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普
遍
と
は
何
で
あ
る
か
。
ま
た
概
念
と
は
何
で
あ
る
か
。
否
、
そ
れ
ら
は
そ
も
そ
も
あ
る
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
若
し
あ
る

　
　
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
、
そ
れ
で
は
そ
れ
ら
ぼ
如
飼
な
る
あ
の
方
に
於
、
い
て
あ
る
の
で
あ
る
か
。
私
だ
ち
が
上
に
吟
味
し
て
來
た
の

　
　
は
こ
の
様
な
問
い
で
あ
り
、
こ
れ
に
封
し
て
過
去
に
輿
え
ら
れ
定
い
く
つ
か
の
答
え
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
そ
こ
か
ら
生
じ
て
き

　
　
た
新
し
い
問
題
、
ま
た
そ
の
解
決
へ
の
可
能
性
の
方
向
で
あ
っ
た
。
！
そ
れ
は
、
　
「
意
味
問
題
」
に
ど
の
檬
な
示
唆
を
購
え
る
で
あ
ろ

　
　
う
か
。

　
　
　
私
た
ち
は
こ
』
で
、
凡
そ
意
味
と
い
う
も
の
を
、
普
逓
と
か
概
念
と
か
と
の
關
聯
に
於
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
こ
と
自
盤
の
樫
利
を
改

　
　
め
て
辮
明
せ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
普
遍
な
い
し
概
念
と
は
、
蓮
諮
さ
れ
る
語
の
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
っ
た
人
々
の
激
多
の
例
を
、
私

　
　
た
ち
が
既
に
知
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
こ
の
三
者
の
必
然
的
な
蘭
聯
を
よ
り
明
確
に
規
定
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
も
な

　
　
く
ば
、
普
掻
問
題
の
考
察
か
ら
意
昧
幽
遠
に
何
ら
か
の
指
示
を
讃
も
う
と
す
る
こ
と
は
、
意
味
演
題
を
故
意
に
攣
面
す
る
こ
と
で
あ
の
、
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或
は
せ
い
ぜ
い
循
環
で
あ
る
と
鷺
わ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
し
か
し
ま
す
こ
の
種
の
循
環
、
師
ち
探
究
手
美
き
に
關
す
る
批
鯛
的
反
省
的
な
側
壁
と
、
購
象
内
容
に
つ
い
て
の
形
而
上
學
的
野
設
的

　
　
な
側
面
と
の
循
環
は
、
む
し
ろ
哲
學
そ
の
も
の
の
性
格
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
っ
て
、
如
何
な
る
問
題
の
場
合
に
も
、
私
だ
ち
が
こ
の
循
環

　
　
の
外
へ
出
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
論
理
實
讃
空
義
は
勿
論
、
分
祈
二
様
の
立
場
も
、
そ
れ
が
高
度
に
批

　
　
判
圭
義
的
で
改
の
る
に
も
、
か
か
わ
ら
す
、
サ
℃
れ
白
回
身
が
廓
貰
は
形
而
上
慰
γ
的
晶
腿
提
－
科
思
Ψ
へ
の
熱
…
新
身
の
信
頼
a
は
｝
つ
の
形
而
上
認
Ψ
的
串
腔
腸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

　
　
で
あ
る
t
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
屡
々
指
摘
さ
れ
る
所
で
あ
る
。
）
　
今
の
私
た
ち
の
問
題
に
つ
い
で
も
、
曹
遍
、
概
念
、
意
味

　
　
の
内
酌
聯
關
は
、
何
ら
か
の
自
覧
的
な
方
法
的
規
準
の
上
に
た
つ
野
上
で
、
始
め
て
取
り
出
さ
れ
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
し
か
も
、

　
　
こ
の
方
法
の
画
定
（
む
し
ろ
探
究
方
向
の
企
て
）
自
身
が
、
豫
め
三
者
の
票
象
的
聯
關
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
豫
想
に
支
充
ら
れ
て
い
る

　
　
ぽ
か
は
な
い
と
思
う
。

　
　
　
こ
う
い
う
よ
ゆ
根
本
的
な
（
あ
ら
ゆ
る
誓
學
探
究
に
共
通
な
）
問
題
を
断
饗
し
た
上
で
、
　
「
意
味
問
題
し
が
、
特
に
墨
斑
や
概
念
と
の

　
　
聯
關
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
よ
い
理
由
を
、
こ
こ
で
は
次
の
檬
に
考
え
て
蔚
豊
た
い
。
そ
れ
は
二
つ
あ
る
。
第
一
に
は
、
こ
と
ば
の
も
つ

　
　
意
味
と
い
う
こ
と
が
、
す
ぐ
れ
て
問
題
性
を
あ
ら
わ
す
場
面
が
、
一
般
名
麟
（
特
に
蓬
語
た
り
う
る
）
と
い
至
冒
語
要
素
に
ほ
か
な
ら
な

　
　
い
か
ら
で
あ
る
。
一
般
名
欝
と
は
、
先
に
、
「
知
る
こ
と
に
お
い
て
、
知
る
個
物
と
知
ら
れ
る
個
物
と
の
間
へ
介
入
し
て
來
る
第
三
項
」
と

　
　
云
っ
た
も
の
の
言
語
附
表
出
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
こ
の
一
身
名
鑑
に
つ
い
て
こ
そ
、
そ
れ
が
費
盤
化
せ
ら
れ
る
傾
き
が
常
に
つ
き
ま
と

　
　
つ
て
誇
り
、
そ
こ
で
こ
そ
意
味
と
い
勇
こ
と
が
す
冷
、
れ
て
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
と
共
に
、
し
か
も
意
味
と
い
う
纂
が
ら
の
特
質
が
最
も
覆

　
　
わ
れ
易
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
こ
と
ば
と
い
う
も
の
を
主
題
的
に
問
題
に
す
れ
ば
、
凡
そ
ど
の
糠
な
場
薗
に
も
意
味
と
い
う
こ
と
が
根
本
的
契
棲
、
と
し
て
立
ち
あ
ら
わ

　
　
れ
て
く
る
と
し
て
、
ま
た
、
こ
と
ば
が
働
く
所
に
は
、
ど
こ
に
限
ら
す
、
そ
の
こ
と
ぼ
の
意
味
が
語
ら
れ
う
る
と
し
て
、
一
般
名
辮
は
こ
と

　
　
ば
の
要
素
の
中
で
、
云
わ
ば
中
坪
的
な
位
置
を
し
め
る
。
今
、
こ
と
ぼ
が
意
欲
的
に
、
又
情
動
的
に
は
た
ら
く
場
合
を
心
慮
別
と
し
て
い
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丸
ば
、
こ
と
ば
が
働
く
と
い
う
騨
、
そ
れ
は
ま
す
、
常
識
的
に
も
文
と
し
て
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
G
意
味
菱
な
す
と
い
わ
れ
る
こ
と
ぼ

は
文
で
あ
る
。
し
か
し
文
は
、
　
～
般
入
墨
（
狭
義
の
蓮
語
と
他
動
詞
、
前
置
詞
な
ど
の
關
係
語
）
を
飲
い
て
は
な
り
た
た
な
い
。
轟
X
の
肇

素
に
は
、
勿
論
、
　
一
般
名
僻
の
外
に
、
本
來
他
に
つ
い
て
述
語
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
軍
猫
で
は
た
だ
主
語
の
翫
置
に
の
み
立
ち
う
る
固
有

名
詞
、
繋
辞
（
σ
①
）
、
さ
ら
に
冠
詞
、
量
化
詞
（
o
o
o
日
ρ
①
〈
㊦
婦
績
）
、
否
定
罰
、
助
詞
（
テ
ニ
ヲ
ハ
）
、
接
誉
詞
（
基
本
結
合
）
の
如
き
続

