ
ル
ク
リ
ウ
ス
と
フ
ィ
ロ
ロ
ギ
ア

と
の
あ
い
だ
の
結
婚
を
解
消
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る）

11
（

」 

。
こ
こ
で
語
ら
れ

て
い
る
の
は
、
事
物
を
認
識
す
る
た
め
の
ク
ア
ド
リ
ウ
ィ
ウ
ム
を
含
む
知
恵

と
、
言
葉
を
正
し
く
理
解
し
、
美
し
く
飾
る
雄
弁
と
の
調
和
を
原
則
と
す
る

か
れ
の
教
育
理
念
で
あ
る）

11
（

。
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
分
類
理
論
に
は
新
た
な
学
問
領

域
が
追
加
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、「
知
識scientia

」
を
最
上
位
の

類
と
し
て
措
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
由
学
芸
と
哲
学
の
両
方
を
一
つ
の
体

系
内
に
纏
め
上
げ
、『
結
婚
』
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
を
も
っ
て
諸
学
の
一
体
性
を

説
い
て
い
る
。
分
類
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
や
レ
ミ
ギ
ウ
ス
に

お
け
る
知
恵
と
雄
弁
の
概
念
を
拡
張
し
、
前
者
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
哲

学
分
類
を
組
み
込
ん
だ
と
言
え
よ
う）

1（
（

。
メ
ル
ク
リ
ウ
ス
と
フ
ィ
ロ
ロ
ギ
ア
の

結
婚
を
両
分
野
の
調
和
の
象
徴
と
見
做
し
、
そ
の
一
体
性
を
主
張
す
る
論
調

は
一
二
世
紀
前
半
に
よ
く
見
ら
れ
る
が）

11
（

、
そ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、
そ
れ
ほ
ど

自
由
学
芸
の
教
育
が
崩
壊
し
て
い
た
証
左
で
も
あ
る
。
実
際
、
一
三
世
紀
を

通
じ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
は
個
々
の
学
問
の
専
門
化
が
急
激
に
進
み
、
後

世
に
お
け
る
学
問
の
枠
組
み
を
形
作
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

以
上
、四
つ
の
側
面
か
ら
中
世
の
学
問
分
類
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
神
（
な

い
し
は
聖
書
）
を
頂
点
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
か
ら
の
離
脱
を
契
機

と
し
て
、
現
代
に
通
ず
る
「
近
代
化
」
さ
れ
た
学
問
の
編
成
に
つ
な
が
っ
て

い
く
と
い
う
本
書
で
の
見
取
り
図
は
、
非
常
に
分
か
り
や
す
く
、
適
切
な
整

理
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
古
代
〜
中
世
に
は
確
固
と
し
た
学
問
の
分
類
体
系
が

無
く
、
曖
昧
模
糊
と
し
て
存
在
し
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
が
、「
近
代
化
」

の
過
程
を
経
て
体
系
化
し
て
い
く
と
い
う
見
方
を
し
て
し
ま
う
と
、
歴
史
を

つ
か
み
損
ね
る
こ
と
に
な
る
。
中
世
の
学
問
体
系
で
は
、
た
し
か
に
神
を
頂

点
と
す
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
前
提
と
し
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
に
お
い
て
、

人
間
に
可
能
な
限
り
の
知
識
（
こ
れ
は
カ
ッ
シ
オ
ド
ル
ス
の
言
葉
だ
が
）
の

分
類
に
は
、「
近
代
化
」
以
降
と
近
い
発
想
が
す
で
に
あ
っ
た
。
学
問
全
体

を
分
け
る
根
本
的
な
発
想
か
ら
見
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
的
区
分
法
で
も
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
的
区
分
法
で
も
、
人
間
自
身
の
行
為
を
扱
う
内
的
な
領
域
と
、
自

然
を
扱
う
外
的
な
領
域
は
、
早
い
段
階
か
ら
区
別
し
て
考
え
ら
れ
て
お
り
、

遅
れ
て
文
法
学
や
修
辞
学
の
「
人
文
学
的
な
」
諸
学
の
ま
と
ま
り
意
識
が
生

じ
て
き
た
と
い
う
経
緯
は
、
あ
る
意
味
で
は
「
近
代
化
」
以
降
の
過
程
と
似

る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
学
問
の
専
門
化
に
よ
っ
て
、
一

方
で
は
学
問
の
全
体
像
が
見
失
わ
れ
、
そ
れ
に
対
し
分
野
を
跨
い
だ
横
断
的

な
教
育
の
必
要
性
が
求
め
ら
れ
た
一
二
世
紀
初
頭
の
社
会
情
勢
も
、
と
も
す

れ
ば
現
代
の
状
況
と
重
な
る
よ
う
に
思
え
る
部
分
も
あ
る
。
と
は
い
え
、
と

く
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
な
分
類
に
お
け
る
理
論
学
の
下
位
区
分
は
、
か
れ
の

質
料
形
相
論
を
当
然
な
が
ら
前
提
と
し
て
い
る
し
、
自
然
学
に
属
す
る
学
問

で
も
、数
学
の
み
に
よ
っ
て
記
述
可
能
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
な
ど
、個
々
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の
学
問
の
内
容
や
方
法
論
の
面
で
は
「
近
代
化
」
前
後
で
大
幅
に
異
な
っ
て

い
る
の
は
、
著
者
の
述
べ
る
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
の
評
者

の
所
感
と
し
て
は
、
中
世
と
近
代
の
学
問
体
系
を
本
質
的
に
隔
て
る
最
も
重

要
な
要
素
は
、
数
学
的
手
法
の
確
立
に
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
本
書
で
も
ま

さ
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
通
り
、
人
文
科
学
と
社
会
科
学
を
分
け
る
発
想
は
、

後
者
に
つ
い
て
、
統
計
や
確
率
論
な
ど
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
部
分
的
に

一
般
化
可
能
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
無
け
れ
ば
生
じ
得
ず
、
そ
の
意
識
は
数

学
に
よ
っ
て
普
遍
的
法
則
が
探
求
し
う
る
と
い
う
観
念
を
前
提
と
す
る
か
ら

で
あ
る
。
中
世
と
の
連
続
性
と
断
絶
性
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
、
ヴ
ィ
ン
デ

