
普
遍
に
つ
い
て
の
試
論

　
　
ー
ロ
ッ
ク
、
バ
ー
ク
リ
ー
、
ヒ
ュ
…
ム
の
普
遍
論
の
批
判
的
検
討
一

木
　
曽
　
好
　
能

序

　
　
欄
　
「
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
個
物
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
は
、
経
験
主
義
の
哲
学
に
限
ら
ず
、
近
世
の
哲
学
に
お
い
て
一
般
に
認
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
ら
れ
た
考
え
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
認
識
は
存
在
す
る
も
の
の
普
遍
的
な
側
面
に
孕
る
」
と
い
う
考
え
は
、
哲
学
の
歴
史
を
通
じ
て
広
く

　
　
認
め
ら
れ
た
考
え
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
原
則
か
ら
、
存
在
す
る
も
の
の
普
遍
的
な
側
面
を
把
握
し
、
ま
た
、
同
一
の
種
類
の
個
体
す

　
　
べ
て
に
つ
い
て
の
普
遍
的
な
事
実
を
認
識
す
る
、
纏
る
能
力
な
い
し
働
き
が
人
間
に
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
生
得
観
念
の

　
　
説
は
、
そ
の
よ
う
な
能
力
に
つ
い
て
の
一
つ
の
説
で
あ
っ
た
。

　
　
　
経
験
主
義
の
哲
学
の
主
張
は
、
哲
学
者
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
に
相
違
は
あ
る
が
、
「
す
べ
て
の
知
識
は
経
験
に
基
く
」
と
表
現
す
る
こ

　
　
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
主
張
が
「
経
験
的
認
識
は
個
物
に
翻
る
個
別
的
認
識
に
帰
着
す
る
」
と
い
う
主
張
を
含
む
と
す
れ
ぽ
、
同
種

　
　
の
個
体
す
べ
て
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
知
識
が
い
か
に
し
て
成
立
し
得
る
か
が
、
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
事
実
、
す
べ
て
の
知
識
が

　
　
経
験
に
基
く
の
で
あ
り
生
得
的
な
知
識
は
存
在
し
な
い
と
い
う
、
ロ
ッ
ク
の
主
張
に
対
し
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
「
…
…
感
覚
は
事
例

　
　
す
な
わ
ち
特
称
的
真
理
か
単
称
的
真
理
し
か
与
え
な
い
…
…
。
と
こ
ろ
で
、
一
つ
の
一
般
的
真
理
を
例
証
す
る
事
例
は
、
ど
れ
ほ
ど
多
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
真
理
の
普
遍
的
な
必
然
性
を
確
立
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
…
…
」
と
反
論
し
た
。
勿
論
ロ
ッ
ク
も
、
感
覚
的
経

謝
　
験
の
与
え
る
知
識
は
個
別
的
事
例
に
し
か
及
ば
な
い
と
考
え
た
。
問
題
は
、
数
学
や
道
徳
に
お
け
る
並
日
劇
的
真
理
の
確
実
性
が
い
か
に
し

1
　
　
　
　
　
　
普
遍
に
つ
い
て
の
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
三
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て
保
証
さ
れ
得
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
の
哲
学
老
と
呼
ば
れ
る
ロ
ッ
ク
、
バ
ー
ク
リ
ー
、
ヒ
ュ
…
ム
ら
は
、
ラ

イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
異
り
、
生
得
観
念
の
説
を
採
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
彼
ら
が
採
用
し
た
の
は
、
一
つ
は
、
ロ
ッ
ク
に
見
ら
れ
る
、
個

別
的
存
在
か
ら
そ
の
普
遍
的
側
面
を
抽
象
す
る
能
力
を
認
め
る
、
抽
象
能
力
の
説
（
普
遍
抽
象
説
）
で
あ
り
、
　
｝
つ
は
、
バ
ー
ク
リ
ー
と

ヒ
ュ
ー
ム
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
、
一
つ
の
個
別
的
存
在
を
そ
れ
に
類
似
し
た
他
の
多
く
の
個
別
者
の
代
表
と
し
て
把
握
す
る
能
力
を
認

め
る
、
個
別
者
の
代
表
機
能
の
説
（
普
遍
代
表
説
）
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
も
し
多
く
の
個
物
に
妥
当
す
る
よ
う
な
抽
象
観
念
あ
る
い
は

代
表
観
念
が
経
験
的
に
形
成
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
観
念
に
つ
い
て
主
張
し
得
る
こ
と
は
、
こ
の
観
念
の
妥
当
す
る
す
べ
て
の
個
物
に
つ