字
語
が
含
ま
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
又
語
順
や
語
尾
攣
化
の
如
き
も
の
も
、
そ
れ
自
身
こ
と
ば
の
契
機
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
要
素
の
こ
と
ば

に
お
け
る
役
鋼
が
僅
少
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
　
一
般
名
僻
以
外
の
要
素
は
、
そ
れ
を
含
ま
す
に
意
味
を
な
す
丈
を
つ
く
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
ま
た
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ら
が
こ
と
ば
の
契
機
で
あ
る
限
り
、
勿
論
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
意
昧
す
る
と
い
う
こ
と
が
何
程
か
問

題
に
な
る
。
こ
と
ぼ
が
働
く
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
が
意
味
を
も
つ
と
い
う
こ
と
と
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
中
、
國

有
名
詞
が
、
意
味
、
或
は
、
意
験
す
る
と
い
う
箏
態
に
比
較
的
疎
遽
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
明
か
で
あ
ろ
う
。
何
人
も
、
固
有
名
詞
の
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

味
を
尋
ね
る
こ
と
は
し
な
い
。
固
有
名
詞
（
例
え
ば
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
）
を
定
義
す
る
と
い
う
云
廻
し
は
不
自
然
で
あ
る
。
若
し
、
あ
る

固
有
名
詞
に
つ
い
て
、
　
「
こ
の
こ
と
ば
の
意
味
ぼ
ど
う
い
う
こ
と
か
し
と
間
わ
れ
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
「
そ
れ
は
固
有
名
詞
だ
」
と
い

え
ぼ
濟
む
。
固
有
名
詞
は
、
本
來
何
か
を
「
意
味
す
る
」
の
で
は
な
く
、
何
か
を
「
名
指
す
し
に
過
ぎ
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
固
有
名
詞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
カ

が
「
誰
を
（
何
を
）
聾
す
の
か
が
分
ら
な
い
」
時
に
も
、
私
た
ち
は
そ
の
闘
有
名
詞
の
「
意
味
が
分
ら
ぬ
し
と
は
云
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。

固
有
名
詞
は
「
意
昧
」
が
本
來
閲
題
性
を
表
す
場
所
で
は
な
い
。

　
総
量
…
と
し
て
用
い
ら
れ
る
げ
辞
ω
鉱
昌
も
｛
般
名
辮
で
あ
り
、
蓮
語
（
少
く
も
そ
の
…
部
）
で
な
い
か
ど
う
か
、
し
か
し
ま
旋
他
の
述

語
追
網
般
名
欝
と
問
種
の
そ
れ
で
あ
る
か
否
か
、
1
…
こ
の
聞
題
が
、
形
而
上
學
的
に
も
論
…
理
學
的
に
も
最
も
深
く
濁
難
な
問
題
で
あ
る

事
は
指
摘
す
る
覇
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
語
「
あ
る
」
は
、
三
盛
を
表
す
場
合
、
存
立
を
嚇
す
場
合
、
等
償
を
表
す
場
合
、
個
物
の
ク
ラ

ス
へ
σ
蛉
騰
を
表
す
場
合
、
下
位
ク
ラ
ス
の
上
位
ク
ラ
ス
へ
の
蜜
蝋
を
表
す
場
倉
、
物
に
つ
い
て
性
質
の
所
有
を
表
す
場
合
、
含
意
を
表

　
　
　
薪
涯
、
概
念
、
意
瞭
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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ね
　
　
う

す
…
場
合
等
々
、
そ
の
ど
の
一
つ
に
つ
い
て
も
容
易
な
ら
ぬ
問
題
が
直
ち
に
氣
つ
か
れ
る
。
「
あ
る
」
の
意
昧
ω
貯
鐸
儀
Φ
ω
ω
①
貯
の
こ
そ
は

唯
名
論
の
問
い
か
え
し
と
い
う
問
題
か
ら
、
　
「
は
た
ら
き
」
と
し
て
の
「
あ
る
し
を
取
上
げ
た
時
、
翫
に
私
距
ち
自
身
が
問
う
て
い
た
問

題
で
あ
る
。
し
か
し
今
の
聯
關
で
は
、
　
「
あ
る
」
が
述
語
で
あ
る
に
せ
よ
な
い
に
せ
よ
、
そ
れ
は
、
私
た
ち
が
意
味
聞
題
を
普
遜
聞
題
と

の
關
聯
に
お
い
て
問
う
こ
と
を
樫
利
づ
け
は
し
て
も
、
否
認
す
る
心
配
ぽ
な
い
と
い
っ
て
お
け
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
統
購
語
は
、
暴
々
な
さ
れ
る
様
に
｝
般
名
講
の
中
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
統
僻
語
と
範
疇
的
名
辮
と
の
親
近
閥
係
を
考
え
れ

ば
、
こ
れ
ま
た
意
味
を
普
遍
問
題
と
の
蘭
聯
で
扱
庸
う
と
す
る
こ
と
に
食
し
て
、
支
持
を
敵
え
こ
そ
す
れ
、
何
ら
の
障
害
と
な
る
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
し
　
　
も
　
　
た
　
　
も
　
　
も

も
な
い
。
し
か
し
、
病
期
語
は
、
そ
れ
自
身
建
立
に
述
語
と
し
て
は
働
き
得
な
い
が
故
に
、
普
通
に
私
た
ち
が
一
般
名
辮
・
の
も
と
に
解
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

て
い
る
蓮
語
的
一
般
名
購
と
は
登
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
そ
れ
ら
は
中
世
に
於
い
て
、
　
o
鉾
Φ
ひ
q
O
婦
O
ヨ
帥
に
歯
し
ω
《
昌
。
斡
①
伽
q
O
擁
Φ
B
帥

　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
セ
　
　
や
　
　
も
　
　
カ
　
　
わ

（
共
に
目
蓮
語
さ
れ
る
も
の
）
と
し
て
匿
別
さ
れ
た
こ
と
ば
の
群
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
　
「
意
味
の
意
味
」
と
い
う
こ
と
が
勿

論
問
わ
れ
う
る
。
そ
れ
は
「
意
味
」
に
疎
遠
で
は
な
い
。
否
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
は
、
本
山
、
ひ
た
す
ら
「
意
味
す
る
」
状
況
の

　
　
も
　
　
も

中
に
の
み
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
「
意
味
す
る
」
こ
と
だ
け
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
「
名
指
す
」
と
い
う
こ
と
は
、

本
來
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
と
共
に
、
ω
矯
β
o
彗
Φ
ぴ
窺
O
噌
。
旨
麟
は
、
　
意
味
の
探
究
が
陥
り
易
い
危
瞼
か
ら
も
発
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら

は
、
直
接
に
は
個
物
に
か
か
わ
ら
な
い
（
述
語
さ
れ
な
い
）
が
故
に
、
そ
れ
ら
の
意
味
が
「
も
の
」
或
は
「
す
が
た
」
と
し
て
固
定
さ
れ

る
危
瞼
は
本
來
存
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
統
辮
語
は
、
そ
れ
が
あ
る
種
の
曹
逓
、
或
は
概
念
を
指
す
と
し
て
見
ら
れ
る
場
合
（
例
え
ば
「
『
弓

懸
』
と
い
う
名
講
自
身
は
何
を
意
味
す
る
か
し
と
い
う
定
式
の
問
い
に
お
け
る
如
く
）
に
も
、
却
っ
て
裏
面
や
概
念
を
、
心
象
な
ら
ざ
る

