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〈
応
募
論
文
〉

バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
実
体
論
に
お
け
る
二
重
の
差
異
化 

―
伝
統
的
な
理
論
の
刷
新
と
ス
ピ
ノ
ザ
へ
の
応
答

津つ

だ田　

栞し
お
り里

（
一
橋
大
学
）

は 

じ 

め 

に

バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
や
ヴ
ォ
ル
フ
の
後
継
者
と
し
て
、
あ
る

い
は
カ
ン
ト
哲
学
の
先
駆
者
と
し
て
、
近
代
哲
学
史
の
な
か
に
位
置
付
け
ら
れ
て

き
た
。
こ
の
よ
う
な
既
に
共
有
さ
れ
る
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
像
は
、
主
に
『
形
而
上

学
』
を
扱
う
一
定
の
数
量
の
先
行
研
究
に
依
拠
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
が
、
そ
こ
に
は
方
法
論
上
の
二
つ
の
重
大
な
問
題
が
あ
る
。
第
一
に
、
全
千
項

か
ら
な
る
当
該
著
作
に
つ
い
て
、
項
の
単
位
で
の
引
用
・
解
釈
ば
か
り
が
積
極
的

に
進
め
ら
れ
て
き
た
点
で
あ
る）

1
（

。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
項
が
依
拠
す
る
文
脈
や
項
を

束
ね
る
部
門
の
関
係
、
さ
ら
に
著
作
全
体
の
体
系
的
解
釈
を
提
示
す
る
こ
と
が
困

難
に
な
っ
て
い
る
。
第
二
に
、
当
該
著
作
は
生
前
四
度
も
版
を
重
ね
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず）

2
（

、
諸
版
の
異
同
が
長
ら
く
看
過
さ
れ
て
き
た
点
で
あ
る
。
必
ず
し
も

恣
意
的
で
は
な
い
に
せ
よ
、
任
意
の
版
の
み
の
参
照
を
可
能
に
し
て
き
た
の
は
、

『
形
而
上
学
』
の
書
き
換
え
が
概
念
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
細
部
の
表
現
に
施
さ

れ
て
い
る
と
い
う
事
情
に
よ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
各
版
の
あ
い
だ
に

思
想
的
発
展
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
こ
に
注
目
し
な
け
れ

ば
、
私
た
ち
は
容
易
に
彼
の
思
想
の
特
色
を
捉
え
損
ね
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
二
つ
の
問
題
点
は
、
彼
が
共
有
し
て
い
た
同
時
代
的
な
問
題
意
識
を

汲
み
取
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
考
察
対
象
を
設
定
す
る
こ
と
で
克
服
で
き
る
。
ま

ず
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
心
身
二
元
論
が
提
唱
さ
れ
て
以
降
、
実
体
を
め
ぐ
る

一
連
の
問
題
群
は
当
時
の
主
要
な
論
題
と
し
て
多
様
な
議
論
を
巻
き
起
こ
し
て

き
た）

3
（

。
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
に
と
っ
て
も
そ
の
状
況
は
変
わ
る
こ
と
な
く
続
い
て
お

り
、
そ
れ
は
『
形
而
上
学
』
の
第
二
版
序
文
（
以
下
「
第
二
序
文
」）
に
も
表
れ
て

い
る
。「
第
二
序
文
」
の
大
部
分
は
自
身
の
実
体
論
の
詳
解
に
充
て
ら
れ
、
実
際

に
そ
れ
が
付
さ
れ
た
二
版
で
実
体
論
は
多
く
の
修
正
を
施
さ
れ
た
。
そ
の
背
景
に

は
、
初
版
に
対
す
る
『
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
学
報
』
補
巻
（
一
七
四
二
年 ）

4
（

）
に
掲
載
さ

れ
た
匿
名
の
書
評
（
以
下
『
書
評
』）
の
な
か
で
、
自
身
の
実
体
定
義
が
誤
っ
て
紹
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介
さ
れ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る）

5
（

。
こ
れ
ら
の
点
に
鑑
み
て
、
本
稿
は
『
形
而
上

学
』
の
初
版
と
二
版
、
そ
し
て
『
書
評
』
と
「
第
二
序
文
」
に
お
け
る
実
体
に
関

す
る
記
述
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。

本
稿
の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
一
節
で
は
、
実
体
の
定
義
項§ 191

の
異
同
を
検
討
す
る
こ
と
で
、『
書
評
』
が
与
す
る
伝
統
的
な
実
体
解
釈
と
バ
ウ

ム
ガ
ル
テ
ン
の
立
場
の
違
い
を
提
示
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
一
見
す
る
と
表
現

の
問
題
と
し
て
片
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
彼
の
実
体
論
が
、
自
存
す
る
実
体
と
内
属

す
る
偶
有
性
が
鋭
く
対
立
す
る
伝
統
的
な
理
論
の
乗
り
越
え
を
企
図
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
が
導
か
れ
る
。
第
二
節
で
は
、
実
体
論
全
体
の
異
同
へ
と
検
討
の
対
象

を
広
げ
る
こ
と
で
、『
書
評
』
が
二
版
の
書
き
換
え
に
与
え
た
影
響
が
、
実
体
定

義
の
み
な
ら
ず
、
実
体
論
全
体
に
わ
た
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。「
実
体
的
な
も
の
」

（substantiale

）
と
「
力
」（vis

）
と
い
う
概
念
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
彼
の
実
体

論
が
『
書
評
』
を
契
機
に
洗
練
さ
れ
て
い
く
過
程
を
、
初
版
と
二
版
の
う
ち
に
み

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
第
三
節
で
は
、「
第
二
序
文
」
に
着
目
す
る
こ
と

で
彼
の
実
体
論
の
成
立
背
景
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
二
版
の
書
き
換
え
が
『
形

而
上
学
』
全
体
に
与
え
た
影
響
を
検
討
す
る
。
そ
こ
に
は
、
初
版
か
ら
続
く
伝
統

的
な
実
体
論
か
ら
の
差
異
化
だ
け
で
は
な
く
、
二
版
に
お
い
て
実
体
的
な
も
の
を

軸
に
し
た
実
体
論
が
徹
底
さ
れ
た
こ
と
で
前
景
化
し
た
、
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
か
ら
の

差
異
化
と
い
う
も
う
一
つ
の
動
機
が
見
出
さ
れ
る
。
以
上
の
議
論
か
ら
、
初
期
近

代
ド
イ
ツ
哲
学
に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ
と
の
対
決
の
歴
史
の
う
ち
に
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ

ン
を
位
置
付
け
る
と
い
う
、
従
来
と
は
異
な
る
彼
の
一
面
を
提
示
す
る
。

１　

伝
統
的
な
実
体
定
義
か
ら
の
差
異
化 

―
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
実
体
定
義
と
匿
名
の
『
書
評
』

ま
ず
、『
形
而
上
学
』
初
版
の
実
体
の
定
義
と
、『
書
評
』
の
記
述
か
ら
確
認
し

て
い
こ
う
。

存
在
者
と
は
、
他
の
も
の
の
規
定
と
し
て
で
な
け
れ
ば
現
実
存
在
し
え
な
い

か
、
あ
る
い
は
〔
他
の
も
の
の
規
定
と
し
て
で
な
く
と
も
〕
現
実
存
在
し
う

る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
（§ 10

）。
前
者
が
《
偶
有
性
》
で
あ
り
、
後
者

が
《
実
体
》
す
な
わ
ち
《
自
体
的
に
自
存
す
る
存
在
者
》
で
あ
る
。

Ens vel non potest exsistere, nisi ut determ
inatio alterius, vel potest 

( § 10). Prius A
C

C
ID

EN
S, posterius est SU

B
STA

N
TIA

 seu EN
S PER

 

SE SU
B

SISTEN
S.  