ル
バ
ン
ト
の
言
葉
で
言
え
ば
「
個
性
記
述
的
」
な
領
域
と
「
法
則
定
立
的
」

な
領
域
の
峻
別
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
時
代
よ
り
存
在
し
て
い
た
が
、
そ
の

中
間
領
域
、
す
な
わ
ち
社
会
科
学
は
近
代
の
産
物
と
言
え
る
。
一
方
で
、
宗

教
か
ら
の
脱
却
は
、
個
々
の
学
問
の
存
在
意
義
、
つ
ま
り
何
の
た
め
の
知
識

な
の
か
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
、
社
会
そ
れ
自
体
と
と
も
に
、
根
本
的
な
転

換
を
促
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
分
類
の
歴
史
か
ら
み
れ
ば
、
現
代
社

会
は
二
回
目
の
学
問
形
成
の
過
程
を
歩
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
度
目
は
神
の
秩
序
の
も
と
で
、
此
度
は
人
間
の
秩
序
の
も
と
で
。

【
凡
例
】

CCCM
: C

orpus C
hristianorum

 C
ontinuatio M

ediaevalis; CCSL: 
C

orpus C
hristianorum

 Series Latina; PL: Patlologia Latina

（
１
） 

古
代
に
お
け
る
自
由
学
芸
に
つ
い
て
は
、
H
・
I
・
マ
ル
ー
〔
横
尾
壮

英
、
飯
尾
都
人
、
岩
村
清
太
訳
〕『
古
代
教
育
文
化
史
』
岩
波
書
店
、

一
九
八
五
年
お
よ
び
、
同
〔
岩
村
清
太
訳
〕『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と

古
代
教
育
の
終
焉
』
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
八
年
。
よ
り
詳
細
な
も
の

と
し
て
は
、I. H

adot, Arts libéraux et philosophie dans la pensée 
antique. C

ontribution à l'histoire de l'éducation et de la culture dans 

l'Antiquité, Paris: Vrin, 2005.

（
２
）中
世
に
お
け
る
教
育
に
つ
い
て
は
、
P
・
リ
シ
ェ
の
著
作
が
も
っ
と
も

網
羅
的
で
あ
る
。
ピ
エ
ー
ル
・
リ
シ
ェ
〔
岩
村
清
太
訳
〕『
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
成
立
期
の
学
校
教
育
と
教
養
』
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
二
年
。
他
に

も
、岩
村
清
太
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
自
由
学
芸
と
教
育
』
知
泉
書
館
、

二
〇
〇
七
年
。
ま
た
、『
中
世
思
想
研
究
』第
五
六
〜
五
七
号（
二
〇
一
四

〜
二
〇
一
五
年
）
に
お
け
る
特
集
「
中
世
の
自
由
学
芸
」
に
収
め
ら

れ
て
い
る
各
論
文
は
、
や
や
個
別
事
例
的
で
は
あ
る
が
、
古
代
ギ
リ

シ
ア
か
ら
ス
コ
ラ
期
に
至
る
ま
で
の
学
問
観
の
変
遷
を
上
手
く
纏
め

て
い
る
。

（
３
）
カ
ペ
ッ
ラ
と
『
結
婚
』
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
廣
川
洋
一
「
自
由
三

学
科
の
成
立—

マ
ル
テ
ィ
ア
ヌ
ス
・
カ
ペ
ラ
に
お
け
る—

」、『
新
岩

波
哲
学
講
座
14
：
哲
学
の
原
型
と
発
展
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年

所
収
、
三
二
〇—

三
四
七
頁;

水
落
健
治
「
マ
ル
テ
ィ
ア
ヌ
ス
・
カ

ペ
ラ
『
フ
ィ
ロ
ロ
ギ
ア
と
メ
ル
ク
リ
ウ
ス
の
結
婚
』」、『
中
世
思
想
研

究
』
第
五
六
号
、
二
〇
一
五
年
、
一
二
三—

一
二
九
頁
。

（
４
）  

聖
書
を
引
き
合
い
に
出
し
、
七
自
由
学
芸
の
教
育
を
正
当
化
し
た

テ
ク
ス
ト
と
し
て
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
、
ア
ル
ク
ィ
ン
の
『
文

法
学
』D

e gram
m

atica

の
冒
頭
に
付
さ
れ
た
「
真
の
哲
学
の
対
話
」

D
isputatio de vera philosophia

と
題
さ
れ
た
小
論
考
だ
ろ
う
。
ア

ル
ク
ィ
ン
は
「
知
恵
は
家
を
建
て
、
七
本
の
柱
を
刻
ん
で
立
て
た
」

（「
箴
言
」
九
・
一
）
と
い
う
聖
書
の
記
述
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
キ
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リ
ス
ト
教
徒
に
対
す
る
自
由
学
芸
の
教
育
を
正
当
化
し
た
。Alcuin, 

D
isputatio de vera philosophia, PL 101, col. 849–854; 

〔
山
崎

裕
子
訳
〕『
中
世
思
想
原
典
集
成
６
：
カ
ロ
リ
ン
グ
・
ル
ネ
サ
ン
ス
』

平
凡
社
、
一
九
九
二
年
所
収
、
一
一
七—

一
三
一
頁
。
な
お
、「
箴

言
」
の
記
述
と
七
自
由
学
芸
を
最
初
に
結
び
つ
け
た
の
は
、
六
世
紀

の
カ
ッ
シ
オ
ド
ル
ス
だ
と
思
わ
れ
る
。Cassiodorus, Institutiones 

divinarum
 et saecularium

 litterarum, II, 2, ed. R. A. B. M
ynors, 

O
xford: Clarendon Press, 1937, p. 87;

〔
多
子
多
津
子
訳
〕『
中

世
思
想
原
典
集
成
５
：
後
期
ラ
テ
ン
教
父
』
平
凡
社
、
一
九
九
三
年

所
収
、
三
四
七
頁
。

（
５
）  

こ
の
定
義
は
、
自
由
学
芸
と
哲
学
を
擬
人
化
し
て
描
い
た
も
の
と
し
て

有
名
な
、
ラ
ン
ズ
ベ
ル
ク
の
ヘ
ッ
ラ
ー
ド
に
よ
る
『
悦
楽
の
園
』H

ortus 

D
eliciarum

に
見
ら
れ
る
。“Septem

 liberales artes, que ideo 
dicuntur liberales, quia liberant anim

um
 a terrenis curis 

et faciunt eum
 expeditum

 ad cognoscendum
 creatorem

”. 
H

errad of Landsberg, H
ortus D

eliciarum, fol. 30v, ed. R. B. 
Green and T. J. Brow

n, London: W
arburg Institute, 1979, 

vol. 1, no. 115.