も
の
と
し
て
、
む
し
ろ
あ
る
操
作
、
或
ぽ
「
は
た
ら
き
」
と
し
て
見
る
方
向
を
示
す
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
る
に
、
蓮
語
と
し
て
の
　
般
名
僻
に
つ
い
て
は
、
「
意
味
す
る
」
と
い
う
こ
と
の
特
質
と
共
に
、
そ
れ
の
探
究
の
特
記
が
顯
著
な
仕

方
で
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
言
語
的
表
出
と
し
て
の
言
語
は
、
特
に
そ
れ
が
軍
語
と
し
て
丈
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
時
、
或
は
一
般
名
階
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
し
　
　
う
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　
　
も
　
　
ね
　
　
も
　
　
う
　
　
も

一
毅
命
題
の
冷
語
と
な
る
時
、
そ
の
意
味
す
る
も
の
が
、
名
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
し
て
閾
定
さ
れ
よ
う
と
す
る
傾
向
を
俘
う
か
ら
で
あ



　
　
る
。
蓮
菰
鵬
的
一
閲
販
名
購
は
、
云
わ
ば
、
圃
右
回
名
詞
と
晶
就
辮
識
藺
と
の
・
甲
闇
明
に
あ
っ
て
、
欄
…
物
へ
借
〕
接
に
か
か
わ
む
っ
つ
、
掘
…
物
を
こ
え
る
と
い

　
　
う
二
重
盤
格
．
を
も
つ
。
私
た
ち
は
こ
め
曖
昧
な
性
格
を
「
知
ら
れ
る
個
物
と
知
る
個
物
と
の
聞
に
介
入
す
る
第
三
項
」
と
い
う
曖
味
な
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
ミ
　
　
　
う
　
　
セ

　
　
と
ば
で
示
し
て
お
い
た
。
周
有
名
詞
と
岡
じ
く
、
痩
地
的
一
般
名
僻
は
、
そ
れ
が
述
藷
さ
れ
う
る
個
物
に
つ
い
て
は
、
掴
物
の
名
と
し
て

　
　
機
能
す
る
。
そ
れ
は
、
多
数
個
物
の
共
有
す
る
名
で
あ
り
、
多
を
た
し
か
に
共
に
「
名
指
す
」
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
中
世
で
、
特
に

　
　
o
o
賃
℃
唱
o
o
α
冒
δ
娼
①
議
。
ご
潜
剴
の
と
呼
ば
れ
た
の
は
、
名
蹉
の
、
こ
の
様
な
費
的
個
物
へ
の
、
　
そ
れ
を
名
窪
し
、
　
代
表
す
る
か
か
わ
夢
方
（
即

　
　
ち
外
延
的
指
示
）
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
も
　
　
も
　
　
う

　
　
　
蓮
語
的
一
般
名
辮
こ
そ
ぽ
、
　
「
こ
の
語
は
何
を
意
味
す
る
か
」
と
本
來
闇
わ
れ
う
る
如
き
名
望
で
あ
る
。
　
こ
の
問
い
は
、
ど
の
個
物

　
　
を
現
示
す
る
。
ω
8
呼
鐘
Φ
こ
と
に
よ
っ
て
も
灘
足
さ
せ
ら
れ
な
い
。
名
爵
ぽ
内
包
を
も
つ
と
い
わ
れ
る
。
蓮
語
は
、
個
物
な
ら
ぬ
何
か

　
　
を
、
表
出
し
、
そ
れ
へ
か
か
わ
る
と
考
免
ら
れ
る
－
隔
即
ち
、
私
た
ち
の
い
う
第
三
項
と
い
う
も
の
へ
。
　
し
か
し
、
　
こ
』
に
名
僻
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
あ

　
　
費
的
個
物
へ
の
か
か
わ
霊
廟
と
同
じ
か
か
わ
の
心
証
も
つ
て
、
こ
の
契
機
へ
も
か
か
わ
る
と
さ
れ
る
危
瞼
が
生
す
る
。
こ
と
ば
の
、
名
と

　
　
し
　
　
も

　
　
し
て
の
は
た
ら
き
が
身
近
か
で
あ
る
だ
け
、
そ
れ
だ
け
名
瀬
は
、
こ
の
契
機
を
（
性
的
で
は
な
く
と
も
何
ら
か
の
固
定
的
存
在
者
と
し
て
）

　
　
「
名
指
す
」
と
い
う
風
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
凡
そ
名
指
さ
れ
る
も
の
は
、
本
妻
「
こ
の
こ
れ
」
と
し
て
現
示
さ
れ
え
ね
ば
な
ら
な
い
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
ロ

　
　
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
、
多
数
の
費
的
個
物
に
ゆ
き
わ
た
っ
た
性
質
と
か
、
個
物
の
蜀
す
る
類
（
ク
ラ
ス
）
と
か
が
、
　
「
こ
の
こ
れ
」

　
　
と
い
う
性
格
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
か
の
第
三
契
機
か
ら
し
て
云
わ
ぱ
結
晶
さ
せ
ら
れ
准
様
に
な
る
。
杏
仁
的
一
般
名
僻
は
、
と
も
か
く

　
　
そ
の
一
面
に
「
名
指
す
」
と
い
う
・
は
た
ら
き
を
も
ち
、
そ
れ
自
身
二
般
命
題
の
主
語
と
も
な
り
う
る
が
故
に
、
こ
の
傾
向
は
、
む
し
ろ
必

　
　
然
的
で
さ
え
あ
ろ
う
。
潜
心
費
在
論
や
多
く
の
概
念
論
の
と
っ
た
主
張
の
よ
っ
て
來
る
理
歯
が
て
こ
に
見
ら
れ
る
。

　
　
　
蓮
語
た
る
一
般
名
餅
が
箪
猫
化
さ
れ
、
そ
れ
が
何
か
を
「
名
指
す
」
も
の
と
見
ら
れ
る
時
に
、
か
の
第
三
項
が
、
或
は
離
在
し
て
別
柵
…

　
　
の
世
界
を
つ
く
る
個
物
と
見
ら
れ
、
或
は
賢
的
に
物
に
内
在
す
る
叢
誌
或
は
物
の
威
分
と
見
ら
れ
、
ま
た
或
は
、
心
の
中
に
現
前
的
に
あ

　
　
る
表
象
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
「
こ
の
こ
れ
」
と
い
う
性
格
を
、
か
の
第
三
項
に
負
わ
せ
る
そ
れ
だ
け
の
方
法
で
あ
る
。
　
一

脚　
　
　
　
　
　
讐
瀬
、
概
念
、
意
瞭
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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哲
學
研
究
嬉
四
百
三
十
三
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

般
名
購
が
、
本
來
も
つ
も
の
は
、
そ
の
「
意
味
」
で
あ
る
。
あ
る
一
般
名
購
が
、
ど
の
特
定
の
個
物
を
外
延
的
に
指
し
、
そ
の
名
で
あ
り
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
の

る
か
は
、
そ
の
名
欝
に
ふ
せ
ら
れ
た
国
電
か
ら
定
ま
る
。
蓮
譜
的
一
般
名
譜
に
と
っ
て
は
、
「
：
：
の
名
で
あ
る
し
と
い
う
こ
と
は
、
「
：

：
を
意
味
す
る
」
に
謝
し
て
、
飽
く
ま
で
も
第
二
次
的
で
あ
る
と
い
わ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
。
　
一
般
名
辮
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
る
も
の
は
、
ど
の

特
定
の
．
一
つ
の
分
周
物
躍
で
も
な
く
、
先
の
齪
搬
一
二
項
、
即
中
り
綱
目
物
が
螂
」
の
知
ら
れ
」
る
こ
と
に
於
い
て
｝
で
こ
へ
潔
｝
え
ら
れ
る
そ
の
も
の
で
亀
の
る
。