M
T [1739] § 191

有
名
な
著
者
〔
＝
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
〕
に
よ
る
と
、
他
の
も
の
の
規
定
と
し

て
現
実
存
在
す
る
存
在
者
が
〈
偶
有
性
〉
と
呼
ば
れ
る
。
ゆ
え
に
、
他
の
も

の
の
規
定
と
し
て
現
実
存
在
し
え
な
い
存
在
者
が
〈
実
体
〉
で
あ
ろ
う
。

Ens illud, quod existit ut determ
inatio alterius, vel ita esse potest, 

vocatur a C
l. A

utore accidens. Ergo ens illud, quod non existere 

potest ut alterius determ
inatio, erit substantia.

 

（G
aw

lick/K
reim

endahl [2011] S. 590

）
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バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
と
『
書
評
』
で
は
、
実
体
と
偶
有
性
を
区
別
す
る
基
準
が
異

な
っ
て
い
る
。§ 191

で
は
、
他
の
も
の
の
規
定
と
し
て
現
実
存
在
す
る
場
合
に

つ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
限
定
し
て
現
実
存
在
し
う
る
も
の
を
偶
有
性
、
そ

の
よ
う
な
場
合
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
現
実
存
在
し
う
る
も
の
を
実
体
と
、
そ
れ

ぞ
れ
を
定
義
し
て
い
る
。
他
方
で
『
書
評
』
は
、
実
体
に
対
す
る
譲
歩
の
記
述
を

簡
略
化
し
、
他
の
も
の
の
規
定
と
し
て
現
実
存
在
す
る
偶
有
性
と
、
他
の
も
の
の

規
定
と
し
て
現
実
存
在
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
実
体
と
し
て
、§ 191

を
解
釈
し

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、§ 191
は
実
体
が
他
の
も
の
の
規
定
と
し
て
現
実
存

在
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
な
い
。
規
定
が
徴
表
や
述
語
と
同
義
の
も
の
で
あ
る

点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
（cf. § 36

）、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
実
体
定
義
に
お
い
て

は
、
実
体
が
他
の
も
の
の
述
語
で
あ
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、『
書
評
』
は
彼
の
実
体
定
義
を
捉
え
損
ね
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
し
て
こ
の
誤
読
が
重
大
な
誤
り
で
あ
っ
た
こ
と
は
後
述
す
る
バ
ウ
ム
ガ
ル

テ
ン
の
意
図
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
上
記
の
よ
う
な
誤
読
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
の
か
。『
書
評
』

の
著
者
が
与
す
る
思
想
的
立
場
が
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
と
異
な
る
可
能
性
を
ま
ず

想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
が）

6
（

、
そ
の
著
者
は
依
然
と
し
て
明
ら
か
に
な
っ
て
お
ら

ず
、
具
体
的
な
特
定
は
困
難
で
あ
る）

7
（

。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
唯
一
の
手
掛
か
り
で

あ
る
「
第
二
序
文
」
に
注
目
し
た
い
。『
書
評
』
へ
の
応
答
と
い
う
「
第
二
序
文
」

の
性
格
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
が
そ
こ
で
言
及
し
た
実
体
論
に

関
す
る
当
時
の
主
要
な
定
説
を
、『
書
評
』
の
立
場
を
理
解
す
る
際
の
足
掛
か
り

と
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
。

「
第
二
序
文
」
で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
主
義
）
の
実
体
定
義
が
最
初
に

挙
げ
ら
れ
る
。
彼
（
ら
）
は
「
自
体
的
に
現
実
存
在
す
る
存
在
者
」（ens per se 

exsistens

）
や
「
基
体
」（subiectum

）
と
い
っ
た
古
典
的
表
現
を
用
い
て
実
体
を

定
義
し
て
お
り
、
そ
の
場
合
に
実
体
は
、
他
の
も
の
に
内
属
す
る
偶
有
性
に
対
し

て
、
自
存
す
る
存
在
者
と
し
て
区
別
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
自
存
と
内
属
と
い
う
存

在
形
式
の
違
い
に
応
じ
て
、
実
体
と
偶
有
性
は
鋭
く
対
立
す
る
。
こ
の
よ
う
な
自

存
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
実
体
を
捉
え
る
伝
統
的
な
立
場
は
、
デ
カ
ル
ト
（
主
義 ）

8
（

）
や
ス
ピ
ノ
ザ）

9
（

に
ま
で
通
底
す
る
も
の
と
し
て
、「
第
二
序
文
」
で
は
説
明
さ
れ

て
い
る
（cf. M

T [1743] a6–a7

〔S. 12–13

〕）。
し
た
が
っ
て
、
実
体
を
他
の
も

の
に
内
属
し
え
な
い
も
の
、
つ
ま
り
自
存
す
る
も
の
と
解
釈
す
る
『
書
評
』
は
、

こ
れ
ら
と
同
一
の
見
解
に
基
づ
く
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
か

ら
、『
書
評
』
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
伝
統
的
な
実
体
定
義
に
与
し
て
お
り
、

バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
実
体
定
義
が
伝
統
的
な
枠
組
に
即
し
て
理
解
さ
れ
た
た
め

に
、
先
の
誤
っ
た
解
釈
が
生
じ
た
と
結
論
さ
れ
る
。

先
に
引
用
し
た
『
書
評
』
の
誤
解
を
受
け
て
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
実
体
の
定

義
項§ 191

を
次
の
よ
う
に
書
き
換
え
て
い
る
。

存
在
者
と
は
、
他
の
も
の
の
（
他
の
も
の
の
う
ち
で
）
規
定
と
し
て
し
か
現

実
存
在
し
え
な
い
か
、
あ
る
い
は
〔
他
の
も
の
の
規
定
と
し
て
で
な
く
と

も
〕
現
実
存
在
し
う
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
（§ 10

）。
前
者
が
《
偶
有

性
》
で
あ
り
（
述
語
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
物
質
的
な
も
の
、§ 50

参
照
、

そ
の
存
在
す
る
も
の
は
内
在
す
る
、
付
帯
性
）、
後
者
が
《
実
体
》（
自
体
的

に
自
存
す
る
存
在
者
、
形
相
、
完
成
態
、
有
性
、
基
体
、
現
実
態
）
で
あ

る
。
実
体
は
、
た
と
え
他
の
も
の
の
う
ち
に
な
く
と
も
、
他
の
も
の
の
規
定
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で
な
く
と
も
、
現
実
存
在
し
う
る
。

Ens vel non potest exsistere, nisi ut determ
inatio alterius, (in alio), 

vel potest ( § 10). Prius A
C

C
ID

EN
S (praedicam

entale s. physicum
, 

cf. § 50, cuius esse est inesse, σ
υμ

βεβηκός) posterius est 

SU
B

STA
N

TIA
 (ens per se subsistens, form

a, ἐντελέχεια,  οὐσία, 

ὑπ
όστασις, ἐνέργεια) quod potest exsistere, licet non sit in alio, 

licet non sit determ
inatio alterius.