（
６
） 「
自
由
」
と
「
書
物
」
を
結
び
つ
け
る
発
想
は
カ
ッ
シ
オ
ド
ル
ス
に
見

ら
れ
る
。“...de arte gram

m
atica, quae est uidelicet origo et 

fundam
entum

 liberalium
 litterarum

. Liber autem
 dictus 

est a libro, id est arboris cortice dem
pto atque liberato.” 

Cassiodorus, Institutiones divinarum
 et saecularium

 litterarum, II, 
4, p. 91. 

こ
の
定
義
は
イ
シ
ド
ル
ス
や
ラ
バ
ヌ
ス
・
マ
ウ
ル
ス
に
も
継

承
さ
れ
て
い
く
が
、
言
語
学
的
に
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て

い
る
。

（
７
）  

自
由
学
芸
の
定
義
お
よ
び
現
代
教
育
の
場
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー

ツ
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
考
が
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。

関
沢
和
泉
「
自
由
学
芸
と
文
法
学
」、『
世
界
哲
学
史
３—

中
世
Ⅰ
：
超

越
と
普
遍
に
向
け
て
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
二
〇
年
所
収
、
一
〇
三—

一
二
六
頁
。
よ
り
一
般
的
に
は
、M

. Teeuw
en, The Vocabulary of 

Intellectual Life in the M
iddle Ages, Turnhout: Brepols, 2003, 

pp. 364–366.

（
８
）  quadrivium

と
い
う
ラ
テ
ン
語
は
、
真
理
へ
と
至
る
四
つquadri

の
道via

を
意
味
す
る
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
造
語
で
あ
る
が
、
か
れ
自

身
は
ゲ
ラ
サ
の
ニ
コ
マ
コ
ス
（ca. 50–ca. 150

）
の
『
算
術
入
門
』

に
見
ら
れ
る
、「
四
つ
の
方
法αἱ τέσσαρες μέθοδοι

」
と
い
う
表

現
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。Boethius, D

e arithm
etica, 

I, 1., CCSL, 94A, p. 11. cf. J. Guillaum
in, “Boethius’s D

e 
institutione arithm

etica and its Influence on Posterity,” 
in A C

om
panion to Boethius in the M

iddle Ages, Leiden/Boston: 
Brill, 2012, pp. 135–162; 

周
藤
多
紀
「
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
と
自
由

学
芸
の
伝
統
」、『
中
世
思
想
研
究
』
第
五
六
号
、
二
〇
一
四
年
、

一
二
〇—

一
二
二
頁
。trivium

に
つ
い
て
は
、quadrivium

の
対

と
な
る
語
と
し
て
九
世
紀
に
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
普

及
す
る
の
は
一
一
世
紀
以
降
で
あ
る
。
最
古
の
使
用
例
の
ひ
と
つ

は
、
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
に
よ
る
プ
リ
ス
キ
ア
ヌ
ス
へ
の
註
解
に
見
ら
れ

る
（Leiden, Bibliotheek der Universiteit, B.P.L. 67, fol. 9r

）。

cf. Pio Rajna, “Le denom
inazioni trivium

 e quadrivium
,” 

Studi M
edievali. N

uova Serie, 1 (1928), pp. 4–36; A. Luhtala, 
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“O
n Early M

edieval Divisions of Know
ledge,” in C

arolingian 

Scholarship and M
artianus C

apella: N
inth-C

entury C
om

m
entary 

Traditions on D
e N

uptiis in C
ontext, Turnhout: Brepols, 2011, 

pp. 75–98 (esp. p. 92, n. 52).

（
９
）  “M

athem
atica, quam

 Latine possum
us dicere doctrinalem

, 
scientia est quae abstractam

 considerat quantitatem
.” 

Cassiodorus, Institutiones, II, 21, p. 130.

（
10
）  Boethius, D

e arithm
etica, I, 1, p. 11.

（
11
） た
だ
し
、
婚
姻
と
結
婚
を
描
い
た
一
〜
二
巻
の
の
ち
、
三
〜
五
巻
が
文

法
学
、修
辞
学
、弁
証
法
を
扱
い
、残
り
の
六
〜
九
巻
が
算
術
、幾
何
学
、

音
楽
、
天
文
学
に
充
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
構
成
上
の
区
別
は

意
識
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
12
） “Philologia quippe studium

 rationis, M
ercuriusve facundiam

 
serm

onis insinuat”; “SO
PH

IAM
 sapientiam

. In hoc loco 
si quis leges allegorie intentus perspexerit, inveniet 
M

ercurium
 facundi serm

onis, hoc est copiosae eloquentiae, 
form

am
 gestare. <...> H

inc est quod Tullius [= Cicero] in 
prim

o D
e rethorica libro ait, ‘Eloquentia sine sapientia 

num
quam

 profuit, sepe nocuit; sapientia vero absque 
eloquentia sepe profuit, num

quam
 nocuit’.” Johannes 

Scottus Eriugena, Annotationes in M
arcianum

, Prol.; 6.20, ed. 
C. E. Lutz, Cam

bridge, M
A: M

ediaeval Academ
y of Am

erica, 
1939, p. 3; 9. 

な
お
、
引
用
部
分
に
も
あ
る
通
り
、
知
恵
と
雄
弁
の

結
合
と
い
う
発
想
は
キ
ケ
ロ
に
遡
る
（D

e inventione, I, 1

）。

（
13
） “...descriptis tribus, gram

m
atica videlicet, dialectica atque 

rhetorica, quae tantum
 in serm

one sunt, ingressurus est 
ad describendum

 artium
 quattuor reliquarum

 quadrivium
 

quae in intellectu consistunt.” Rem
igius of Auxerre, 

C
om

m
entum

 in M
artianum

 C
apellam

, 285.6, ed. C. E. Lutz, 
Leiden: Brill, 1962–65, p. 118.