い
て
主
張
し
得
る
、
と
考
え
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
抽
象
観
念
あ
る
い
は
一
般
観
念
の
説
明
は
、
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
の
哲
学
老
た
ち
に
と
っ
て

極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
。
事
実
、
ロ
ッ
ク
は
、
彼
の
抽
象
理
論
を
こ
の
観
点
で
捉
え
て
い
た
。
「
そ
れ
ら
の
一
致
ま
た
は
不
一
致

を
我
々
が
知
覚
す
る
〔
二
つ
の
〕
観
念
が
抽
象
観
念
で
あ
れ
ぽ
、
我
々
の
知
識
（
二
つ
の
観
念
の
一
致
、
不
一
致
の
知
覚
）
は
普
遍
的
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
観
念
に
つ
い
て
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
本
質
す
な
わ
ち
抽
象
観
念
が
そ
の
う
ち
に

見
出
さ
れ
る
よ
う
な
、
す
べ
て
の
個
別
的
な
も
の
に
つ
い
て
真
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
観
念
に
つ
い
て
一
度
知
ら
れ
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

と
は
、
永
久
に
真
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
」
（
y
・
皿
・
3
1
）
ロ
ッ
ク
は
、
抽
象
観
念
の
考
察
に
基
い
て
我
々
が
普
遍
的
知
識
を
実
際
に

獲
得
し
得
る
の
は
、
数
学
と
道
徳
に
お
い
て
で
あ
る
と
し
た
が
、
も
し
世
界
に
存
在
す
る
諸
実
体
の
「
実
在
的
本
質
」
、
す
な
わ
ち
「
微
粒

子
に
よ
る
実
在
的
構
成
」
の
抽
象
観
念
が
得
ら
れ
る
な
ら
は
、
各
種
の
実
体
に
つ
い
て
も
普
遍
的
知
識
の
成
立
す
る
余
地
が
あ
る
の
で
あ

る
か
ら
、
抽
象
理
論
は
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
、
普
遍
的
知
識
一
般
の
理
論
上
の
可
能
性
を
保
証
す
る
為
の
も
の
で
あ
っ
た
（
W
・
皿
・
7
、

1
4
、
1
5
）
。

　
「
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
個
物
で
あ
り
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
し
、
「
す
べ
て
の
経
験
的
認
識
は
究
極
的
に
は
個
別
的
な
も
の

に
関
る
」
と
し
て
も
、
も
し
、
ロ
ッ
ク
が
認
め
た
よ
う
に
、
多
く
の
個
物
が
真
に
共
通
な
性
質
や
属
性
を
共
有
す
る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
だ
け

で
普
遍
的
な
も
の
の
実
在
性
を
認
め
る
に
は
十
分
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
な
ぜ
、
ロ
ッ
ク
が
行
な
っ
た
よ
う
に
、
な
お
も
「
存
在
す
る
も



の
は
す
べ
て
個
物
で
あ
る
」
と
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
が
、
説
明
を
要
す
る
問
題
と
な
る
。
こ
の
主
張
を
「
個
別
存
在
説
」
と

呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
他
方
、
も
し
個
物
が
真
に
共
通
な
も
の
を
何
一
つ
共
有
す
る
の
で
な
い
な
ら
ぽ
、
経
験
す
な
わ
ち
精
神
の
直
接
的
体

験
の
対
象
と
し
て
の
「
観
念
」
を
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
、
直
接
的
体
験
を
除
く
思
惟
の
直
接
の
対
象
と
し
て
の
、
狭
義
の
「
観
念
」

を
も
、
経
験
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
と
し
て
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
、
　
一
見
自
然
な
考
え
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
バ
ー
ク

リ
ー
と
ヒ
ュ
ー
ム
は
そ
の
よ
う
に
考
え
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
「
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、

「
普
遍
的
な
も
の
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
実
在
的
で
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
こ
の
主
張
を
「
個
物

主
義
」
（
窓
三
。
巳
巴
。
。
ヨ
）
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　
本
論
は
、
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
の
哲
学
老
た
ち
の
普
遍
論
で
あ
る
抽
象
観
念
の
説
と
代
表
観
念
の
説
が
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
存
在
説
と
個
物

主
義
に
反
す
る
考
え
を
内
包
し
て
い
た
こ
と
、
個
物
主
義
が
哲
学
的
に
無
理
な
説
で
あ
る
こ
と
、
従
っ
て
、
普
遍
的
な
も
の
の
実
在
の
可