 
M

T [1743] § 191

（
傍
線
部
筆
者
強
調
）

ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
初
版
で
は
実
体
と
と
も
に
ス
モ
ー
ル
キ
ャ
ピ
タ
ル
で
表

記
さ
れ
て
い
た
「
自
存
す
る
存
在
者
」
と
い
う
概
念
が
、
丸
括
弧
の
な
か
で
他
の

伝
統
的
な
概
念
と
併
記
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
実
体
＝
自
存
〉
と
い
う
相
即

関
係
を
想
起
さ
せ
な
い
よ
う
に
工
夫
さ
れ
た
点
で
あ
る）

10
（

。
さ
ら
に
、『
書
評
』
で

看
過
さ
れ
た
譲
歩
表
現
に
つ
い
て
は
、「
た
と
え
他
の
も
の
の
う
ち
に
な
く
と
も
、

他
の
も
の
の
規
定
で
な
く
と
も
、
現
実
存
在
し
う
る
」
と
い
う
加
筆
を
施
す
こ
と

で
、
そ
の
正
し
い
解
釈
が
促
さ
れ
た
。『
書
評
』
を
契
機
と
す
る
こ
れ
ら
の
書
き

換
え
は
、
先
述
の
議
論
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
ま
ず
誤
読
の
防
止
を
目
的
と
し
た

も
の
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
誤
読
の
防
止
に
よ
っ
て
、
一
見
す
る

と
表
現
の
問
題
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
彼
の
実
体
定
義
が
、
伝
統
的
な
実

体
論
か
ら
の
差
異
化
と
い
う
意
識
の
も
と
に
提
唱
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
い
っ
そ
う

強
調
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
実
体
定
義
は
初
版
か
ら
一
貫
し
て
い
る
こ

と
、
そ
し
て
彼
の
目
的
は
自
存
と
内
属
と
い
う
異
な
る
存
在
形
式
に
応
じ
て
実
体

と
偶
有
性
を
定
義
す
る
伝
統
的
な
実
体
論
か
ら
の
差
異
化
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、「
た
と
え
他
の
も
の
の
う
ち
に
な
く
と
も
、
他
の
も
の
の

規
定
で
な
く
と
も
、
現
実
存
在
し
う
る
」
と
い
う
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
実
体
定
義

だ
け
で
は
、
彼
が
ど
の
よ
う
な
実
体
論
を
構
想
し
て
い
た
の
か
が
依
然
と
し
て
不

明
瞭
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
実
体
論
の
随
所
に
確
認
さ
れ
る
『
書
評
』
の

影
響
を
考
慮
し
つ
つ
、
彼
の
実
体
論
の
全
体
像
を
描
き
出
す
。

２　

初
版
の
実
体
論
か
ら
の
洗
練

―
実
体
的
な
も
の
と
力

バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
実
体
を
自
存
性
に
よ
っ
て
定
義
付
け
る
こ
と
を
し
な
か
っ

た
。
代
わ
り
に
、
彼
は
実
体
的
な
も
の
に
よ
っ
て
偶
有
性
が
内
属
す
る
と
こ
ろ
の

も
の
、
つ
ま
り
偶
有
性
の
内
属
の
主
語
で
あ
る
と
い
う
特
徴
を
、
力
に
よ
っ
て
偶

有
性
が
実
体
的
な
も
の
に
内
属
す
る
こ
と
の
（
充
足
的
）
根
拠
で
あ
る
と
い
う
特

徴
を
、
そ
れ
ぞ
れ
捉
え
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

ま
ず
、
実
体
的
な
も
の
と
い
う
概
念
の
定
義
項
か
ら
確
認
し
よ
う
。

実
体
の
う
ち
に
あ
っ
て
偶
有
性
が
内
属
し
う
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
偶
有
性

が
内
属
し
う
る
と
こ
ろ
の
主
語
（§ 344

参
照
）
で
あ
る
か
ぎ
り
の
実
体
は
、

《
実
体
的
な
も
の
》
と
呼
ば
れ
、
偶
有
性
は
実
体
的
な
も
の
の
そ
と
で
は
現

実
存
在
し
な
い
（§ 194

）。

Id in substantia, cui inhaerere possunt accidentia, s. substantia, 

quatenus est subiectum
 (cf. §344) id, cui accidentia inhaerere 
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possunt, SU
B

STA
N

TIA
LE vocatur, nec accidentia exsistunt extra 

substantiale ( § 194) 
M

T [1743] § 196

）
11
（

（
傍
線
部
筆
者
強
調
）

他
の
も
の
の
規
定
と
し
て
し
か
現
実
存
在
し
え
な
い
偶
有
性
は
、
他
の
も
の
に

内
属
す
る
こ
と
で
（cf. § 192

）、
つ
ま
り
他
の
も
の
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
で
現
実

存
在
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
（cf. § 194

）。
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
ま
ず
、
自
存

す
る
も
の
つ
ま
り
実
体
を
偶
有
性
の
内
属
先
と
し
て
示
す
と
（cf. § 194

）、
偶
有

性
が
内
属
し
う
る
も
の
の
説
明
に
実
体
的
な
も
の
と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
。
前

節
の
議
論
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
自
存
す
る
も
の
と
い
う
伝
統
的
な
枠
組
と
は
別

の
仕
方
で
実
体
を
特
徴
付
け
よ
う
と
す
る
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
意
図
の
も
と
に
、

実
体
的
な
も
の
が
導
入
さ
れ
た
と
解
釈
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に§ 196

の
異

同
に
関
し
て
、
初
版
で
は
実
体
的
な
も
の
が
「
偶
有
性
の
主
語
」
と
換
言
さ
れ
て

い
た
も
の
の
、
二
版
で
は
そ
の
表
現
が
削
除
さ
れ
、「
偶
有
性
が
内
属
し
う
る
と

こ
ろ
の
主
語
で
あ
る
か
ぎ
り
の
実
体
」
と
い
う
記
述
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
異
同
は
、
彼
が
「
第
二
序
文
」
で
批
判
し
た
表
現
、
つ
ま
り
実
体
を
偶
有
性