（
14
） 

例
え
ば
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
『
ト
ピ
カ
の
差
異
に
つ
い
て
』D

e topicis 

differentiis

で
は
、
弁
証
法
は
「
喜
び
と
は
最
大
の
善
で
あ
る
か
？
」

や「
人
は
結
婚
す
べ
き
か
？
」な
ど
の
普
遍
的
な
主
題
を
扱
う
一
方
で
、

修
辞
学
は
「
キ
ケ
ロ
は
人
々
の
命
令
な
し
に
ロ
ー
マ
市
民
を
殺
害
し

た
た
め
、
共
和
制
が
揺
ら
い
で
い
る
時
期
に
亡
命
を
推
し
進
め
る
べ

き
か
？
」
と
い
っ
た
よ
う
な
、
特
定
の
人
物
や
時
間
、
行
為
な
ど
の

付
帯
要
素
を
伴
っ
た
よ
り
限
定
的
な
主
題
を
扱
う
と
い
う
点
に
お
い

て
区
別
さ
れ
て
い
る
。Boethius, D

e topicis differentiis, PL 64, 
col. 1177C–D. 

ト
リ
ウ
ィ
ウ
ム
の
一
体
性
な
い
し
は
相
違
性
に
つ
い

て
は
、
お
も
に
一
二
世
紀
以
降
を
対
象
に
し
た
研
究
で
あ
る
が
、
以

下
の
も
の
が
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。K. M

. Fredborg, “The Unity 
of the Trivium

,” in Sprachtheorien in Spätantike und M
ittelalter, 

Tübingen: G. Narr., 1995, pp. 325–338.

（
15
） artes m

echanicae

は
多
様
な
意
味
を
内
包
す
る
概
念
で
あ
り
、
軽

率
に
訳
出
で
き
る
語
で
は
な
い
が
、
本
書
に
お
け
る
隠
岐
氏
の
訳
に
合

わ
せ
て
「
機
械
学
芸
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
の
語
の
意
味
つ
い

て
は
、
五
百
旗
頭
氏
に
よ
る
サ
ン
＝
ヴ
ィ
ク
ト
ル
の
フ
ー
ゴ
の
「
デ
ィ

ダ
ス
カ
リ
コ
ン
」
に
お
け
る
解
説
を
参
照
。『
中
世
思
想
原
典
集
成
９
：

サ
ン
＝
ヴ
ィ
ク
ト
ル
学
派
』
平
凡
社
、
一
九
九
六
年
、
一
七
五—

一
七
六
頁
、
註
三
七
。
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中世の学問観と、現代の「文系・理系」   隠岐さや香『文系と理系はなぜ分かれたのか』（星海社、二〇一八年）によせて

（
16
） 機
械
学
芸
の
歴
史
に
関
す
る
最
良
の
概
説
は
、E. W

hitney, “Paradise 
Restored. The M

echanical Arts from
 Antiquity through the 

Thirteenth Century,” Transactions of the Am
erican Philosophical 

Society, 80/1 (1990), pp. 1–169. 

他
に
も
、P. Sternagel, D

ie artes 

m
echanicae im

 M
ittelalter: Begriffs- und Bedentungs geschichte bis 

zum
 Ende des 13. Jahrhunderts, Kallm

unz: Lassleben, 1966; 
J. Bacher, “A

rtes M
echanicae,” in E

rkenntnis, E
rfindung, 

K
onstruktion: Studien zur Bildgeschichte von N

aturw
issenschaften 

und Technik vom
 16. bis zum

 19. Jahrhundert, Berlin: G. M
ann, 

2000, pp. 35–49. 

邦
語
で
読
め
る
も
の
と
し
て
は
、
ク
ヌ
ー
ト
・

シ
ュ
ル
ツ
〔
魚
住
昌
良
訳
〕「
ア
ル
テ
ス
・
メ
カ
ニ
カ
エ
：
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
手
工
業
技
能
の
評
価
と
中
世
都
市
に
お
け
る
そ
の
社
会
的
地
位
」

『
比
較
都
市
研
究
』
第
二
八
巻
二
号
、
二
〇
〇
九
年
、
一
三—

三
八
頁
。

 （
17
） cf. M

artianus Capella, D
e nuptiis Philologiae et M

ercurii, 
9.891, “Cui Delius M

edicinam
 suggerit Architectonicam

que in 
praeparatis assistere, ‘sed quoniam

 his m
ortalium

 rerum
 cura 

terrenorum
que sollertia est nec cum

 aethere quicquam
 habent 

superisque conferre, non incongrue, si fastidio respuuntur, in 
senatu caelico reticebunt ab ipsa deinceps virgine explorandae 
discussius’,” ed. J. W

illis, Leipzig: Teubner, 1983, p. 339.

（
18
） 

例
え
ば
、
九
世
紀
の
レ
オ
ン
（Léon

）
の
司
教
座
聖
堂
学
校
で
教
鞭

を
と
っ
た
マ
ル
テ
ィ
ヌ
ス
は
、農
夫
や
縮
絨
工
、石
工
ら
の
知
識
を
劣
っ

た
学
芸m

inor ars

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。cf. J. J. Contreni, 

“John Scottus, M
artin H

iberniensis, the Liberal Arts, and 
Teaching,” in Insular Latin Studies: Papers on Latin Texts and 

M
anuscripts of the British Isles, 550-1066, Toronto: Pontifical 

Institute of M
ediaeval Studies, 1981, pp. 23–44.

（
19
） B. Bischoff and B. Löfstedt eds., Anonym

us ad C
uim

nanum
: 

Expossitio Latinitatis, CCSL 88D, Turnhout: Brepols, 1992.

（
20
） “Q

uae triuarie diuiduntur, id est aut ars anim
i aut corporis 

aut anim
i sim

ul et corporis. Verbi gratia: artes anim
i sunt 

philosophia, lex iuris scita, rethorica, gram
m

a, astrologia, 
m

ussica (sic), poem
a et reliqua, in quibus m

ens m
editare 

solet. A
rtes corporis oneris gestam

en, cursus, saltus, 
iaculatio telorum

 funda uel arcu rotante et reliqua, in 
quis corpus laborat et torquetur. Ars anim

i et corporis 
gubernatio, nauigatio, aedificatio, agricultura, palestra, 
m

edicina et reliqua, in quibus m
ens sim

ul et corpus 
quaestus sui profectum

 querit.” Anonym
ous, Ad C

uim
nanum

., 
Prol., p. 2f. 