能
性
を
何
ら
か
の
意
味
で
認
め
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
デ
カ
ル
ト
『
哲
学
の
原
理
』
一
部
五
八
項
（
O
肉
～
ミ
、
題
叙
馬
b
象
ら
§
，
壽
ひ
℃
郎
玄
器
ω
℃
㌶
O
ゴ
．
》
乱
飴
ヨ
9
℃
・
6
餌
p
コ
①
H
ざ
↓
o
ヨ
⑦
＜
目
甲
γ

　
》
、
§
ら
骨
旨
㌧
ミ
N
翁
愚
ミ
§
”
℃
⇔
『
。
。
℃
ユ
ヨ
ρ
び
く
囲
偽
）
。
ア
ル
ノ
ー
と
ニ
コ
ル
『
論
理
学
』
一
部
六
章
（
〉
●
》
；
⇔
缶
α
簿
㌣
Z
ぎ
。
す
ト
匙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
ト
。
発
心
、
鷺
ミ
N
．
§
、
W
§
特
§
題
♪
め
象
諜
o
p
9
闘
9
器
冨
『
℃
．
Ω
山
マ
簿
国
9
壇
訂
押
G
Q
⑦
8
乱
。
詫
三
〇
コ
器
く
ロ
ρ
訂
ぴ
邑
民
一
。
℃
三
〇
ω
o
・

9
5
器
い
く
誌
♪
お
。
。
お
目
評
。
評
三
ρ
O
訂
皿
言
⑦
＜
押
7
α
刈
）
。

（
2
）
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
『
新
知
性
論
』
序
文
（
b
勘
憾
ミ
N
象
愚
ミ
逡
》
§
恥
塾
℃
・
ミ
§
建
§
O
．
ミ
．
卜
下
翼
三
軸
7
同
。
。
σ
q
．
〈
O
P
O
回
O
O
島
上
α
r
㎝
．

　
切
き
9
冬
ミ
§
～
§
覇
旨
勘
恥
N
ミ
、
触
§
妹
§
§
ミ
§
計
ω
●
お
）
。

（
3
）
　
ロ
ッ
ク
『
人
間
知
性
論
』
四
巻
三
章
三
一
節
（
匂
。
ぎ
『
o
舞
ρ
》
論
肉
硫
阿
亀
ら
§
§
，
ミ
、
磯
霞
§
㊤
§
N
q
蕊
ヘ
ミ
魚
§
民
爵
塾
＆
．
げ
く
即
寓
．

　
署
匡
象
9
ダ
○
×
｛
o
巳
”
目
㊤
誤
”
ゆ
o
o
瞠
押
0
7
H
H
押
ω
0
9
●
ω
一
）
。
ロ
ッ
ク
に
量
る
引
用
、
言
及
の
箇
所
は
以
下
同
様
に
表
わ
す
。
大
括
弧
〔
　
〕
の

　
中
は
、
文
意
を
明
確
に
す
る
為
筆
岩
が
添
加
し
た
も
の
、
丸
括
弧
（
）
の
中
は
、
直
前
の
表
現
の
言
い
換
え
ま
た
は
説
明
で
あ
る
。
以
下
同
様
。
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二
　
予
備
的
考
察

二
　
個
別
的
な
事
態
の
経
験
的
認
識
は
一
般
に
、
い
か
な
る
も
の
が
い
つ
ど
こ
に
い
か
に
あ
る
か
、
に
関
る
と
言
っ
て
よ
い
。
「
も
の
」

と
は
通
常
物
体
的
存
在
で
あ
る
。
物
体
的
存
在
は
一
般
に
、
空
間
的
に
有
限
な
連
続
体
で
あ
り
、
時
間
的
に
持
続
し
、
比
較
的
安
定
し
た

あ
り
方
（
特
徴
）
を
示
す
個
物
で
あ
る
。
物
体
的
存
在
に
は
、
自
然
の
類
に
属
す
る
個
体
や
人
為
的
な
類
に
属
す
る
人
工
物
の
他
に
、
固

体
、
液
体
、
あ
る
い
は
気
体
状
の
無
定
形
な
物
質
の
塊
り
や
断
片
も
含
ま
れ
る
。
一
つ
の
類
に
属
す
る
個
体
的
物
体
が
、
他
の
類
の
個
体

的
物
体
、
あ
る
い
は
同
じ
類
の
他
の
個
体
的
物
体
か
ら
区
励
さ
れ
る
基
準
（
個
体
性
の
基
準
）
が
、
　
一
般
に
、
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も

広
が
り
を
持
つ
固
有
の
連
続
し
た
時
空
的
軌
跡
の
所
有
及
び
特
定
の
諸
性
質
の
所
有
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
無
定
形
の
物
質
の
断
片
も
、
そ