の
主
語
と
す
る
伝
統
的
な
表
現
を
避
け
る
た
め
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
。
そ
れ

ば
か
り
か
、「
実
体
は
実
体
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
記
述
に
書
き
換
え
ら
れ

た
こ
と
で
、
実
体
を
実
体
的
な
も
の
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
よ
う
と
す
る
バ
ウ
ム
ガ

ル
テ
ン
の
姿
勢
は
、
二
版
に
お
い
て
い
っ
そ
う
前
景
化
し
て
い
る
。

バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
続
け
て
、
偶
有
性
の
内
属
の
根
拠
を
力
と
い
う
概
念
で
説

明
す
る
。

偶
有
性
が
実
体
に
内
属
す
る
な
ら
ば
、
何
ら
か
の
内
属
の
根
拠
（§ 20

）
す

な
わ
ち
《
広
義
の
力
》（
効
力
、
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
、
活
動
性
、§216

参
照
）

が
あ
り
、
そ
し
て
何
ら
か
の
充
足
的
根
拠
が
あ
る
（§ 22

）。
こ
れ
が
《
力
》

（《
狭
義
の
力
》、
ま
た
簡
略
化
の
た
め
に
時
と
し
て
端
的
に
力
）
で
あ
る
。

Si substantiae inhaerent accidentia, est aliquid inhaerentiae ratio ( § 

20) s. V
IS LATIU

S D
IC

TA
, (efficacia, energia, activitas, cf. § 216) 

et sufficiens ( § 22). H
oc est V

IS (STR
IC

TIU
S D

IC
TA

 , et brevitatis 

causa nonnum
quam

 sim
pliciter).

 
M

T [1743] § 197

）
12
（

（
傍
線
部
筆
者
強
調
）

可
能
な
も
の
の
一
切
は
充
足
的
根
拠
を
も
つ
と
い
う
「
充
足
的
根
拠
の
原
理
」

（principium
 rationis sufficientis

）
に
則
る
な
ら
ば
（cf. § 22

）、
偶
有
性
が
実

体
に
内
属
す
る
と
い
う
帰
結
に
は
そ
の
充
足
的
根
拠
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ゆ

え
に
、「
他
の
も
の
」
や
「
実
体
的
な
も
の
」、
そ
し
て
「
偶
有
性
が
内
属
し
う
る

と
こ
ろ
の
主
語
で
あ
る
か
ぎ
り
の
実
体
」
と
説
明
さ
れ
て
き
た
偶
有
性
の
内
属
先

に
は
、
力
と
い
う
充
足
的
根
拠
が
あ
る
こ
と
が
結
論
さ
れ
る
。
さ
ら
に§ 197

の

異
同
に
つ
い
て
は
、
傍
線
部
が
加
筆
箇
所
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン

が
二
版
に
お
い
て
、
内
属
の
充
足
的
根
拠
か
ら
内
属
の
根
拠
を
区
別
し
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
。
厳
密
に
は
、「
能
力
」
や
「
潜
在
力
」
を
意
味
す
る
「
広
義
の
力
」

が
（§ 216

）、
狭
義
の
力
の
定
義
項
の
う
ち
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、

実
体
と
実
体
的
な
も
の
、
そ
し
て
力
の
関
係
が
明
示
的
に
記
述
さ
れ
る
箇
所
の
検

討
か
ら
、
そ
の
区
別
が
導
入
さ
れ
た
理
由
を
探
ろ
う
。

ま
ず
、
実
体
が
実
体
的
な
も
の
と
力
に
よ
っ
て
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
さ
れ
る§ 198

を
手
掛
か
り
と
し
た
い
。
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狭
義
の
力
は
実
体
で
あ
る
か
あ
る
い
は
偶
有
性
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で

あ
る
（§ 191

）。
さ
て
、
狭
義
の
力
は
偶
有
性
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、

狭
義
の
力
は
あ
ら
ゆ
る
偶
有
性
の
充
足
的
根
拠
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（§ 

197

）。
し
た
が
っ
て
、
狭
義
の
力
は
実
体
で
あ
り
、
そ
し
て
主
語
に
内
属
す

る
よ
う
に
偶
有
性
が
狭
義
の
力
そ
の
も
の
に
内
属
し
う
る
か
ぎ
り
で
、
狭
義

の
力
は
実
体
的
な
も
の
で
あ
る
（§ 196

）。

V
is strictius dicta aut est substantia, aut accidens ( § 191). Iam

 non est 

accidens, eorum
 om

nium
 quum

 sit ratio sufficiens ( § 197). Ergo est 

substantia, et quatenus ipsi inhaerere possunt accidentia, ut subiecto, 

substantiale ( § 196). 
M

T [1743] § 198

（
傍
線
部
筆
者
強
調
）

二
版
に
お
い
て
、
初
版
に
は
な
か
っ
た
「
狭
義
の
」
と
い
う
限
定
が
冒
頭
に
付

け
加
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
文
意
に
変
更
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
振
り

返
る
と
、
実
体
は
実
体
的
な
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
た
が
（cf. § 196

）、§ 

198

で
は
、
偶
有
性
の
内
属
の
充
足
的
根
拠
で
あ
る
以
上
、
狭
義
の
力
も
実
体
で

あ
り
、
実
体
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
見
す
る
と
、
実
体

と
実
体
的
な
も
の
、
そ
し
て
狭
義
の
力
は
す
べ
て
等
号
で
結
ば
れ
て
い
る
が
、
力

が
実
体
で
あ
る
の
は
そ
れ
が
充
足
的
根
拠
で
あ
る
場
合
、
つ
ま
り
狭
義
の
力
で
あ

る
場
合
に
か
ぎ
ら
れ
る
点
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
た
だ
根
拠

が
あ
る
だ
け
で
は
そ
こ
に
偶
有
性
が
内
属
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
帰
結
さ
れ
ず
、

充
足
的
根
拠
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
偶
有
性
は
そ
こ
に
内
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ゆ

え
に
、
広
義
の
力
が
実
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い）

13
（

。
し
た
が
っ
て
、§ 

198

の
役
割
と
は
力
と
い
う
根
拠
か
ら
実
体
と
実
体
的
な
も
の
と
い
う
帰
結
へ
の

推
論
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
り
、
力
の
区
分
の
導
入
に
は
、
例
え
ば
広
義
の
力
で