こ
の
分
類
理
論
は
四
世
紀
の
文
法
学
者
ウ
ィ
ク
ト
リ
ヌ

ス
に
遡
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
か
れ
の
分
類
で
は
航
海
術
と
商

術
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。cf. Victorinus, Ars gram

m
atica, 

Prol., ed. H
. Keil, Gram

m
atici Latini, 4, Lipsiae: Teubner, 

1857, p. 187.

（
21
） “Sed sciendum

 est om
nes artes et om

nes linguas et om
nes 

scientias prim
itus fuisse ac diuinitus in Adam

, qui spiritum
 

sapientiae habuisse scribitur; om
ne enim

, quod fuit, 
ipsum

, quod erit. Sed postea, sicut suum
 m

ultiplicatum
 est 

genus, ita et artes. <...> m
ulta genera artium

, in Adam
 quae 

indiuissibiliter aut originaliter uel etiam
 causaliter inerant, 
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in sua postea posteritate m
ultiuarie et m

ultis m
odis orta 

atque sunt acta.” Anonym
ous, Ad C

uim
nanum

., Prol., p. 2.
（
22
） “Tunc exsurgens virginis m

ater poscit de love superisque 
cunctis, uti sub conspectu om

nium
, quicquid sponsalium

 
nom

ine praeparaverat M
aiugena, traderetur ac dem

um
 

dos a virgine non deesset.” Capella, D
e N

uptiis, 2.217, p. 57.

（
23
） “DOS A VIRGIN

E ac si dixisset: Postquam
 M

ercurius dederit 
septem

 liberates artes, tune virgo dabit septem
 m

echanicas.” 
Eriugena, Annotationes..., 79.12, p. 74; Rem

igius, C
om

m
entum

..., 
79.11, p. 78.

（
24
）  “<...> ipse disciplinae [= artes liberales] sola ipsa anim

a 
percipiuntur nec aliunde assum

untur, sed naturaliter 
in anim

a intelliguntur. N
on sic ceterae artes [= artes 

m
echanicae] quae im

itatione quadam
 vel excogitatione 

hum
ana fiunt, ut architectoria et caetere.” Eriugena, 

Annotationes..., 170.14, p. 96f..

（
25
） cf. W

hitney, “Paradise Restored...,” pp. 70–73.

（
26
） 

本
書
の
冒
頭
で
は
、
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
が
「
織
物
技
術
、
農
業
、
建
築
術
、

武
術
、
商
業
、
料
理
、
冶
金
術
な
ど
幅
広
い
領
域
」
を
挙
げ
て
い
る

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
（
二
〇
頁
）、
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
自
身
の
真
作
に
お

い
て
こ
の
分
類
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
隠
岐
氏
が
依
拠
し
て
い
る

と
思
わ
れ
るStephen Parcell

の
著
作
を
含
め
、
い
く
つ
か
の
文
献

が
こ
の
分
類
を
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
に
帰
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
典
拠
に

つ
い
て
不
明
瞭
で
あ
る
。

（
27
） サ
ン
＝
ヴ
ィ
ク
ト
ル
の
フ
ー
ゴ
は
、
機
械
学
芸
を
初
め
て
哲
学
の
体
系

内
に
取
り
込
ん
だ
人
物
と
し
て
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
か
れ
は
主
著

『
デ
ィ
ダ
ス
カ
リ
コ
ン
』
に
お
い
て
、
機
織
学
、
兵
器
学
、
商
学
、
農
学
、

狩
猟
学
、
医
学
、
演
劇
学
の
七
種
を
挙
げ
て
い
る
。D

idascalicon, II, 
20–27.

（
28
） Teeuw

en, The Vocabulary of Intellectual Life..., pp. 395–397.

（
29
）  “Philosophia est rerum

 hum
anarum

 diuinarum
que cognitio 

cum
 studio bene uiuendi coniuncta.”; “In quantum

 hom
ini 

possibile est, probabilis scientia.” Isidorus, Etym
ologiae, II, 

xxiv, 1; 7, ed. P. K. M
arshall, Paris: Les Belles Lettres, 1983, 

p. 100f.; 106f. 

前
者
に
つ
い
て
は
キ
ケ
ロ
、
後
者
は
カ
ッ
シ
オ
ド
ル

ス
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

（
30
）  “O

m
nibus diuina stim

ulante gratia sapientiam
 discernere 

uolentibus necesse est ut sciant philosophia quid sit, quae 
fons est om

nis artis et disciplinae et om
nium

 uirtutem
 

m
agistra.” Clem

ens Scottus, A
rs gram

m
atica, ed. A

. M
. 

Puckett, PhD Thesis, University of California, 1978, p. 51.

（
31
）“N

em
o intrat in celum

 nisi per philosophiam
.” Eriugena, 

A
nnotationes..., 57.15, p. 64; cf. Rem

igius, C
om

m
entum

..., 
57.14, “N

em
o enim

 caelum
 potest conscendere nisi per 

philosophiam
, id est per am

orem
 sapientiae.”

（
32
）
一
二
世
紀
以
前
の
哲
学
の
分
類
理
論
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
に
お

い
て
も
等
閑
視
さ
れ
が
ち
だ
が
、
出
発
点
と
な
る
の
は
B
・
ビ
シ
ョ
ッ

フ
の
論
考
で
あ
る
。B. Bischoff, “Eine Verschollene Einteilung 

der W
issenschaften,” Archives d’histoire doctrinale et litteraire 

du M
oyen Âge, 25 (1958), pp. 5–20. 

他
に
は
、M

. Evans, “The 
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中世の学問観と、現代の「文系・理系」   隠岐さや香『文系と理系はなぜ分かれたのか』（星海社、二〇一八年）によせて

Ysagoge in Theologiam
 and the Com

m
entaries Attributed 

to Bernard Silvestris,” Journal of the W
arburg and C

ourtauld 

Institutes, 54 (1991), pp. 1–42; Luhtala, “O
n Early M

edieval 
Divisions of Know

ledge”; I. O’Daly, “Diagram
s of Know

ledge 
and Rhetoric in M

anuscripts of Cicero’s De Inventione,” in 
Studies in M

edieval and Renaissance Book C
ulture: M

anuscripts of 

the Latin C
lassics 800-1200, Leiden: Leiden University Press, 

2015, pp. 77–105.