の
断
片
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
個
体
性
の
基
準
を
満
た
す
と
見
な
し
得
る
。
た
と
え
ば
、
一
つ
の
グ
ラ
ス
の
中
の
水
の
全
体

は
、
そ
れ
が
時
間
的
空
間
的
に
連
続
し
た
薫
り
と
水
の
性
質
を
保
持
す
る
限
り
、
　
一
個
の
物
体
と
見
な
し
得
る
。
二
つ
の
異
る
個
物
が
必

ず
何
ら
か
の
知
り
得
る
性
質
上
の
相
違
を
有
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
は
な
い
の
で
、
見
か
け
の
性
質
に
よ
っ
て
は
全
く
区
別

で
き
な
い
複
数
の
個
物
が
存
在
す
る
こ
と
が
論
理
的
に
可
能
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
個
物
を
区
別
す
る
基
準
は
、
時
空
的
軌
跡
の
相
違
の

み
と
な
る
。
そ
し
て
時
空
的
軌
跡
の
相
違
に
よ
っ
て
い
か
な
る
個
物
も
原
理
的
に
区
別
で
き
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
、
個
物
と
は
一
時
に

た
だ
一
つ
の
場
所
を
占
め
得
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
原
則
に
基
く
。
そ
こ
で
、
個
物
の
個
別
性
を
、
そ
れ
が
一
時
に
た
だ
一
つ
の
場
所

を
占
め
得
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
規
定
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
経
験
的
認
識
が
個
物
に
磨
る
の
は
、
我
々
が
一
つ
の
個
物
で
あ
る
身
体
を
持
つ
存
在
で
あ
り
、
こ
の
身
体
と
因
果
的
な
影
響
を
及
ぼ
し

合
い
得
る
も
の
で
あ
る
個
別
的
物
体
に
重
大
な
関
心
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
因
果
的
影
響
は
一
般
に
時
間
的
空
間
的
に
接
近

し
た
個
物
の
間
で
顕
著
に
生
じ
る
の
で
、
個
物
の
最
も
個
励
的
な
側
面
で
あ
る
時
空
的
位
置
あ
る
い
は
軌
跡
が
、
経
験
的
認
識
の
関
心
の

対
象
と
な
る
。



　
　
三
　
経
験
的
認
識
は
個
別
的
な
事
態
や
出
来
事
に
関
る
が
、
事
態
や
出
来
事
は
一
般
に
、
或
る
個
物
が
儲
る
あ
り
方
を
し
た
り
、
複
数
の

　
　
個
物
が
相
互
に
或
る
関
係
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
稲
妻
、
落
雷
、
逃
げ
水
、
陽
炎
、
廣
気
二
等
の
、
素
朴
な
考
え
で
は
一
見
個
物
の
あ
り

　
　
方
に
帰
着
で
き
な
い
よ
う
に
見
え
る
出
来
事
も
あ
る
が
、
科
学
的
常
識
で
は
こ
れ
ら
の
出
来
事
も
一
応
は
種
々
の
物
質
片
の
あ
り
方
や
相

　
　
互
作
用
と
解
さ
れ
得
る
。
我
々
は
こ
こ
で
は
、
日
常
的
な
思
考
の
枠
組
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
図
的
と
し
て
い
る
の
で
、
世
界
の
究
極

　
　
的
単
位
が
物
体
的
粒
子
で
あ
る
が
、
事
象
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
両
方
の
様
相
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
議
論
に
は
立
入
ら
な
い
。

　
　
　
個
物
の
あ
り
方
は
、
単
独
の
個
物
の
あ
り
方
で
あ
る
特
微
と
、
い
く
つ
か
の
個
物
の
相
互
の
間
の
あ
り
方
で
あ
る
関
係
と
に
区
別
で
き

　
　
る
。
単
独
の
個
物
の
あ
り
方
に
は
、
そ
れ
が
特
定
の
類
に
属
す
る
個
体
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
定
ま
る
あ
り
方
（
類
的
面
心
）
と
、
そ
れ

　
　
に
よ
っ
て
は
定
ま
ら
な
い
比
較
的
一
時
的
で
偶
然
的
な
あ
り
方
と
が
あ
る
。

　
　
　
一
般
に
、
重
る
特
徴
が
現
実
の
個
物
の
或
る
時
点
で
の
あ
り
方
で
あ
る
場
合
、
そ
の
特
微
は
、
そ
の
特
徴
で
あ
る
限
り
備
え
る
べ
き
す

　
　
べ
て
の
面
（
次
元
）
に
お
い
て
確
定
し
て
い
る
（
q
9
①
§
ぎ
蝉
8
）
。
た
と
え
ば
、
個
物
の
各
部
分
の
色
は
色
調
、
明
度
、
飽
和
度
等
の
南
側