あ
る
認
識
能
力
（cf. § 519

）
を
短
絡
的
に
実
体
と
み
な
す
よ
う
な
誤
読
の
可
能

性
を
排
除
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、
私
た
ち
は§ 200

の
異
同
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
力
の
区
分
が
必
要

で
あ
っ
た
も
う
一
つ
の
理
由
を
指
摘
し
た
い
。

実
体
が
偶
有
性
に
み
え
る
な
ら
ば
《
述
語
化
さ
れ
た
実
体
》
で
あ
ろ
う
し
、

個
別
の
実
体
は
《
個
体
》
で
あ
る
。

Substantiae si videntur accidentia, sint SU
B

STA
N

T
IA

E 

PR
A

ED
IC

ATA
E, singulares sunt SU

PPO
SITA

. 
M

T [1743] § 200

）
14
（

初
版
の§ 200

に
あ
た
る
記
述
は
二
版
で
は§ 199

に
組
み
込
ま
れ
、
新
た
に

「
述
語
化
さ
れ
た
実
体
」
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
実
体
で
あ
り
な
が
ら
も
偶
有
性

に
み
え
る
の
は
、
そ
こ
に
与
え
ら
れ
た
力
が
広
義
の
力
に
す
ぎ
ず
、
偶
有
性
が
そ

こ
に
内
属
す
る
こ
と
が
帰
結
し
て
い
な
い
た
め
に
、
自
存
す
る
よ
う
に
み
え
な
い

か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
述
語
化
さ
れ
た
実
体
の
成
立
に
も
、
先
の
力
の
区

別
が
必
要
で
あ
っ
た
と
指
摘
で
き
る
。
さ
ら
に
こ
の
記
述
は
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン

の
実
体
定
義
の
含
意
、
つ
ま
り
実
体
が
他
の
も
の
の
規
定
で
あ
る
こ
と
を
許
容
し

て
い
る
点
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て§ 200

の
書
き
換
え
は
、
他
で

も
な
く
『
書
評
』
の
誤
読
を
受
け
て
、
自
身
の
実
体
論
の
立
場
が
最
も
前
景
化
し

た
実
体
論
の
記
述
で
あ
る
と
い
え
る）

15
（

。

以
上
か
ら
、『
書
評
』
の
影
響
は
実
体
論
全
体
に
及
ぶ
こ
と
、
そ
し
て
『
書
評
』
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に
よ
っ
て
、
実
体
論
全
体
が
「
た
と
え
他
の
も
の
の
う
ち
に
な
く
と
も
、
他
の
も

の
の
規
定
で
な
く
と
も
、
現
実
存
在
し
う
る
」
と
い
う
実
体
定
義
に
即
し
て
洗
練

さ
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
私
た
ち
は
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
が
な
ぜ
伝

統
的
な
実
体
定
義
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
に
対
す
る
積
極
的
な
説
明

に
至
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、「
第
二
序
文
」
を
手
掛
か
り
に
彼
の
動

機
を
検
討
し
よ
う
。

３　

二
重
の
差
異
化

―
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
か
ら
の
差
異
化
へ

「
第
二
序
文
」
に
目
を
配
る
と
、
そ
こ
に
は
伝
統
的
な
実
体
定
義
か
ら
の
差
異

化
に
対
す
る
彼
の
動
機
が
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
実
体
を

自
存
す
る
と
い
う
存
在
形
式
に
よ
っ
て
定
義
す
る
伝
統
的
な
立
場
で
は
、
実
体
と

い
う
概
念
は
究
極
的
に
は
神
の
み
に
相
応
し
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
が
、
そ
の

概
念
は
神
に
も
被
造
物
に
も
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る（cf. M

T [1743] 

a7

〔S. 14

〕）。
こ
の
記
述
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
神
と
被
造
物
と
い
う
視
点

か
ら
再
構
成
す
る
こ
と
で
、
彼
の
動
機
と
そ
こ
に
生
じ
た
独
自
の
実
体
論
が
解
明

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
見
通
し
が
得
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
な
ぜ
「
他
の
も
の
の
規
定
と
し
て
で
な
く
と
も
現
実
存
在
し
う
る
存

在
者
」
と
い
う
実
体
定
義
を
提
唱
し
た
の
か
の
理
由
が
神
と
被
造
物
と
の
関
係
の

う
ち
に
説
明
さ
れ
る
、
以
下
の
「
第
二
序
文
」
の
記
述
に
目
を
向
け
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
基
体
と
い
う
語
が
妨
害
を
引
き
お
こ
さ
な
い
よ
う
に
、
そ

の
語
を
避
け
て
、
そ
の
事
柄
〔
、
す
な
わ
ち
実
体
〕
を
、
他
の
も
の
の
規
定

で
な
く
と
も
現
実
存
在
し
う
る
存
在
者
と
私
は
表
現
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
他

の
も
の
に
規
定
な
い
し
帰
結
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
い
か
な
る
創
造
さ
れ
た
実

体
も
現
実
存
在
し
え
な
い
こ
と
を
私
は
認
め
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
規
定
さ

れ
た
も
の
は
、
規
定
な
い
し
述
語
と
い
う
概
念
か
ら
は
十
分
に
異
な
っ
て
お

り
、
そ
れ
は
哲
学
者
が
い
く
つ
か
の
音
節
や
長
母
音
の
一
致
を
気
に
か
け
な

い
ほ
ど
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
創
造
さ
れ
た
実
体
は
、
他
の
も
の
の
規
定
な
い

し
述
語
で
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
神
自
身
の
規
定
な
い
し
述
語
で

な
い
と
し
て
も
、
現
実
存
在
し
う
る
。
い
か
な
る
述
語
で
も
な
い
と
し
て

も
、
神
は
現
実
存
在
し
て
い
る
。

N
e tam

en term
inus subiecti rem

oram
 iniiceret, eum

 vitavi, rem
 

ita expressi: ens, quod potest exsistere, licet non sit determ
inatio 

alterius. Sic concedo, nullam
 creatam

 substantiam
 exsistere posse 

ita, ut non sit determ
inatum

 s. rationatum
 alterius. D

eterm
inatum

 

autem
 a determ

inatione s. praedicato conceptibus satis differt, non 

curante syllabarum
 aliquam

 et apicum
 convenientiam

 philosopho. 

O
m

nis substantia creata potest exsistere ita, ut non sit determ
inatio 

s. praedicatum
 alterius, nec ipsius quidem

 dei. D
eus ita exsistit, ut sit 

nullius praedicatum
. 