　
し
か
し
、
ζ
の
嫌
に
、
第
三
契
機
と
い
う
様
な
奇
妙
な
フ
レ
ー
ズ
を
青
い
、
海
鼠
的
名
僻
の
意
味
と
い
う
も
の
を
何
ら
か
、
陶
定
的
な

も
の
と
先
取
し
な
い
工
夫
を
し
て
見
て
も
、
ま
驚
個
物
を
離
れ
、
書
譜
的
表
出
に
即
し
て
問
題
を
考
え
る
こ
と
に
努
め
て
見
て
も
、
こ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
し
　
　
ヵ
　
　
も
　
　
つ
　
ロ

に
於
い
て
な
蒔
、
意
味
が
、
語
に
よ
っ
て
「
持
た
れ
る
」
何
か
と
し
て
、
物
の
す
が
た
を
と
ろ
う
と
す
る
傾
向
は
頑
強
に
淺
っ
て
い
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
も
　
　
け
ね

で
あ
る
。
　
一
般
語
の
本
管
の
機
能
は
、
「
を
名
指
す
」
、
「
の
名
で
あ
る
」
で
は
な
く
、
「
老
意
味
す
る
」
と
い
う
重
心
の
歌
況
で
あ
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も

っ
て
は
見
て
も
、
そ
こ
に
は
、
　
7
：
・
を
意
味
す
る
」
と
い
う
云
い
ま
わ
し
に
お
け
る
「
：
：
」
が
、
旧
格
と
し
て
固
定
さ
れ
よ
う
と
す

る
傾
一
向
が
依
然
と
し
て
淺
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
尤
も
私
た
ち
は
、
「
即
左
意
澄
す
る
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
の
即
は
、
常
に
、
飼
ら
か
の

　
　
　
も
　
　
　
し

需
語
酌
表
出
に
よ
っ
て
の
み
置
き
か
え
ら
れ
、
も
は
や
概
念
そ
の
も
の
、
第
三
契
機
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
風
に
考
え
る
こ
と
も
で

き
る
。
表
出
と
な
れ
ば
、
そ
れ
が
固
定
的
な
適
格
的
存
在
蔚
で
あ
っ
て
、
少
し
も
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。

　
し
か
し
、
こ
の
傾
向
の
頑
彊
さ
を
憎
く
見
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
一
般
名
僻
の
本
堂
の
機
能
を
、
画
有
名
詞
の
機
能
か
ら
腿
卜
し
な
い
こ

と
が
、
第
三
契
機
そ
の
も
の
を
全
機
と
し
て
、
物
の
方
向
へ
向
わ
せ
、
凝
固
さ
せ
た
第
一
の
理
由
で
あ
る
と
は
云
っ
て
も
、
．
「
を
意
味
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
も
　
　
つ
　
　
も
　
　
も

る
し
と
い
う
語
の
唆
か
す
貸
盤
化
へ
の
誘
惑
は
遡
り
に
も
強
い
。
ま
た
私
た
ち
の
雪
語
群
慣
ぽ
、
例
え
ば
「
室
間
と
呼
ば
れ
る
概
念
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

か
、
先
に
「
第
三
契
機
と
私
た
ち
が
呼
ん
だ
あ
る
も
の
」
と
か
い
う
例
で
も
分
る
様
に
、
ど
こ
ま
で
も
、
こ
と
ば
は
何
か
を
呼
び
、
呼
ば

　
　
　
　
　
　
も
　
　
カ
　
　
も

る
べ
き
何
か
を
名
指
す
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
指
示
し
て
止
ま
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
纂
情
に
臨
ん
で
、
言
語
が
何
程
か
實
在
の
描

像
左
與
え
る
と
考
え
ら
れ
る
限
り
、
私
’
．
ん
ち
は
、
費
在
読
や
概
念
詮
の
い
う
所
に
却
っ
て
何
ら
か
の
眞
費
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
閥
う

絵
地
は
獲
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
ハ
．
そ
し
て
無
時
闇
的
な
掴
物
や
、
内
的
蘭
曲
と
し
て
の
概
念
の
名
が
、
蓮
語
的
名
辮
で
あ
る
と
い
ろ

引



圭
張
の
よ
っ
て
來
る
理
由
を
も
十
分
に
考
え
て
見
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

し
て
見
る
理
由
は
十
分
に
保
講
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
難
か
ら
し
て
も
意
味
問
題
を
三
聖
聞
題
か
ら
照
ら
し
喧
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さ
て
、
普
遍
に
つ
い
て
、
ま
た
概
念
に
つ
い
て
の
考
察
は
「
意
味
問
題
」
に
ど
の
諜
な
示
唆
を
與
え
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
も

　
』
」
第
一
に
は
、
　
「
こ
と
ば
の
も
っ
て
い
る
意
味
と
は
一
町
何
で
あ
る
か
」
と
問
う
畜
舎
、
私
だ
ち
は
こ
と
ば
に
封
慮
し
て
、
何
ら
か
封
象

む
　
　
や

的
な
存
在
渚
を
先
取
し
な
い
様
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
上
巴
の
考
察
は
、
ま
す
何
よ
り
も
、
普
懸
や
概
念
を
、
蓑
象
的
に
、
即
ち
固

定
的
な
存
在
者
、
あ
る
い
は
黒
蝿
的
な
「
か
た
ち
」
－
心
の
中
に
あ
る
も
の
と
し
て
も
一
と
し
て
捉
え
る
場
合
に
生
じ
て
く
る
本
質
的
な

困
難
を
示
し
鬼
と
思
う
。

　
次
に
私
た
ち
の
考
察
は
、
薪
遍
な
い
し
概
念
が
一
般
名
躇
に
激
す
る
と
さ
れ
る
際
、
普
遍
は
、
響
町
的
に
、
　
「
か
た
ち
し
と
し
て
閲
定

さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
共
に
、
積
極
的
に
、
何
程
か
そ
こ
に
、
　
「
は
た
ら
き
」
と
い
う
契
…
擬
が
は
入
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
。

そ
こ
で
こ
の
こ
と
は
、
第
二
に
私
た
ち
が
、
「
意
味
と
は
何
か
」
を
考
え
る
場
合
、
無
二
、
こ
と
ば
（
名
薬
）
を
、
普
遍
と
は
働
き
で
あ
る

と
い
う
見
地
か
ら
考
え
直
し
て
見
る
べ
き
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
、
特
に
こ
の
「
は
た
ら
き
」
と
は
こ
と
ば
に
興
し
、
自
身
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
で
　
　
も

の
様
に
か
か
わ
り
ゆ
く
働
き
で
あ
る
か
が
圭
題
的
に
間
わ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
蓮
語
的
一
般
名
欝
に
よ
っ
て
意
味
せ
ら
れ
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
も
　
　
も

の
が
、
か
の
第
三
契
機
で
あ
る
と
し
て
、
ま
た
、
こ
の
簾
三
契
機
は
何
程
か
知
る
空
曇
の
働
き
に
威
り
た
つ
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
も

の
働
き
と
は
一
望
如
何
な
る
働
き
で
あ
る
か
。
た
と
い
、
こ
れ
が
蓮
語
的
一
般
名
欝
に
の
み
期
す
る
意
味
と
し
て
、
意
味
閲
題
の
中
の
一

部
分
に
す
ぎ
な
い
に
し
て
も
、
私
た
ち
は
、
こ
の
働
き
が
比
較
、
抽
象
に
成
の
立
つ
と
い
う
纂
で
は
も
は
や
濟
ま
し
え
な
い
所
ま
で
問
題

を
見
て
き
た
と
恩
う
。

　
勿
論
ま
た
、
多
数
個
物
闇
の
、
収
奪
的
な
「
通
い
」
が
、
こ
の
第
三
契
機
に
何
程
か
輿
っ
て
い
る
と
す
れ
ぼ
、
こ
の
通
い
と
は
一
盤
如