　
　
面
に
お
い
て
、
音
は
高
さ
、
大
き
さ
、
太
さ
、
音
色
等
の
各
側
面
に
お
い
て
、
確
定
し
た
も
の
と
し
て
現
れ
る
。
他
の
感
覚
的
性
質
に
っ

　
　
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
空
閥
的
な
広
が
り
も
大
き
さ
（
長
さ
、
巾
、
高
さ
、
面
積
、
体
積
）
、
形
に
お
い
て
、
ま
た
物
体
の
運
動
も
速
さ
、

　
　
向
き
、
軌
跡
等
に
お
い
て
、
確
定
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
。

　
　
　
し
か
し
．
単
独
の
個
物
の
あ
り
方
は
、
そ
の
個
物
が
一
つ
の
類
の
個
体
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
類
の
す
べ
て
の
個
体
に
共
通
す

　
　
る
よ
う
な
単
一
の
確
定
し
た
あ
り
方
に
限
ら
れ
る
こ
と
は
、
純
粋
な
物
質
の
場
合
を
除
け
ば
稀
で
あ
り
、
一
般
に
は
、
一
定
の
範
囲
に
入

　
　
る
或
る
一
つ
の
確
定
し
た
あ
り
方
で
あ
る
。
そ
れ
が
時
間
に
よ
っ
て
同
じ
範
囲
内
の
別
の
確
定
し
た
あ
り
方
に
変
化
し
て
も
、
そ
の
個
物

　
　
は
同
一
性
を
保
つ
と
見
な
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
一
つ
の
類
の
す
べ
て
の
個
体
が
持
つ
べ
き
特
徴
（
類
的
特
徴
）
が
あ
る
場
合
、
そ
れ
は
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
の
　
　
　
の
　
　
　
　

87

@
般
に
、
一
つ
の
質
的
ま
た
は
量
的
連
続
体
の
一
定
範
囲
に
入
る
或
る
一
つ
の
〔
確
定
的
な
〕
特
徴
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
だ
け
で
あ

13　
　
り
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
に
関
し
て
は
非
確
定
的
（
冒
似
9
①
§
『
辞
①
）
な
特
徴
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
確
定
可
能
（
昏
8
§
一
冨
ぼ
。
）
な
特
徴
で

　
　
　
　
　
　
普
遍
に
つ
い
て
の
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
七
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八

あ
る
が
、
現
実
の
個
体
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
始
め
て
確
定
的
（
（
凶
O
け
Φ
「
b
P
帥
づ
9
け
①
）
な
特
徴
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
「
非
確
定
的
」

と
い
う
語
は
、
以
後
一
貫
し
て
、
「
質
的
あ
る
い
は
量
的
連
続
体
の
一
定
範
囲
に
あ
る
或
る
一
つ
の
」
と
し
か
規
定
さ
れ
て
い
な
い
特
微

に
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

　
ま
た
、
単
独
の
慨
物
の
あ
り
方
の
う
ち
の
或
る
も
の
は
そ
の
個
物
の
固
有
性
と
見
な
さ
れ
、
曲
る
も
の
は
そ
の
個
物
の
そ
の
時
の
偶
有

性
と
見
な
さ
れ
る
。

　
複
数
の
個
物
の
相
互
の
間
の
あ
り
方
（
関
係
）
に
も
、
そ
れ
ら
の
個
物
が
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
類
の
個
体
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
当
の

個
物
で
あ
る
こ
と
、
に
よ
っ
て
定
ま
る
恒
久
的
な
関
係
と
、
可
変
的
で
比
較
的
偶
然
的
な
関
係
と
が
、
区
別
さ
れ
る
。
一
般
の
個
物
の
同

類
関
係
、
生
物
の
個
体
間
の
血
縁
関
係
、
自
然
物
の
発
生
起
源
に
関
す
る
因
果
的
な
関
係
、
人
工
物
の
製
作
老
に
対
す
る
関
係
等
が
恒
久

的
な
関
係
の
例
で
あ
り
、
個
物
間
の
一
時
的
な
位
置
関
係
や
相
互
作
用
等
が
偶
然
的
な
関
係
の
例
で
あ
る
。

四
　
さ
て
、
個
物
の
あ
り
方
は
、
そ
れ
が
皆
紅
で
あ
れ
関
係
で
あ
れ
、
恒
久
的
な
も
の
で
あ
れ
一
時
的
偶
然
的
な
も
の
で
あ
れ
、
他
の
個