M
T [1743] a7

〔S. 14

〕

バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
、
他
の
も
の
の
規
定
や
述
語
で
あ
る
こ
と
と
、
他
の
も
の

に
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
異
な
る
と
指
摘
す
る
。「
規
定
さ
れ
る
」（determ

inatur

）

こ
と
に
関
し
て
、「
規
定
す
る
も
の
」（determ

inans

）
と
「
規
定
さ
れ
た
も
の
」

（determ
inatum

）
の
う
ち
に
は
、
一
方
が
定
立
／
廃
棄
さ
れ
る
と
他
方
が
定
立
／
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廃
棄
さ
れ
る
と
い
う
、
根
拠
と
帰
結
の
関
係
が
成
立
す
る
（cf. § 35

）。
つ
ま
り
、

他
の
も
の
に
規
定
さ
れ
た
も
の
は
、
自
ら
を
規
定
す
る
も
の
に
対
し
て
、
存
在
の

点
で
依
存
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
の
も
の
の
規
定
や
述
語
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
規
定
や
述
語
が
属
す
る
他
の
も
の
に
対
し
て
、
存
在
の
点

で
依
存
す
る
こ
と
を
含
意
し
な
い
。
と
い
う
の
も
、
規
定
や
述
語
を
規
定
す
る
の

は
、
他
の
も
の
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
が
属
す
る
他
の
も
の
は
、
任
意
の
主
語
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

以
上
か
ら
、
先
の
引
用
は
神
と
被
造
物
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
記
述
と

し
て
解
釈
さ
れ
る
。
創
造
さ
れ
た
実
体
は
、
神
に
規
定
さ
れ
た
も
の
、
つ
ま
り
神

と
い
う
根
拠
に
よ
っ
て
帰
結
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
は
神
な
し
に
現

実
存
在
し
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
神
も
被
造
物
も
他
の
も
の
の
述
語
で
あ
る

こ
と
な
し
に
現
実
存
在
し
う
る
の
で
あ
る
。

私
た
ち
は
こ
こ
に
、
他
の
も
の
の
規
定
で
な
く
と
も
現
実
存
在
し
う
る
と
い
う

彼
の
実
体
定
義
の
原
型
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
ば
か
り
か
、
実
体
的
な
も
の

に
特
徴
を
付
け
ら
れ
る
実
体
論
の
意
義
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
他
の
も
の
の
規
定

で
あ
る
こ
と
は
、
規
定
の
充
足
的
根
拠
を
も
た
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ

り
、
規
定
の
成
立
を
主
語
へ
の
述
語
の
適
用
と
考
え
る
立
場
で
は
、
偶
有
性
が
内

属
す
る
こ
と
の
充
足
的
根
拠
を
自
ら
の
う
ち
に
も
た
な
い
こ
と
と
換
言
で
き
る
。

こ
の
点
は
同
時
に
、
実
体
が
実
体
的
な
も
の
で
あ
り
狭
義
の
力
で
あ
る
と
い
う
前

節
の
議
論
に
通
ず
る
こ
と
か
ら
、
実
体
的
な
も
の
と
狭
義
の
力
が
被
造
物
と
い
う

実
体
に
神
と
の
共
通
性
を
特
徴
付
け
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
実

際
に
同
著
作
「
自
然
神
学
」
の
な
か
で
、
神
が
最
大
の
充
足
的
根
拠
を
も
つ
こ
と

（cf. § 816

）、
及
び
実
体
的
な
も
の
の
一
切
が
神
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
こ

と
（cf. § 953

）
の
二
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
な

ら
ば
、
狭
義
の
力
は
段
階
的
な
差
異
を
も
ち
な
が
ら
神
へ
と
連
続
す
る
性
質
で
あ

り
、
他
方
で
実
体
的
な
も
の
は
存
在
論
上
の
神
と
の
断
絶
を
前
提
と
し
て
い
る
と

解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る）

16
（

。

以
上
か
ら
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
実
体
定
義
が
も
つ
意
義
は
次
の
よ
う
に
ま
と

め
ら
れ
る
。
自
存
と
い
う
存
在
形
式
に
注
目
す
る
伝
統
的
な
実
体
論
に
与
す
る
か

ぎ
り
、
実
体
定
義
そ
の
も
の
の
う
ち
に
存
在
論
上
の
絶
対
的
な
上
下
関
係
が
措
定

さ
れ
、
実
体
は
究
極
的
に
神
の
み
に
相
応
し
い
術
語
と
な
っ
て
し
ま
う）

17
（

。
し
か
し

な
が
ら
、
実
体
的
な
も
の
と
力
の
問
題
と
し
て
再
構
成
さ
れ
た
実
体
論
に
お
い
て

は
、
程
度
の
差
は
あ
れ
ど
も
神
と
被
造
物
は
共
に
力
を
も
つ
点
で
実
体
で
あ
り
、

存
在
論
的
な
両
者
の
断
絶
は
両
者
の
共
通
性
を
捉
え
る
実
体
的
な
も
の
の
う
ち
に

組
み
込
ま
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
実
体
は
神
と
被
造
物
に
と
っ
て
同
等
に
相
応

し
い
術
語
と
な
る
の
で
あ
る）

18
（

。
そ
の
点
で
実
体
的
な
も
の
は
、
穏
健
で
あ
り
な
が

ら
も
、
生
成
変
化
す
る
被
造
物
に
相
応
し
い
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
実
体
概
念
の
創
出

を
支
え
て
い
る
と
い
え
る
。

従
来
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
実
体
論
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

か
ら
の
影
響
と
評
価
さ
れ
る）

19
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
本
節
で
指
摘
し
た
彼
の
実
体

定
義
の
眼
目
、
つ
ま
り
神
と
被
造
物
の
断
絶
と
連
続
と
い
う
特
徴
に
鑑
み
れ
ば
、

「
他
の
も
の
の
規
定
」
つ
ま
り
他
の
も
の
の
述
語
で
な
く
て
も
現
実
存
在
し
う
る

と
い
う
彼
の
実
体
定
義
は
、
被
造
物
を
神
の
述
語
と
捉
え
た
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
へ
の

批
判
的
応
答
で
あ
っ
た
と
評
価
し
う
る
。
第
１
節
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、「
第
二

序
文
」
で
は
伝
統
的
な
実
体
論
の
極
致
と
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。

神
と
被
造
物
に
相
応
し
い
定
義
を
実
体
に
与
え
る
こ
と
は
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
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実
体
論
、
さ
ら
に
形
而
上
学
の
体
系
全
体
に
お
い
て
、
神
と
い
う
「
無
限
な
実
体

は
唯
一
の
実
体
で
は
な
い
」（§ 389

）
と
い
う
端
的
な
命
題
を
導
く
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
彼
が
そ
の
命
題
を
棄
却
す
る
立
場
を
「
形
而
上
学
上
の
ス
ピ
ノ
ザ
主

義
」
と
名
付
け
て
い
る
以
上
（cf. M

T [1743] b2

〔S. 20

〕）、
本
稿
で
示
し
た
伝

統
的
な
実
体
論
か
ら
の
差
異
化
と
い
う
問
題
意
識
は
た
し
か
に
ス
ピ
ノ
ザ
か
ら
の

差
異
化
へ
と
通
底
し
て
い
る
。

テ
ク
ス
ト
の
異
同
も
二
つ
の
差
異
化
の
関
係
を
暗
に
示
す
。
初
版
で
は
「
ス
ピ

ノ
ザ
主
義
の
運
命
」
と
い
う
表
現
の
み
で
し
か
ス
ピ
ノ
ザ
と
い
う
言
葉
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
（cf. M