（
33
）
中
世
全
体
を
通
じ
た
哲
学
の
分
類
に
関
す
る
最
良
の
見
取
り
図
を
与

え
て
く
れ
る
の
は
、
未
だ
に
ワ
イ
ス
ハ
イ
プ
ル
の
論
考
で
あ
ろ
う
。

J. A. W
eisheipl, “Classification of the Sciences in M

edieval 
Thought,” M

ediaeval Studies, 27 (1965), pp. 54–90; Idem
, “The 

Nature, Scope, and Classification of the Sciences,” in  Sciences 
in the M

iddle Ages, Chicago: Chicago University Press, 1980, 
pp. 461–482. 

ま
た
、G. d'O

nofrio ed., La divisione della filosofia 
e le sue ragioni: lettura di testi m

edievali (VI-XIII secolo), Rom
a: 

Avagliano, 2001. 

写
本
レ
ベ
ル
の
紹
介
と
し
て
は
、
M
・
グ
ラ
ー

プ
マ
ン
の
著
作
も
ま
っ
た
く
色
褪
せ
て
い
な
い
。M

. Grabm
ann, 

G
eschichte der scholastischen M

ethode, vol. 2, Freiburg: H
erber, 

1911, pp. 28–48. 

邦
語
と
し
て
は
、
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
編

『
中
世
の
学
問
観
』
創
文
社
、
一
九
九
五
年
、
お
よ
び
前
出
の
『
中
世

思
想
研
究
』
の
特
集
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
34
）cf. Augustinus, D

e civitate D
ei, VIII, 4; Isidorus, Etym

ologiae, 
II, xxiv, 2-7. 

セ
ク
ス
ト
ゥ
ス
・
エ
ン
ペ
イ
リ
コ
ス
（2~3c

）
は
、
ク

セ
ノ
ク
ラ
テ
ス
（396-314 B.C.

）
が
プ
ラ
ト
ン
的
な
三
分
法
を
採

用
し
て
い
た
と
証
言
し
て
い
る
。
こ
の
分
類
法
の
起
源
に
つ
い
て
は
、

P. H
adot, “Les divisions des parties de la philosophie dans 

l’Antiquité,” M
useum

 helveticum, 36 (1979), pp. 201–223.

（
35
）
プ
ラ
ト
ン
的
三
分
法
に
お
け
る
論
理
学logica

は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

的
な
意
味
で
の
三
段
論
法
に
基
づ
く
推
論
技
術
に
限
定
さ
れ
て
い
る
訳

で
は
な
く
、
言
語
を
扱
う
学
問
一
般
の
類
概
念
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
語
のλόγος

が
、
理
性ratio

と
言
葉serm

o

と
い
う
二
つ
の
意
味
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
一
二
世

紀
に
な
る
と
、logica

と
い
う
語
の
持
つ
二
重
性
が
明
確
に
意
識
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
。cf. John of Salisbury, M

etalogicon, I, 10; H
ugo 

of St. Victor, D
idascalicon, I, 11. 

論
理
学
の
概
念
や
分
類
を
巡
る

展
開
に
つ
い
て
は
、Y. Iw

akum
a, “The Division of Philosophy 

and the Place of the Trivium
 from

 the 9th to the M
id-12th 

Centuries,” in M
edieval Analyses in Language and C

ognition: Acts 

of the Sym
posium

 the C
openhagen School of M

edieval Philosophy, 

January 10–13, 1996, Copenhagen: D
et Kongelige Danske 

Videnskabernes Selskab, 1999, pp. 165–190. 

な
お
、
論
理
学

の
下
位
分
類
に
文
法
学
が
追
加
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
九
世
紀
に
文

法
学
の
重
要
性
が
増
し
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
時
代
に
お
い
て

は
、
文
法
学
は
も
っ
と
も
基
礎
的
な
知
識
で
あ
る
が
故
に
、
哲
学
に
は

含
ま
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

（
36
）
こ
の
置
き
換
え
と
そ
の
後
の
分
類
理
論
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て

は
、
未
だ
十
全
に
研
究
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
さ
し
あ
た
り
、

S. Leanza, “La classificazione dei libri Salom
onici e i suoi 

Riflessi sulla questione dei rapporti tra Bibbia e scienze 
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profane, da O
rigene agli scrittori m

edioevali,” Augustinianum, 
14 (1974), pp. 651–666; G. Dahan, “O

rigène et Jean Cassien 
dans un ‘Liber de philosophia Salom

onis’,” Archives d’histoire 
doctrinale et litteraire du M

oyen Âge, 52 (1985), pp. 135–162 
(esp. 139–143).

（
37
） “Generales disciplinae, quibus ad rerum

 scientiam
 prevenitur, 

tres sunt, quas Graeci ethicam
, physicam

, enopticen 
appellarunt. <...> Nonnulli sane apud Graecos etiam

 logicen 
<...> quatro in num

ero posuere.” O
rigenes, C

om
m

entarium
 in 

C
antico canticorum

, Prol., ed. W
. A. Baehrens, Leipzig: J. C. 

H
inrichs, 1925, p. 75. 

な
お
、
オ
リ
ゲ
ネ
ス
の
『
雅
歌
註
解
』
の
ギ

リ
シ
ア
語
原
典
は
現
存
し
て
お
ら
ず
、
中
世
に
お
い
て
読
ま
れ
て
い
た

の
も
、
こ
こ
に
引
用
し
た
ル
フ
ィ
ヌ
ス
に
よ
る
ラ
テ
ン
語
訳
版
で
あ
る
。

（
38
）“... aut de logica, pro qua nostri θεολογιχήν sibi vindicant.” 

H
ieronym

us, Epistola, X
X

X
, 1, ed. Jérôm

e Labourt, vol. 
2, Paris: Les Belles Lettres, 1951, p. 31. 

写
本
に
よ
っ
て
は

θεολογιχήν

がtheoriticen

やtheoricen

に
な
っ
て
い
る
場
合
も

あ
る
。cf. Dahan, “O

rigène et Jean Cassien...,” pp. 139–143.