物
が
そ
れ
と
同
じ
あ
り
方
を
決
し
て
し
な
い
と
い
う
保
証
は
な
い
。
ど
ん
な
あ
り
方
で
あ
れ
、
複
数
の
個
物
が
同
時
に
そ
の
同
じ
あ
り
方

を
す
る
こ
と
が
論
理
的
に
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
個
物
の
あ
り
方
を
、
個
物
の
個
別
的
な
側
面
と
区
別
し
て
、
「
普
遍
的
な
側
面
」
と
呼

ぶ
の
が
自
然
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
ま
た
、
複
数
の
個
物
が
全
く
同
一
の
あ
り
方
を
す
る
こ
と
が
現
に
あ
る
と
い
う
、
不
可
疑

の
証
拠
が
提
示
さ
れ
得
る
訳
で
も
な
い
。
我
々
が
今
迄
個
物
の
「
あ
り
方
」
と
呼
ん
で
き
た
も
の
け
、
実
は
個
物
が
い
か
な
る
あ
り
方
を

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
と
い
う
、
見
か
け
の
あ
り
方
に
過
ぎ
な
い
。
見
か
け
と
は
、
事
物
の
真
の
あ
り
方
に
対
比
さ
れ
た
、
日
常
的

意
識
に
と
っ
て
の
事
物
の
あ
り
方
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
事
物
の
見
か
け
の
あ
り
方
は
、
通
常
事
物
の
物
理
的
な
あ
り
方
に
、
　
一
対
一

で
は
な
く
、
　
一
対
多
の
仕
方
で
対
応
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
異
る
個
物
に
お
け
る
見
か
け
の
あ
り
方
の
同
一
性
は
、
そ
れ
ら
の
物
理
的
あ
り

方
の
同
一
性
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
他
方
、
複
数
の
個
物
の
あ
り
方
が
同
一
で
あ
る
こ
と
の
可
能
性
を
全
く
否
定
す
べ
き

根
拠
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
異
る
個
物
が
同
時
に
同
一
の
あ
り
方
を
す
る
こ
と
が
論
理
的
に
可
能
で
あ
り
、
こ
の
可
能
性
が
我
々
が
世
界
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に
対
し
て
形
成
す
る
思
考
の
枠
組
み
す
な
わ
ち
概
念
体
系
に
含
意
さ
れ
て
い
る
な
ら
ぽ
、
個
物
の
あ
り
方
を
個
物
の
普
遍
的
側
面
と
見
な

す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
経
験
的
認
識
が
、
い
か
な
る
も
の
が
い
つ
ど
こ
に
い
か
な
る
あ
り
方
を
し
て
い
る
か
に
綴
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ

れ
が
個
物
の
個
別
的
側
面
と
同
時
に
そ
の
普
遍
的
側
面
に
関
る
こ
と
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
我
々
が
個
物
の
個
別
的
側
面
に
関
心
を
懐

く
の
は
、
我
々
の
身
体
と
因
果
的
影
響
を
及
ぼ
し
合
い
得
る
も
の
が
個
物
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
先
に
述
べ
た
が
、
個
物
の
特
定
の
因
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
サ
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
ゆ
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

的
影
響
力
は
、
そ
の
個
物
が
或
る
特
定
の
あ
り
方
を
し
て
い
る
個
物
で
あ
る
こ
と
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
生
存
の
為
に
生
物
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

関
心
を
持
つ
の
は
、
主
と
し
て
特
定
の
あ
り
方
を
し
て
た
ま
た
ま
身
近
に
あ
る
任
意
の
個
物
で
あ
り
、
特
定
の
あ
り
方
を
し
て
い
る
特
定

の
個
物
で
は
な
い
。
人
間
に
と
っ
て
関
心
の
あ
る
個
体
は
主
と
し
て
特
定
の
人
間
で
あ
る
が
、
社
会
生
活
に
お
い
て
我
々
が
必
要
と
す
る

人
間
が
、
特
定
の
個
人
で
な
く
、
特
定
の
役
目
を
果
た
し
て
く
れ
る
任
意
の
人
間
で
あ
る
こ
と
も
少
く
な
い
。
一
般
に
、
生
物
は
、
そ
の

環
境
に
出
現
す
る
個
物
の
普
遍
的
側
面
に
掃
海
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
存
で
き
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

五
　
二
節
に
お
い
て
、
個
物
（
個
別
的
な
も
の
）
は
、
同
時
に
複
数
の
異
る
場
所
に
現
れ
得
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
し
か
し
、
個
物