T [1739] § 382

）、
二
版
で

は
「
第
二
序
文
」
で
『
形
而
上
学
』
の
一
部
が
ス
ピ
ノ
ザ
批
判
で
あ
る
こ
と
が
宣

言
さ
れ
る
と
（cf. M

T [1743] b2

〔S. 20

〕 ）
20
（

）、
先
の
「
形
而
上
学
上
の
ス
ピ
ノ
ザ

主
義
」
に
加
え
て
、
神
が
世
界
外
的
な
存
在
者
で
あ
る
と
い
う
命
題
を
棄
却
す
る

立
場
と
し
て
の
「
神
学
上
の
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
」
と
い
う
表
現
が
導
入
さ
れ
て
い
る

（cf. M
T [1743] § 855

）。
前
者
の
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
が
後
者
の
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
の
基

礎
付
け
を
担
う
こ
と
か
ら
、
二
つ
の
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
は
二
版
に
お
け
る
実
体
論
の

洗
練
に
伴
っ
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

両
者
の
区
分
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
神
と
被
造
物
の
関
係
か
ら
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ

ン
の
ス
ピ
ノ
ザ
批
判
に
到
達
し
た
本
稿
の
議
論
は
、
形
而
上
学
上
の
ス
ピ
ノ
ザ
主

義
と
い
う
一
面
し
か
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
。
ゆ
え
に
、
私
た
ち
は
稿
を
改
め
て
、

実
体
論
に
基
礎
付
け
ら
れ
た
世
界
論
と
、
神
と
世
界
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と

で
、
神
学
上
の
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
と
い
う
別
の
一
面
へ
と
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
上

記
の
課
題
を
残
す
も
の
の
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
実
体
論
が
伝
統
的
な
実
体
論
か

ら
の
差
異
化
だ
け
で
は
な
く
、
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
か
ら
の
差
異
化
と
い
う
二
重
の
差

異
化
の
う
ち
に
成
立
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
ス
ピ
ノ
ザ
へ
の
批
判
的
応
答
者

と
い
う
従
来
と
は
異
な
る
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
像
を
提
示
し
た
点
は
本
稿
の
成
果
で

あ
る
。

＊
本
研
究
はJSPS

科
研
費
（
課
題
番
号: 19J20034

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部

で
あ
る
。

凡　

例

バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
原
文
の
ス

モ
ー
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
は
《　

》
で
、
イ
タ
リ
ッ
ク
は
〈　

〉
で
表
示
し
た
。『
形
而
上

学
』
本
文
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
版
の
異
同
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
角
括
弧
の

な
か
に
出
版
年
数
を
表
記
し
、
例
え
ば
初
版
の
第
１
項
はM

T [1739] § 1

の
よ
う
に

記
し
た
。『
書
評
』
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
一
年
に
出
版
さ
れ
た
批
判
校
訂
版
に

付
さ
れ
た
も
の
か
ら
行
っ
た
。
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注（
1
）
『
形
而
上
学
』
全
体
を
射
程
に
収
め
る
研
究
と
し
て
は
、
カ
ス
ラ
に
よ
る
『
バ
ウ
ム
ガ

ル
テ
ン
の
形
而
上
学
』（
一
九
七
三
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
敬
虔
主
義
と
ヴ
ォ
ル
フ
主
義
か

ら
の
影
響
、
ま
た
予
定
調
和
説
を
め
ぐ
る
論
争
等
、
重
要
な
論
点
を
多
数
示
唆
し
て
い
る

点
で
今
日
で
も
注
目
に
値
す
る
。

（
2
）
『
形
而
上
学
』
の
出
版
事
情
に
つ
い
て
は
、G

aw
lick/K

reim
endahl [2011] S. 

LX
X

IV

、
及
びFugate/H

ym
ers [2013] p. 53

を
参
照
の
こ
と
。

（
3
）
機
会
原
因
説
・
物
理
影
響
説
・
予
定
調
和
説
と
い
っ
た
、
実
体
の
相
互
関
係
を
説
明

す
る
為
の
理
論
、
つ
ま
り
世
界
の
統
一
の
理
論
を
め
ぐ
る
対
立
が
最
も
一
般
に
想
定
さ
れ

る
問
題
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
増
山[2015] p. 19, pp. 36–48

も
参
照
の
こ

と
。

（
4
）
『
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
学
報
』
は
、
一
六
八
二
年
に
オ
ッ
ト
ー
・
メ
ン
ケ
が
創
刊
し
た
学
術

誌
で
あ
る
。
そ
の
中
心
的
寄
稿
者
に
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
や
、
ス
ピ
ノ
ザ
と
も
親
交
の
あ
っ

た
チ
ル
ン
ハ
ウ
ス
、
そ
し
て
『
哲
学
事
典
』
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
る
ヴ
ァ
ル
ヒ
等
が
含

ま
れ
て
い
た
。

（
5
）
『
書
評
』
と
『
形
而
上
学
』
の
関
係
に
つ
い
て
は
、Gaw

lick/K
reim

endahl [2011] S. 

LX
X

IV

、
及
びFugate/H

ym
ers [2013] p. 53

も
参
照
の
こ
と
。

（
6
）
『
書
評
』
か
ら
の
引
用
に
再
度
目
を
向
け
る
と
、
偶
有
性
に
つ
い
て
の
第
一
文
で
は

現
在
形
「
呼
ば
れ
る
」（vocatur

）、
実
体
に
つ
い
て
の
第
二
文
で
は
推
量
の
意
で
未
来
形

「
で
あ
ろ
う
」（erit

）
が
使
わ
れ
、
こ
れ
ら
の
文
は
接
続
詞
「
し
た
が
っ
て
」（ergo

）
で

結
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
鑑
み
る
と
、§ 191

の
実
体
定
義
を
偶
有
性
の
定
義
か
ら
導
出

さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
、
そ
れ
が
自
身
の
知
る
実
体
定
義
と
は
異
な
る
た
め
に
受
け
入
れ

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
と
す
る
『
書
評
』
の
立
場
が
推
察
さ
れ
る
。

（
7
）
ニ
グ
リ
は
、
兄
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
が
執
筆
者
で
は
な
い
か
と
い
う

仮
説
を
提
示
し
て
い
る
が
（N

iggli[1991]S. LV

）、
ド
イ
ツ
語
訳
に
付
さ
れ
た
解
説
論

文
は
そ
の
仮
説
は
あ
く
ま
で
も
推
測
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
（G

aw
lick/K

reim
endahl 

[2011] S. LX
X

V
–LX

X
V

I

）。

（
8
）
デ
カ
ル
ト
の
『
省
察
』「
第
四
答
弁
」
や
『
哲
学
原
理
』
第
一
部
15
章
が
想
定
さ

れ
て
い
る
（cf. N

iglli [1999] S. 98, G
aw

lick/K
reim

endahl [2011] S. 553, Fugate/

H
ym

ers [2013] p. 85

）。

（
9
）
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
エ
チ
カ
』
の
第
三
定
義
が
想
定
さ
れ
て
い
る
（M

T [1743] S. 16

）。

（
10
）
ル
ッ
ク
は
こ
の
定
義
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
と
プ
ラ
ト
ン
主
義
を
折
衷
し
た
ラ

イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
の
親
近
性
を
指
摘
す
る
（cf. Look [2013] p. 205

）。

（
11
）M

T [1739] § 196

「
実
体
の
う
ち
に
あ
っ
て
偶
有
性
が
内
属
し
う
る
も
の
は
《
実

体
的
な
も
の
》
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
は
偶
有
性
の
主
語
で
あ
り
、
偶
有
性
は
実
体
的
な
も
の

の
そ
と
で
は
現
実
存
在
し
な
い
（§ 194

）。」（Id in substantia, cui inhaerere possunt, 
accidentia, SU

B
STA

N
TIA

LE vocatur, eorum
que subiectum

 est, nec accidentia 

exsistunt extra substantiale ( § 194).