（
39
）
こ
の
学
問
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
の
言
葉
で
言
え
ば
形
而
上
学

m
etaphysica

で
あ
る
が
、
初
期
中
世
で
はtheologia

と
呼
ば
れ
て

い
た
。

（
40
）
論
理
学
を
哲
学
に
含
め
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
古
代
か
ら
論
争
が
あ

り
、
一
般
的
に
プ
ラ
ト
ン
の
後
継
者
た
ち
（
ア
カ
デ
メ
イ
ア
学
派
）

や
ス
ト
ア
学
派
は
哲
学
の
一
部
と
考
え
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
従
う

者
た
ち
（
ペ
リ
パ
ト
ス
学
派
）
は
あ
く
ま
で
「
道
具
」
と
し
て
考
え

て
い
た
。cf. P. H

adot, “La logique, partie ou instrum
ent de 

la philosophie?,” in C
om

m
entaire sur les C

atégories, Leiden: 
Brill, 1990, pp. 183–188. 

九
世
紀
に
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
区

分
法
に
論
理
学
を
追
加
す
る
理
論
も
登
場
す
る
。
拙
稿
「
史
料
紹
介
：

『
ソ
ロ
モ
ン
の
哲
学
の
書
』（Liber de philosophia Salom

onis

）」『
史

苑
』
第
八
一
巻
一
号
、
二
〇
二
〇
年
、
一
五
五—

一
八
二
頁
を
参
照
。

（
41
）
例
え
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
実
践
学
に
つ
い
て
、
人
間
の
行
為
そ
の

も
の
を
扱
う
倫
理
学
、
家
政
学
、
政
治
学
と
は
別
に
、
外
的
な
も
の
に

関
わ
る
行
為
（
＝
創
作
）
を
扱
う
詩
学poesis

を
措
定
し
て
い
た
が
、

こ
れ
は
初
期
中
世
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
ク

ア
ド
リ
ウ
ィ
ウ
ム
（
と
り
わ
け
音
楽
と
天
文
学
）
を
数
学
の
下
位
分
類

と
し
て
位
置
づ
け
る
の
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
と
は
必
ず
し
も

一
致
し
な
い
。

（
42
） “Inspectiva dicitur, qua supergressi visibilia de divinis aliquid 

et caelestibus contem
plam

ur, eaque m
ente solum

m
odo 

contuem
ur, quoniam

 corporeum
 supergrediuntur aspectum

.” 
Cassiodorus, Institutiones, II, 6, p. 111. 

カ
ッ
シ
オ
ド
ル
ス
の
『
聖

俗
学
問
綱
要
』
は
自
由
学
芸
の
テ
ク
ス
ト
ブ
ッ
ク
と
し
て
、
カ
ペ
ッ

ラ
の
『
結
婚
』
な
ど
と
と
も
に
広
く
読
ま
れ
た
。
な
お
、
カ
ッ
シ
オ

ド
ル
ス
自
身
は
、
ア
ン
モ
ニ
オ
ス
の
『
イ
サ
ゴ
ー
ゲ
ー
註
解
』
を
参

考
に
し
て
い
る
。cf. I. M

orresi, “Le redazioni interpolate Φ
Δ 

delle Institutiones di Cassiodoro,” PhD Thesis, Scuola Norm
ale 

Superiore, 2019, pp. 148–158. 

ア
ン
モ
ニ
オ
ス
の
分
類
理
論
に
つ
い

て
は
、J. P.  Schneider, “Les définitions de la philosophie dans 

l’antiquité tardive: Am
m

onios, Com
m

entaire sur l’Isagoge 
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中世の学問観と、現代の「文系・理系」   隠岐さや香『文系と理系はなぜ分かれたのか』（星海社、二〇一八年）によせて

de Porphyre, 9, 25-16, 20 (Busse),” Revue d’histoire et de 
philosophie religieuses, 145/1 (2013), pp. 1–38.

（
43
）O

rigenes,  C
om

m
. C

ant. cant., Prol., p. 75.

（
44
）
オ
リ
ゲ
ネ
ス
に
よ
る
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
な
学
問
観
で
は
、
各
学
問

の
階
梯
（
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
）
が
明
確
に
措
定
さ
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト

教
徒
は
ま
ず
倫
理
学
に
お
い
て
道
徳
的
な
素
養
を
身
に
つ
け
、
次
い

で
自
然
学
に
お
い
て
諸
々
の
事
物
の
本
性
を
学
び
、
こ
の
世
の
物
質

的
な
も
の
の
の
脆
さ
や
儚
さ
を
理
解
し
た
の
ち
、
最
後
に
観
想
学
に

お
い
て
見
え
ざ
る
永
遠
の
神
の
観
照
へ
と
至
る
と
さ
れ
て
い
る
。cf. 

O
rigenes, C

om
m

. C
ant. cant., Prol., p. 76. 

カ
ッ
シ
オ
ド
ル
ス
は
自

然
学
を
、「
た
だ
精
神
に
よ
っ
て
の
み
」
探
求
さ
れ
る
理
論
学
の
種
と

し
て
措
定
し
て
い
る
が
、
自
然
学
は
物
質
的
な
も
の
に
関
わ
り
、
そ

れ
は
精
神
と
対
に
な
る
感
覚
的
な
経
験
な
し
に
は
探
求
さ
れ
得
な
い
た

め
、
内
容
的
に
は
矛
盾
を
き
た
し
て
い
る
。
カ
ッ
シ
オ
ド
ル
ス
が
こ

の
点
に
自
覚
的
で
あ
っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
。
以
下
を
参
照
の
こ

と
。I. H

adot, “Les parties de la philosophie chez Cassiodore 
et chez O

rigène,” in Arts libéraux et philosophie dans la pensée 
antique: contribution à l’histoire de l’éducation et de la culture 

dans l’antiquité, Paris: Vrin, 2005, pp. 299–301; M
orresi, “Le 

redazioni interpolate...,” p. 148f.