は
異
る
部
分
を
有
し
、
こ
れ
ら
の
諸
部
分
は
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
異
る
場
所
を
占
め
る
。
た
と
え
ば
、
建
物
は
北
の
部
分
と
南
の
部
分

を
有
し
、
そ
れ
ら
は
異
る
場
所
を
占
め
る
。
そ
し
て
、
建
物
の
異
る
部
分
が
異
る
場
所
に
現
れ
る
こ
と
を
、
建
物
全
体
が
そ
れ
の
部
分
を

介
し
て
異
る
場
所
に
現
れ
る
こ
と
と
毘
な
す
場
合
に
は
、
個
物
に
つ
い
て
の
上
の
規
定
は
十
分
で
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
場
合

で
も
、
建
物
全
体
は
、
そ
れ
の
異
る
部
分
を
介
さ
ず
に
は
、
異
る
場
所
に
現
れ
得
な
い
。
そ
こ
で
一
般
に
、

ω
　
語
る
も
の
（
A
）
が
個
物
（
個
別
的
な
も
の
）
で
あ
る
と
は
、
そ
れ
（
A
）
の
全
体
が
、
そ
れ
の
部
分
を
介
さ
ず
に
は
、
同
時
に
複

　
　
数
の
異
る
場
所
に
現
れ
得
な
い
こ
と
で
あ
る

と
規
定
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
次
に
、

　
　
　
　
普
遍
に
つ
い
て
の
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
九
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②
去
る
も
の
（
A
）
が
普
遍
（
普
遍
的
な
も
の
）
で
あ
る
と
は
、
そ
れ
（
A
）
が
、
一
つ
の
個
物
の
、
あ
る
い
は
複
数
の
個
物
の
互
い

　
　
に
対
す
る
、
あ
り
方
で
あ
り
、
そ
れ
（
A
）
の
全
体
が
、
そ
れ
自
体
以
外
の
何
か
を
介
さ
ず
に
、
同
時
に
複
数
の
異
る
場
所
に
現
れ

　
　
得
る
こ
と
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
規
定
す
る
こ
と
に
す
る
。
普
遍
的
な
も
の
の
現
実
の
個
別
的
な
出
現
な
い
し
生
起
を
、
そ
れ
の
「
事
例
」
と
呼
ぶ
な
ら
ぽ
、
普
遍
的
な

も
の
は
、
同
時
に
複
数
の
個
物
の
う
ち
に
実
現
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
複
数
の
個
物
の
う
ち
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
、

同
時
に
複
数
の
事
例
を
持
ち
得
る
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
こ
の
規
定
に
合
致
す
る
普
遍
的
な
も
の
の
実
在
の
可
能
性
が
主
張
さ
る
べ
き

か
否
か
を
、
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
の
哲
学
者
た
ち
の
普
遍
論
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

（
1
）
　
事
物
の
類
や
種
は
、
事
物
の
あ
り
方
で
は
な
く
、
特
定
の
あ
り
方
を
す
る
個
物
の
集
合
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
規
定
に
よ
り
、
普
遍
で
は
な
い
。

　
一
般
に
個
物
の
あ
り
方
は
、
そ
の
個
物
a
に
つ
い
て
の
真
な
る
命
題
「
a
は
F
で
あ
る
」
の
述
語
「
x
は
F
で
あ
る
」
に
対
応
す
る
「
F
で
あ
る
こ

　
と
」
で
あ
る
。
従
っ
て
、
事
物
の
類
、
た
と
え
ば
人
類
は
、
人
間
の
あ
り
方
で
も
普
遍
で
も
な
い
が
、
人
類
の
成
員
で
あ
る
こ
と
は
、
各
人
間
の
一

　
つ
の
あ
り
方
で
あ
り
、
　
一
つ
の
普
遍
で
あ
る
。

三
　
霧
ッ
ク
の
抽
象
説

六
　
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
「
観
念
」
と
は
「
思
惟
の
直
接
の
対
象
」
で
あ
る
（
∬
・
田
・
8
）
。
「
思
惟
」
は
、
意
志
と
区
鯛
さ
れ
た
知
性
の

す
べ
て
の
働
き
を
含
む
。
ロ
ッ
ク
は
、
言
護
的
命
題
を
、
二
つ
の
名
辞
（
語
）
の
結
合
（
肯
定
命
題
の
場
合
）
あ
る
い
は
分
離
（
否
定
命

題
の
場
合
）
と
見
な
す
の
に
対
応
し
て
、
心
的
命
題
（
信
号
琶
窟
8
0
。
。
三
。
5
）
を
、
二
つ
の
名
辞
に
対
応
す
る
二
つ
の
観
念
の
結
合
あ
る