　
　
　
警
瀬
、
概
念
．
憲
昧
（
発
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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何
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
、
爽
然
意
味
問
題
の
角
度
か
ら
改
め
て
問
わ
る
べ
き
問
題
と
な
る
。
こ
の
聡
い
が
、
多
数
個
物
開
に
お
け
る
同

　
　
　
一
威
分
の
共
有
と
い
う
こ
と
で
濟
ま
し
え
な
い
こ
と
も
、
略
，
明
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
こ
の
二
つ
の
問
題
は
、
も
と
よ
り
容
易
な
問
題
で
は
な
い
。
普
逓
と
は
釘
で
あ
る
か
、
概
念
と
は
何
で
あ
る
か
、
ま
た
意
味
と
は
何
で

　
　
あ
る
か
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
は
、
結
局
上
の
二
つ
の
聞
い
に
｝
畢
に
答
え
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
限
の
、
私
た
ち
の
考

　
　
察
は
、
た
し
か
に
最
も
古
い
問
題
を
、
た
欝
コ
ト
バ
を
か
え
て
い
い
直
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
海
だ
私
は
、
か
の
第
三
契
機
に
参
加
す
る
圭
驚
の
は
た
ら
き
と
は
一
夕
如
何
な
る
は
た
ら
き
で
あ
る
か
、
と
い
う
は
じ
め
の
方
の
問
題

　
　
に
つ
い
て
、
次
に
若
干
の
見
遍
し
粒
述
べ
、
そ
こ
か
ら
「
普
遍
」
「
概
念
」
「
意
味
」
と
い
う
三
つ
の
名
緊
の
聯
關
を
今
少
し
明
か
に
し
て

　
　
お
き
π
い
。

　
　
　
註
（
一
）
　
o
簡
●
ρ
国
・
鼠
．
匂
o
p
直
野
諺
O
弓
剛
鉱
ρ
q
o
o
旨
い
。
鋤
q
8
鉦
℃
o
ω
謬
一
く
δ
旨
（
H
り
8
）
”
じ
⇔
冨
昌
鳥
b
d
㌶
悌
ω
ぴ
鍵
鳥
”
6
げ
Φ
窯
㌶
畦
①
鼠
8
げ
o
q
㈹
簿
（
H
O
窓
Y

　
　
　
　
　
分
析
墨
円
派
に
勤
す
る
不
一
湘
を
の
べ
た
も
の
は
、
　
紳
糎
々
あ
る
が
、
　
分
祈
學
派
の
入
に
逆
ね
じ
を
取
ら
れ
そ
う
な
も
の
が
少
く
な
い
。
　
㎝
番
佃
禰
潔
…
で
、
　
｝
嬰

　
　
　
　
　
鮎
を
つ
い
て
い
る
の
は
、
古
く
一
九
二
〇
年
に
ジ
ョ
ア
キ
ム
が
ラ
ッ
セ
ル
に
罰
し
て
（
上
月
の
蔚
意
味
の
意
味
』
に
つ
い
て
の
シ
ム
ポ
ジ
ウ
ム
に
お

　
　
　
　
　
　
い
て
）
蓮
べ
た
批
弾
許
で
あ
る
と
想
う
。

　
　
　
　
（
二
）
O
㌶
Φ
ひ
q
o
器
ヨ
9
と
ω
《
昌
。
纂
㊦
ぴ
q
o
厭
2
つ
爲
と
の
こ
の
匹
別
は
、
ス
ト
ア
派
に
贈
官
す
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
な
お
適
舅
な
誕
語
が
見
出
せ
な
い

　
　
　
　
　
の
で
原
瓢
聞
の
ま
ン
に
し
て
お
く
。

九

　
か
の
第
三
契
機
の
中
に
、
主
膿
の
「
ぽ
た
ら
き
」
が
見
出
さ
れ
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
、
「
普
遜
」
、
「
概
念
」
、
「
意
味
」
の
中
、
と
り

わ
け
「
概
念
し
と
い
う
こ
と
ば
に
慮
す
る
と
宣
わ
れ
る
。
六
ま
で
に
於
い
て
表
象
的
な
「
か
允
ち
」
と
見
ら
る
べ
き
で
な
い
と
述
べ
ら
れ

た
も
の
も
、
特
に
、
圭
盤
の
意
識
に
即
す
る
も
の
と
し
て
の
普
遽
、
卸
ち
抽
象
的
　
般
槻
念
で
あ
っ
た
。
経
験
的
一
般
概
念
が
、
働
き
で

あ
る
こ
と
を
端
的
に
示
す
最
も
身
近
か
な
事
貧
と
し
て
、
私
た
ち
は
ま
す
知
畳
雛
胎
に
含
ま
れ
た
分
類
作
用
、
再
認
作
用
を
取
夢
あ
げ
て
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見
よ
う
Q

　
紙
に
ヒ
ュ
1
ム
に
關
し
て
注
意
し
た
様
に
、
知
る
圭
盤
は
、
知
ら
れ
る
個
物
に
出
含
う
場
合
、
た
だ
、
印
象
を
受
容
す
る
に
止
ま
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　
　
も

す
、
そ
の
機
會
に
絶
え
ず
自
己
の
性
状
を
形
威
し
て
ゆ
く
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
二
度
同
じ
も
の
に
出
合
う
と
い
．
つ
て
も
、
後
の
出
合

い
に
於
け
る
主
教
は
、
先
の
出
合
い
か
ら
し
て
銑
に
あ
る
攣
化
を
う
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
從
っ
て
、
出
合
い
そ
の
も
の
も
異
っ
て
い
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
私
た
ち
が
如
侮
な
る
個
膿
に
出
合
う
場
合
に
も
、
私
た
ち
は
云
わ
ば
過
去
の
経
験
の
全
備
を
も
つ
て
、
そ
の
個
髄
を

出
迎
え
る
の
で
あ
り
、
そ
の
個
膿
の
方
は
、
知
る
熊
鷹
を
形
づ
く
っ
て
き
た
経
験
に
よ
っ
て
、
常
に
何
ら
か
の
聞
誤
を
う
け
っ
っ
出
合
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
私
た
ち
が
、
渦
去
の
経
…
駿
か
ら
獲
得
し
た
性
厭
は
、
新
に
眼
前
に
立
ち
現
わ
れ
る
個
物
を
ど
の
檬
に
か
解
賛
す
る
原
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
も
　
　
　
や

と
し
て
働
く
で
あ
ろ
う
。
從
っ
て
出
合
わ
れ
る
個
膿
が
何
と
し
て
経
験
さ
れ
る
か
は
、
い
つ
も
私
た
ち
が
過
去
の
経
験
か
ら
得
た
性
状
に

依
存
し
て
、
ま
た
そ
れ
に
封
し
て
、
決
め
ら
れ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
カ
　
　
し

　
こ
の
檬
な
解
繹
の
ち
か
ら
、
或
は
再
認
の
機
能
左
、
経
験
的
一
般
概
念
と
考
え
得
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
私
．
た
ち
が
、
　
「
人
の
概
念
を
も

っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
個
物
に
出
合
つ
た
場
合
に
、
そ
れ
を
「
人
と
し
て
」
（
或
は
「
人
で
な
い
と
し
て
」
）
再
認
し
う
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
概
念
と
は
維
験
に
際
し
て
、
出
含
わ
れ
た
梱
…
物
を
、
　
「
何
か
と
し
て
」
現
わ
れ
さ
せ
る
こ
の
機
能
で
あ
り
、
個
物

が
、
そ
の
都
度
「
何
か
と
し
て
」
出
合
わ
れ
る
そ
の
「
何
か
し
は
、
そ
も
そ
も
圭
燈
に
於
け
る
こ
の
能
性
な
し
に
は
あ
む
え
な
い
と
思
わ

れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
知
畳
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
既
に
再
認
で
あ
る
Q

　
現
在
で
発
結
し
た
知
畳
が
ま
す
與
え
ら
れ
、
そ
れ
が
つ
い
で
事
後
的
に
比
較
さ
れ
、
そ
の
類
似
、
異
同
が
た
し
か
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
も

は
な
い
。
物
は
豫
め
、
何
か
に
似
た
も
の
と
し
て
、
或
は
私
た
ち
が
醗
に
そ
れ
に
…
封
し
て
あ
る
態
慶
を
取
っ
た
ご
と
の
あ
る
或
る
物
と
し

て
、
鞭
っ
て
そ
れ
が
何
か
に
類
似
す
る
一
で
の
鮎
に
…
關
し
て
、
ま
す
知
嚢
も
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
あ
る
物
の
概
念
は
、
か
か
る
能
性
、
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
の
も

い
し
働
き
と
し
て
、
そ
の
も
の
の
黒
駒
に
先
立
つ
面
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
ま
完
、
物
と
物
と
の
類
似
を
豫
め
建
て
る
と
い
う
面
を
持
つ
で

あ
ろ
う
。
概
念
は
、
個
物
が
そ
こ
で
出
合
わ
れ
う
る
地
不
を
準
備
す
る
の
で
あ
る
。
從
っ
て
概
念
は
本
來
表
象
と
い
わ
る
べ
き
も
の
で
は

　
　
　
魯
遍
、
嶽
念
、
意
味
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　
　
む
　
　
つ
　
　
も
　
　
る
　
　
つ
　
　
お

な
い
。
概
念
は
、
柵
…
物
に
出
ム
ロ
う
と
い
う
そ
の
こ
と
に
誇
く
れ
る
こ
と
な
く
、
翫
に
そ
の
綱
物
を
分
類
し
（
然
る
べ
き
他
の
野
物
と
共
1
7
一

　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
カ
　
　
も
　
　
も

集
含
さ
せ
）
、
何
か
と
し
て
認
め
う
る
可
能
性
、
或
ぼ
ち
か
ら
で
あ
る
。

　
概
念
が
「
知
る
し
作
用
に
含
ま
れ
る
の
は
、
か
か
る
再
認
の
機
能
と
し
て
で
あ
り
、
こ
の
檬
な
仕
方
で
、
先
の
知
る
個
物
と
知
ら
れ
る

個
物
と
の
間
に
介
入
す
る
第
三
契
観
た
り
う
る
の
で
あ
る
。
擬
念
ぽ
可
能
性
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
か
か
る
概
念
ぽ
、
寄
物
を
何
か
と
し
て
出
合
わ
せ
る
力
で
は
あ
っ
て
も
、
趨
合
わ
れ
る
個
物
の
姿
、
な
い
し
直
槻
さ
れ
る
掲

特
な
規
定
を
、
全
的
に
創
わ
出
し
得
る
も
の
で
は
も
と
よ
り
な
い
。
尋
物
は
、
そ
れ
が
何
と
し
て
知
ら
れ
よ
う
と
も
、
そ
の
「
何
」
に
は

盤
く
さ
れ
す
、
こ
れ
を
無
限
に
疑
れ
出
す
鐵
に
於
い
て
正
に
個
物
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
は
た
ら
き
と
し
て
の
概
念
は
、
た
だ
母
物
を
、
常

に
他
の
あ
る
個
物
（
同
じ
名
で
呼
ば
れ
る
）
と
の
通
い
に
於
い
て
出
含
わ
せ
る
可
能
性
に
す
ぎ
ぬ
。
そ
の
通
い
の
可
能
性
に
、
個
物
に
矯

す
る
客
彊
側
の
制
約
（
所
與
性
）
左
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
概
念
（
の
力
）
は
、
似
ぬ
も
の
を
似
さ
せ
る
こ
と
ま

で
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
互
に
似
て
い
る
と
さ
れ
る
諸
個
物
は
、
概
念
を
介
す
る
こ
と
な
し
に
は
互
に
似
る
こ
と
も
で
き
な
い

と
な
滋
云
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
次
に
、
概
念
は
、
圃
式
心
像
を
形
づ
く
り
う
る
可
能
性
と
し
て
も
、
す
ぐ
れ
て
働
き
と
し
て
捉
え
ら
れ
う
る
。
私
た
ち
が
犬
の
概
念
を

も
つ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
カ
ン
ト
も
漱
え
た
様
に
、
私
た
ち
が
犬
の
圃
式
を
表
象
的
に
描
き
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
Q
國
式
は

形
象
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
表
象
と
正
義
に
い
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
名
谷
を
い
く
つ
か
重
職
し
形
容
を
重
ね
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
表
象
は
細
部
的
に
釜
、
限
定
を
加
え
て
ゆ
く
。
し
か
し
、
い
つ
れ
圃
式
で
あ
る
限
り
、
あ
る
自
崩
度
を
残
し
て
い
る
で
あ

ろ
う
。
概
念
は
、
そ
れ
自
身
が
表
象
（
か
た
ち
）
．
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
表
象
を
然
る
べ
き
仕
方
で
つ
く
る
こ
と
の
可
能
性
と
見
ら

れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も

　
そ
こ
で
、
概
念
は
そ
れ
自
身
は
た
ら
き
で
あ
り
な
が
ら
、
自
ら
を
直
観
化
し
、
こ
の
途
に
よ
っ
て
愚
息
自
己
を
封
象
化
す
る
と
考
え
ら

れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
概
念
の
姿
を
見
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
は
先
ら
き
が
抑
止
さ
れ
、
郵
象
化
さ
れ
た
所
を
注
点
す
る
ほ
か
は
な
い
。
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セ
　
　
　
カ
　
　
　
し
　
　
　
む
　
　
　
サ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
し

ホ
ッ
ブ
ス
や
バ
ー
ク
リ
が
一
般
語
の
指
示
物
と
し
て
捉
え
た
の
は
こ
の
自
己
封
象
化
に
於
け
る
概
念
で
あ
っ
た
と
思
う
。
ヒ
謡
ー
ム
は
心

像
○
交
巷
可
能
性
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
圃
式
の
眠
由
度
と
い
う
こ
と
を
見
て
い
る
O
で
あ
る
。

　
勿
論
、
こ
Σ
で
も
擬
念
霞
身
ボ
、
實
的
な
直
擬
均
質
な
全
的
に
創
渉
出
す
と
考
え
る
こ
と
ぽ
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
概
念
は
ヵ
ン
｝
の

言
葉
で
云
え
ば
綜
合
の
規
則
に
す
ぎ
・
ず
、
擁
想
力
を
指
導
す
る
規
範
に
止
ま
る
と
い
う
べ
き
で
も
め
ろ
う
。
　
し
か
し
、
　
カ
ソ
｝
自
身
が

　
セ
　
　
も
　
　
も

「
悟
性
の
夢
解
機
能
」
と
も
い
っ
て
い
る
様
に
、
概
念
は
自
己
を
直
槻
化
し
、
自
ら
を
封
禅
と
な
し
う
る
様
な
、
そ
う
い
う
力
な
い
し
働

き
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

　
こ
の
檬
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
先
に
、
概
念
が
、
再
認
し
つ
』
主
燈
に
贈
物
を
出
合
わ
せ
る
働
き
で
あ
る
と
い
っ
た
こ

と
の
中
に
も
、
概
念
の
自
己
封
象
化
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
た
ど
考
え
う
る
で
あ
ろ
う
。
手
炉
が
賢
的
な
「
も
の
」
に
、
そ
れ
を
飼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
も
　
　
も
　
　
　
る
　
　
　
し