）

（
12
）M

T [1739] § 197

「
偶
有
性
が
実
体
に
内
属
す
る
な
ら
ば
、
何
ら
か
の
内
属
の

充
足
的
根
拠
が
あ
る
（§ 22

）。
こ
れ
が
《
力
》
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
力
と
は
偶

有
性
が
実
体
に
内
属
す
る
こ
と
の
充
足
的
根
拠
で
あ
る
。」（Si substantiae inhaerent 

accidentia, est aliquid inhaerentiae ratio sufficiens ( § 22). H
oc est V

IS. V
is ergo 

ratio sufficiens inhaerentium
 substantiis accidentum

.

）

（
13
）
他
方
で
、
後
続
の§ 199

で
は
実
体
と
い
う
帰
結
か
ら
狭
義
の
力
と
広
義
の
力
の
両
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者
が
根
拠
と
し
て
導
出
さ
れ
る
点
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
力
の
区
分
は
根
拠

か
ら
帰
結
の
推
論
に
と
っ
て
よ
り
有
効
な
分
類
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
14
）M

T [1739] § 200

「
力
を
与
え
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
実
体
的
な
も
の
を
も
つ
の

で
あ
り
（§ 198

）、
そ
れ
ゆ
え
実
体
で
あ
る
（§ 196

）。
し
た
が
っ
て
、
実
体
は
力
を
与
え

ら
れ
た
存
在
者
と
定
義
さ
れ
う
る
（§ 199

）。」（O
m

ne vi praeditum
 habet substantiale 

( § 198), hinc est substantiata ( § 196). Ergo substantia potest definiri per ens vi 

praeditum
 ( § 199).

）

（
15
）
カ
ス
ラ
は
、
伝
統
的
な
実
体
論
に
対
し
て
ヴ
ォ
ル
フ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
的
な

側
面
を
重
ね
、
個
体
が
定
義
さ
れ
る§ 200

に
注
目
し
、
こ
こ
に
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
が
ラ

イ
プ
ニ
ッ
ツ
主
義
へ
と
傾
い
た
転
機
を
み
て
い
る
（C

asula [1979] pp. 564–565

）。
彼

は§ 200

の
書
き
換
え
が
三
版
に
あ
っ
た
と
記
述
し
て
い
る
が
、
正
し
く
は
二
版
で
あ
る

こ
と
を
こ
こ
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

（
16
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
第
一
実
体
と
第
二
実
体
、
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
無
限
な

実
体
と
有
限
な
実
体
な
ど
が
、
好
例
で
あ
ろ
う
。

（
17
）
規
定
が
他
の
も
の
に
お
い
て
表
象
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
（cf. 

§ 37

）、
神
と
被
造
物
は
他
の
も
の
に
お
い
て
表
象
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
と
も
現
実
存
在
し

う
る
と
い
う
共
通
点
を
も
つ
と
換
言
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
を
モ
ナ
ド
一
元
論

的
な
世
界
観
と
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
論
を
受
容
す

る
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
に
と
っ
て
、
モ
ナ
ド
論
と
実
体
論
の
関
係
、
あ
る
い
は
モ
ナ
ド
と
実

体
的
な
も
の
の
関
係
を
問
う
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
バ

ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
が
モ
ナ
ド
に
表
象
力
を
認
め
て
い
た
点
（cf. § 400

）
を
確
認
し
、
さ
ら

に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
実
体
的
な
も
の
と
い
う
術
語
を
含
む
議
論
と
の
関
連
が
ル
ッ

ク
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
（cf. Look [2013] p. 206

）
を
紹
介
す
る
に
留
め
た

い
。
こ
の
課
題
の
検
討
は
別
稿
に
譲
る
。

（
18
）
神
と
被
造
物
が
同
等
で
あ
る
こ
と
の
意
義
は
、
第
一
に
創
造
以
後
の
世
界
に
つ
い
て

自
然
科
学
的
に
語
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
点
に
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
第
二
に
当
時
流
行
し

て
い
た
芸
術
創
作
を
神
の
世
界
創
造
に
重
ね
る
表
現
と
の
親
和
性
が
高
い
こ
と
も
挙
げ
ら

れ
る
。
第
一
の
点
に
つ
い
て
は
、
津
田[2020] pp. 42–43

も
参
照
の
こ
と
。

（
19
）
伝
統
的
な
カ
ス
ラ
（C

asula [1979], 

注
15
参
照
）
や
近
年
で
は
ル
ッ
ク
（Look 

[2013], 

注
10
参
照
）
等
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
20
）
宣
言
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、§ 389

が
誤
植
で
は
な
い
か
と
い
う
『
書
評
』
の

指
摘
で
あ
る
（G

aw
lick/K

reim
endahl [2011] S. 592

）。
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Double Differentiation in Baumgarten’s Theory of Substance
The Renewal of Traditional Theory and his Response to Spinoza

Shiori TSUDA

The purpose of this paper is to focus on the revision of substance theory in Baumgarten’s 
Metaphysics (1739/1743) and present a new image of Baumgarten by using a different methodology than 
that adopted by many previous studies.

By doing so, we have overcome the following methodological problems: first, previous studies have 
quoted and interpreted only parts of his work, which consists of a thousand paragraphs; and second, 
although his work was reprinted four times during his lifetime, the differences between the various 
versions have been overlooked for a long time. To contextualize the respective work, I have considered 
the preface to the second edition and the review of “Metaphysica per A. G. Baumgarten (1739),” 
published in Nova acta eruditorum (1742).

This paper is structured as follows. The first section alludes to a differentiation from the traditional 
theory of substance: I examine his rewriting in the definition of “substance” (substantia) and characterize 
his definition by comparing the traditional interpretation that sharply opposes substance and accidents. 
In the second section, I present the whole of Baumgarten’s sophisticated theory of substance: I elucidate 
that by focusing on the concepts of the “substantial” (substantiale) and “power” (vis), the review was an 
opportunity to refine his theory. The third section provides the background of his theory, focusing on 
the second preface: I show the double differentiation, a differentiation from the traditional theory that 
follows from the first edition, with the review as a catalyst and then into a differentiation from Spinoza’s 
philosophy that was foregrounded in the second edition.