（
45
）
た
だ
し
、
例
外
的
な
事
例
で
は
あ
る
が
、
ラ
ン
ス
の
教
師
で
あ
っ
た

ジ
ェ
ル
ベ
ー
ル
・
ド
ー
リ
ャ
ッ
ク
（
の
ち
の
教
皇
シ
ル
ウ
ェ
ス
テ
ル

２
世
）
と
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
の
教
師
オ
ト
リ
ク
ス
に
よ
る
、
自
然
学
と

数
学
の
類
種
関
係
を
巡
る
討
論
会
が
九
八
一
年
に
開
催
さ
れ
た
こ
と

は
特
筆
に
値
す
る
。
こ
の
討
論
会
に
つ
い
て
は
、H

. H
. Kortüm

, 

Richer von Saint-Rem
i: Studien zu einem

 G
eschichtsschreiber des 

10. Jahrhunderts, Stuttgart: Steiner Verlag W
iesbaden, 1985, 

pp. 83–92; P. Riché, G
erbert d’Aurillac, le pape de l’an m

il, 2ed. 
Paris: Fayard, 2006, pp. 57–63; C. S. Jaeger, “Gerbert versus 
Ohtric: Spielregeln Einer Akadem

ischen Disputation Im
 10. 

Jahrhundert,” in D
ie Spielregeln der M

ächtigen: M
ittelalterliche 

P
olitik zw

ischen G
ew

ohnheit und K
onvention, D

arm
stadt: 

W
issenschaftliche Buchgesellschaft, 2010, pp. 43–68.

（
46
）
一
二
世
紀
に
お
け
る
社
会
と
知
的
世
界
の
変
容
に
つ
い
て
は
、
未
だ

に
ハ
ス
キ
ン
ズ
の
著
作
が
第
一
に
参
照
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
C
・

H
・
ハ
ス
キ
ン
ズ
〔
野
口
洋
二
訳
〕『
十
二
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
』
創
文

社
、
一
九
八
五
年;

同
〔
別
宮
貞
徳
・
朝
倉
文
市
共
訳
〕
み
す
ず
書
房
、

一
九
八
九
年
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
七
年
）。
ア
ラ
ビ
ア
世
界

と
の
関
わ
り
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
の
翻
訳
活
動
に
つ
い
て
は
、

伊
東
俊
太
郎
『
十
二
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
：
西
欧
世
界
へ
の
ア
ラ
ビ
ア
文

明
の
影
響
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
。

（
47
）
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
の
ジ
ョ
ン
と
か
れ
の
時
代
の
学
問
的
潮
流
に
つ
い
て

は
、
甚
野
尚
志
『
十
二
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
の
精
神
：
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
の

ジ
ョ
ン
の
思
想
構
造
』
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
九
年
。

（
48
）
こ
の
分
類
理
論
は
、
か
れ
の
『
プ
ラ
ト
ン
註
解
』
や
『
ボ
エ
テ
ィ

ウ
ス
註
解
』
に
見
ら
れ
る
。W

illiam
 of Conches, G

losae super 

Platonem, V, ed. E. Jeauneau, CCCM
 203, p. 11; Idem

, G
losae 

super Boethium, I, pr. 1, ed. L. Nauta, CCCM
 157, p. 32. 

前
者
に

つ
い
て
は
、
邦
訳
（
抄
訳
）
も
あ
る
。〔
大
谷
啓
治
訳
〕「
プ
ラ
ト
ン
・

テ
ィ
マ
イ
オ
ス
逐
語
註
解
」、前
掲
書
『
中
世
思
想
原
典
集
成
８
』
所
収
、
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四
一
四
頁
。
な
お
、
音
楽
に
つ
い
て
は
更
な
る
下
位
分
類
が
展
開
さ
れ

て
い
る
が
、
図
で
は
省
略
し
た
。

（
49
）“Q

uoniam
, ut ait Tullius [= Cicero] in prologo Rheroticorum

, 
eloquentia sine sapientia nocet, sapientia vero sine 
eloquentia etsi parum

, tam
en aliquid, cum

 eloquentia autem
 

m
axim

e prodestm
 errant qui postposita proficiente et non 

nocente adhaerent nocenti et non prodicienti. Id nam
que 

agere est M
ercurii et Philologiae coniugium

 <...> solvere.” 
W

illiam
 of Conches, Philosophia m

undi, I, Prol., 1, ed. G. 
M

aurach, Pretoria: University of South Africa, 1980, p. 17; 

〔
神
崎
繁
・
金
澤
修
一
・
寺
本
稔
訳
〕「
宇
宙
の
哲
学
」、
前
掲
書
『
中

世
思
想
原
典
集
成
８
』
所
収
、
二
八
五
頁
。
本
文
に
合
わ
せ
て
、
一
部

訳
を
変
更
し
て
い
る
。

（
50
） 

か
れ
の
学
問
観
に
つ
い
て
は
、
K
・
リ
ー
ゼ
ン
フ
ー
バ
ー
〔
村
井
則

夫
訳
〕「
サ
ン
＝
ヴ
ィ
ク
ト
ル
の
フ
ー
ゴ
ー
に
お
け
る
学
問
体
系
」、

前
掲
書
『
中
世
の
学
問
観
』
所
収
、
一
一
三—

一
四
八
頁
。

（
51
）
ウ
ィ
リ
ア
ム
は
知
恵sapientia

と
哲
学philosophia
を
同
一
視

し
て
い
る
。“Sapientiae uel philosophiae sunt duae species: 

theorica et practica, id est contem
platio et actio.” G

losae 

super Boethium
, I, pr. 1, p. 30. 

な
お
、
こ
の
分
類
そ
れ
自
体
の
発

想
は
、（
ウ
ィ
リ
ア
ム
が
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い

が
）
一
〇
世
紀
の
写
本
に
先
例
が
あ
る
。cf. Evans, “The Ysagoge 

in Theologiam
,” p. 8f.; O’Daly, “Diagram

 of Know
ledge,” pp. 

77–79. 

た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
写
本
に
は
区
分
図stem

m
ata

の
み
が

描
か
れ
て
お
り
、『
結
婚
』
に
関
す
る
言
及
は
な
い
。

（
52
）
知
恵
と
雄
弁
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
J
・
ワ
ー
ド
が
浩
瀚
な
文
献

註
と
と
も
に
紹
介
し
て
い
る
。J. O

. W
ard, C

lassical Rhetoric 

in the M
iddle Ages: The M

edieval R
hetors and Their Art 400-

1300, w
ith M

anuscript Survey to 1500 C
E, Leiden: Brill, 2019

に
お
け
る“W

isdom
 and Eloquence: The Integrated Schem

e of 
Know

ledge”

の
項
を
参
照
。