か
と
し
て
笹
戸
し
つ
つ
出
合
う
と
い
う
場
合
に
は
、
概
念
が
、
所
與
の
直
観
に
よ
っ
て
云
わ
ば
充
費
さ
れ
る
と
い
い
う
べ
き
事
情
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
　
も

る
。
（
直
麗
な
き
概
念
が
室
虚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
こ
の
纂
情
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
）
客
儂
的
母
物
の
具
驚
的
な
姿
は
勿
論
客

盤
の
側
か
ら
提
示
さ
れ
る
。
し
か
し
、
先
に
い
っ
た
檬
に
、
そ
の
様
な
姿
は
、
既
に
何
か
と
し
て
解
繹
さ
れ
意
味
づ
け
ら
れ
つ
つ
、
た
だ

そ
の
再
認
の
地
不
に
於
い
て
の
み
現
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
楓
…
物
の
す
が
た
を
、
・
、
當
該
の
齎
に
於
い
て
、
何
か
と
し
て
再

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
む

認
し
、
捉
え
る
こ
と
に
於
い
て
、
同
時
に
概
念
が
自
己
を
そ
の
客
膿
の
姿
の
中
へ
投
げ
入
れ
、
箒
例
に
師
し
て
自
筆
を
表
出
し
て
い
る
と

い
っ
て
よ
い
事
情
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
概
念
が
固
定
し
た
姿
を
何
ら
か
取
る
も
の
と
す
れ
ば
そ
れ
は
、
自
已
を
直
槻
の
中
に
表
す
こ
と
に

於
い
て
で
あ
る
。

　
こ
の
様
に
見
て
く
れ
ぼ
、
概
念
と
言
語
的
諸
形
象
と
の
閥
係
の
中
に
も
、
は
た
ら
き
の
自
己
謝
象
化
を
見
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
G
概
念

は
、
外
言
語
的
な
あ
る
も
の
と
し
て
は
、
働
き
で
あ
り
つ
L
、
本
來
、
言
語
の
申
に
於
い
て
、
そ
の
形
を
取
る
様
な
そ
う
い
う
…
概
能
で
あ

る
と
黛
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
“
語
で
あ
る
書
聾
や
、
文
字
形
象
は
、
　
そ
れ
自
身
と
し
て
は
實
的
翼
件
で
あ
診
、
直
親
費
質
で
あ
る
。
澗
じ
語
で
も
、
個
六
の
感
畳
的

　
　
　
魯
遡
、
概
念
、
意
味
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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哲
學
研
艦
・
第
四
百
驚
十
三
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

直
槻
上
質
と
し
て
は
、
…
つ
一
つ
違
い
が
あ
り
、
全
く
同
一
の
も
の
は
蓉
え
な
い
。
異
っ
た
人
に
よ
っ
て
、
又
隅
入
に
よ
っ
て
も
、
異

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

つ
疫
時
に
、
異
音
さ
れ
た
あ
る
晋
聾
が
、
そ
れ
自
身
異
な
っ
て
お
り
乍
ら
あ
る
一
つ
の
語
で
あ
る
爲
に
は
、
そ
れ
ら
の
音
聾
自
身
、
再
認

的
に
知
畳
さ
れ
、
分
類
さ
れ
、
固
定
を
受
け
ね
ぼ
な
ら
ぬ
。
そ
の
限
り
「
聾
の
風
」
も
、
そ
れ
自
身
、
軍
純
に
特
殊
で
は
な
い
。
併
し
さ

ら
に
発
く
無
意
味
な
音
聾
や
硯
畳
形
象
で
は
な
く
、
意
味
あ
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
音
聾
や
形
象
が
、
か
か
る
再
認
、
固
定
に
節
し
て

格
別
有
利
な
事
情
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
私
た
ち
が
一
婦
ん
ど
こ
の
事
實
に
氣
つ
か
ぬ
程
に
も
一
身
近
か
に
盤
験
し
て
い
る
箏

實
で
あ
る
。
ま
た
丈
宇
や
、
獲
晋
さ
れ
た
語
の
認
知
の
難
易
の
度
が
學
習
（
習
慣
）
に
よ
っ
て
著
し
く
異
る
こ
と
も
、
指
摘
す
る
ま
で
も

あ
る
ま
い
。
概
念
は
、
出
合
わ
れ
る
封
象
的
個
物
を
解
繹
す
る
こ
と
に
語
い
て
自
ら
姿
を
と
る
と
共
に
、
側
々
の
「
聾
の
風
」
の
解
繹
の

中
に
も
自
己
を
引
き
と
め
る
。
概
念
は
、
言
語
の
中
へ
も
、
自
己
を
直
槻
化
し
、
客
槻
化
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
實
的
客

膿
の
直
観
の
場
合
に
お
け
る
と
は
異
っ
た
仕
方
に
於
い
て
で
あ
る
に
せ
よ
、
　
「
聲
の
風
」
に
よ
っ
て
や
は
り
充
．
費
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
概
念
は
國
式
化
機
能
と
と
も
に
象
徴
化
機
能
を
も
つ
。
表
現
さ
れ
ぬ
思
想
も
や
は
り
主
構
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヵ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

　
一
般
名
辮
は
決
し
て
概
念
の
名
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
表
現
で
あ
る
。
　
「
弊
の
風
」
は
概
念
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
を

名
指
す
の
で
は
な
い
。

　
こ
の
様
に
、
概
念
が
、
ぽ
た
ら
き
と
見
ら
れ
る
と
し
て
、
こ
れ
が
「
も
の
」
と
「
こ
と
ば
」
と
の
爾
方
向
へ
自
己
を
客
槻
化
す
る
様
な

そ
う
い
う
は
た
ら
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
　
「
普
逓
」
と
か
「
意
味
」
と
か
と
い
う
語
が
、
概
念
の
か
か
る
客
槻
化
さ
れ
た
側
面
を
表
す
と

見
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
　
「
普
逓
レ
と
い
う
語
は
、
先
の
第
三
契
機
の
容
驚
の
側
に
脚
し
た
、
何
ら
か
個
物
的
な
、
瞬
定
的
な

相
を
示
す
語
と
し
て
、
、
ま
た
「
意
映
」
と
い
う
語
ぱ
、
言
語
的
表
更
に
即
し
、
そ
れ
に
附
着
し
た
相
を
示
す
語
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
保
存

さ
れ
て
然
る
べ
き
根
擦
が
あ
る
檬
に
恩
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
私
た
ち
の
限
っ
た
領
域
（
知
る
憲
燈
の
側
か
ら
の
働
き
）
に
配
す
る
限
り
、
普
遜
、
概
念
、
意
味
と
い
う
こ
の
三
五
は
、
　
一

つ
の
同
じ
も
の
の
異
っ
た
側
面
と
見
る
こ
と
が
出
身
る
。
そ
れ
ら
は
私
た
ち
が
も
の
を
知
る
と
い
う
こ
と
の
中
に
含
ま
れ
る
か
の
契
機



を
、
異
っ
た
聯
關
に
語
い
て
捉
え
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
普
遍
と
は
、
知
ら
れ
る
物
（
主
語
的
な
る
個
物
）
に
算
し
て
見
ら
れ
距
こ
の
契

旋
で
み
り
、
概
念
と
は
知
る
個
物
に
憂
し
て
見
ら
れ
た
岡
じ
契
機
で
あ
る
。
そ
し
て
意
味
と
い
う
の
は
、
こ
の
呼
率
の
、
雷
語
的
表
出
に

即
し
た
相
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
普
遜
が
擬
念
論
に
よ
っ
て
概
念
に
す
ぎ
ぬ
と
い
わ
れ
、
ま
た
…
通
語
の
意
味
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
云
わ
れ
る

（
ア
ベ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
や
職
ッ
ク
）
理
由
は
事
象
に
根
ざ
し
て
い
る
。
三
者
は
も
と
岡
じ
も
の
で
あ
る
か
ら
。
し
か
し
こ
の
同
じ
も
の
が
こ

の
三
つ
に
分
れ
、
三
つ
の
名
を
も
つ
理
由
も
ま
た
事
象
に
根
ざ
し
て
い
る
。
　
「
知
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
知
る
圭
機
、
知
ら
れ
る
客
髄
、

第
三
項
、
そ
し
て
勤
象
的
認
識
を
蓮
べ
る
言
葉
と
い
う
契
機
か
ら
な
る
全
欝
で
あ
っ
て
、
五
に
支
え
合
い
、
そ
の
ど
の
一
つ
を
も
切
離
す

こ
と
は
で
き
な
い
と
聚
．
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
し
て
ま
た
、
こ
の
第
三
項
を
曹
癒
、
概
念
、
意
味
の
い
す
れ
と
し
て
語
ろ
う

と
す
る
場
合
に
も
、
結
局
営
座
の
支
黙
な
ら
ざ
る
他
の
契
機
が
捲
き
こ
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
含
味
と
は
、
言
語
と
の
聯
關
に
お
い
て
見
ら
れ
だ
薯
逓
で
あ
り
、
普
瀬
と
は
、
物
に
即
し
て
見
ら
れ
た
意
味
で
あ
る
。
　
　
（
完
）

註
（
　
）
パ
ー
ス
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
、
所
謂
ω
ぎ
玖
ぴ
q
コ
と
竃
ぴ
q
拶
凶
ぴ
q
¢
と
の
冤
別
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
大
阪
宙
立
大
學
交
暴
部
〔
哲
學
〕
講
師
）
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薯
麺
、
概
念
、
意
味
（
完
）
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ENGLIS｝1　OUTLINES　OF　THE
MAIN　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

T／ie・η〆幽z♂・ゾStsc／i　trノ・・τノ‘！～詑・～5・弾ビ・～プ∫〆タt〃tV“e　t／ia／5・η1ご〃〃〃bd」’・ゾ！”∫

〃〃誓溜〃♂is　tt）　i，e　sril・t：Tg卿’！A・・r　fv～／li枷f・　lsl　t’1・’st・・Z・ノt・’・il｛）ズf／ld群凹々

Univerq．alg．，　Coxicepts　，ft｝icl　“［e・aning

b’y　ixlitsuo　．Moriguchi

　　1．　What　is　meant　by　the　“rord‘meaning’？・　The　quest　for　meaniBg

ls　one　salient　key－note　o£　20th　century’s　philosophy．　Putting　asicle　me－

thedological　or　tecbnical　caspu”cts，　certainly　the　most　controversial　to－day，

of　the　problem，　we　wotild　rather　shed　light　on　the　problem　from　the　angle

of　‘　univer＄als－problem　’．　2，　Descriptions　（in　Mr．　Russell’s　terminolo－

gy）　are　marked　out　as　the　proper　domicile　of　universals，　with　brief　re－

marks　on　the　relationist　aversion　to　the　subject－predicate　form　of　propos－

itions．　3．　Realist，　conceptualist　and　nominalist　answerts”　to　the　Por－

phyry’s　question　are　sketched　to　the　effect　that　the　iast　one　（literally　taken）

having　hard1y　existed，　the　so－called　nominalists’　defiance　aga｝nst　unduly

neglectlng　language　should　be　appreciated．　4．　Then，　we　examine　the

most　prevalent　conception　of　concepts　which　takes　them　for　a　！〈ind　ot

oiepresenta／ioR　i．e．　determinate　forms　set　beCore　mental　eyes，　immanent

within　our　miRd．　Abaelard’s　cenceptualism，　Thomist　and　Scotist　realism，

and　Cartesian　medern　ldealism　ali　share　this　way　of　seeing　concepts．

Critical　analyb“is　of　‘　esse　〈，tiiectiee　i，？　t’，）te！！ec・tu　’　sug．gests　us　that　concepts

as　such　may　be，　as　Ockham　scented，　something　other　than　definite，　static

entities．　5．　fiobbes’　and　Berkeley’s　castirig　off　abstract　general　ideas

on　the　basgs　of　imagism　is　shown　to　raise　up　two　problems　anew：　〈1）

about　the　mature　of　r，a．semblance　and　（2）　about　functionate　or　operative

aspects　oi　general　ideas．　6．　The　Resemblance　theory　and　the　ldentity

i



theory　bfought　face亡。　face，　some　adva溢ages　of　the　former　are　a§certained。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の

7．　But　our　examination　of　Hume　sh◎ws　that　the　apPrehen＄ibllity　oli

resembiances　presupPosed　even　by　the　H2bit　theory　comes　ou宅as　a　seyious

di田cu1£y　wh董’ bh　Rny　empiriciSt　framewOrk　can　neN・er　SOlve．　TWO・poSs三ble

w歌ys◎£歌voiding之his　di飯culty　are短n毛eδ：（1）the　Kantla貸transcenden－

tallst　assert至◎箆thae　fumctionate　concepts　themselves　establish　a王王a臨ities

蹴ong　objectsrt，翻d（2）the　Phellomell◎logist　and　WhltelaeadiaR　rehabii－

itati◎11　0£　rea王ism　where　universals　Lat’e　made　to　be　iRtuited　C．　prehended）

by　some　eidetic　s童9h之（by　ab1’upt　realization）．　8、　A　f疑r亡her　notice

盆dded　on　functio銑ate　co疑cepts　ir主respect◎f　a　delicate，　care4ade難co且£usion

of‘named，a鎗d‘meant，whlch　categoremat三。　ter鵬s　are　liable之。，　while

prOper　names　as　well　a§s｝・nCategorematic　WOrds　are　Safe葦rom．　we

C◎reClude　that“CO　r，Ce　Pts　as　suCh　are　fu11C歪iO籠s　in　sO　ma職y　WayS　as　they　are

objectified　in　two　direc重ions，　reai　al】d　syrr，bolic．　　There　i＄so宝難e　gQod

reasen　to　retain宅hree　words‘univc－rsals　’，‘co｛lcepts’and‘皿eauiki墓’i簸

so　far　as　we　call　say　ttniversals　are　meallillgs　enユbedded　in　CGncrete　reality，

meani1遮un圭verミa1S　w・　oven　ll｝1i！ユgu圭S雛。　ele鱗e撹s．

’・“　For　the　Japctnc，se　erigiaal　of　this　ar“Licle，　see　Vol．　X＞ll〈IVII，　1）“1’o．；，9．　10　Lg：　ll

A．S拠dy（，£tke］　for，al　IE’hiiOq．oPhy　Gf　K芝ユ註む

b！／　Takuji　Kadowal〈i

　KLInt’s　moral　philosophy　ought　to　be　cliscusse（1　Nvith　reference　to　his

philosophy　of　history．　lt　has　often　been　sald　that　his　moral　pl“iilosoD．　hy

is　too　£erma！　and　rigoristic，　b“t　such　a　criticism　is　due　to　tlre　misun－

derstanding　of　his　lormalism　in　respect　to　the　moral　law．　The　moral

law　i難its黛egat至ve裂spect　presenむs宅。　us　a　‘f◎rm　of　universa｝量亡y’，　but　it

also　has　the　positkre　characte．r　of　‘　intelli．fi．ible　causaiity　’　as　its　posltive

one．　Og　course，　the　latter　cannot　be・rnadie　intuitive　for　us　humarr

belngs，　but　the‘law　of　ni　ature　’，　as　a　symbolical　’i“y，｝’，us　of　it，　gives　us

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2