い
は
分
離
と
見
な
す
（
y
・
V
・
5
）
。
従
っ
て
、
「
観
念
」
は
、
思
惟
の
内
容
で
あ
る
心
的
命
題
の
構
成
要
素
な
の
で
あ
る
。

　
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ぽ
、
各
人
の
観
念
は
各
人
の
内
面
に
あ
っ
て
、
他
人
に
直
接
知
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
で
、
人
は
、
自
分
の
思
想



　
　
を
他
人
に
伝
達
す
る
為
に
は
、
「
見
え
な
い
観
念
」
の
「
外
的
な
感
覚
さ
れ
得
る
標
」
す
な
わ
ち
語
を
用
い
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、

　
　
語
が
直
接
意
味
す
る
も
の
は
話
者
の
観
念
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
思
想
を
伝
達
す
る
に
幡
、
話
者
は
自
分
の
持
つ
観
念
と
同
じ
観
念
を
、
語

　
　
に
よ
っ
て
聞
き
手
の
精
神
に
呼
び
起
こ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
可
能
と
な
る
の
は
、
社
会
的
合
意
に
基
い
て
、
各
人
の
精
神
に
お
い

　
　
て
、
語
と
そ
れ
が
表
わ
す
観
念
の
間
に
習
慣
的
結
合
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
（
皿
・
皿
）
。

　
　
七
　
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
個
別
的
な
事
物
か
ら
得
ら
れ
た
個
別
的
な
観
念
を
表
わ
す
固
有
名
詞
を
除
け
ば
、
大
部
分
の
語
は
、
多
く
の
個

　
　
別
的
な
事
物
に
妥
当
す
る
一
般
的
な
観
念
を
表
わ
す
一
般
名
辞
で
あ
る
。
　
「
…
…
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
の
だ

　
　
か
ら
、
我
々
は
い
か
に
し
て
一
般
名
辞
を
獲
得
す
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
　
一
般
名
辞
が
表
わ
す
と
想
定
さ
れ
る
一
般
的
な
も
の
を
、
我
々

　
　
は
ど
こ
に
見
出
す
の
か
。
語
が
一
般
的
と
な
る
の
は
、
一
般
観
念
の
標
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
。
〔
個
別
的
な
事
物
か
ら
得
ら
れ
た
個
別

　
　
的
な
〕
観
念
が
一
般
的
と
な
る
の
は
、
そ
の
観
念
か
ら
、
時
や
場
所
と
い
っ
た
条
件
や
、
そ
の
観
念
を
こ
れ
と
か
あ
れ
と
か
の
個
別
的
な

　
　
存
在
に
限
定
す
る
そ
の
他
の
観
念
を
、
分
離
す
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
よ
う
な
抽
象
に
よ
っ
て
、
観
念
は
一
つ
以
上
の
個
物
を
表
わ
し
得

　
　
る
も
の
と
な
り
、
そ
れ
ら
の
各
個
物
は
、
そ
の
抽
象
観
念
に
対
す
る
一
致
を
有
す
る
の
で
、
そ
の
種
類
の
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
で

　
　
あ
る
。
」
（
盟
・
皿
・
6
。
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
（
以
下
同
様
）
。
な
お
、
ロ
ッ
ク
は
、
二
般
観
念
」
、
「
抽
象
観
念
」
、
「
抽
象
一
般
観
念
」

　
　
を
外
延
の
等
し
い
表
現
と
し
て
用
い
て
い
る
。
）
引
用
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
個
別
的
な
観
念
か
ら
個
別
的
な
存
在
の
条
件
の
観
念
を

　
　
分
離
し
得
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
前
者
を
後
者
か
ら
分
離
し
得
る
と
考
え
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
考
え
は
、
分
離
さ
れ
た
観
念
を
、
原
子

　
　
論
に
お
け
る
原
子
の
よ
う
な
個
別
的
な
も
の
と
見
な
す
の
で
は
な
く
、
単
独
に
か
、
あ
る
い
は
複
合
観
念
の
構
成
要
素
と
し
て
、
同
時
に

　
　
複
数
の
異
る
場
所
に
現
れ
得
る
も
の
と
見
な
す
の
で
あ
る
か
ら
、
分
離
さ
れ
た
観
念
は
、
五
節
の
規
定
②
に
よ
り
、
す
で
に
一
つ
の
普
遍

　
　
的
な
も
の
と
な
る
筈
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
次
に
、
ロ
ッ
ク
が
挙
げ
た
抽
象
の
二
つ
の
例
を
見
よ
う
。
「
た
と
え
ぽ
、
昨
日
牛
乳
か
ら
受
取
っ
た
の
と
同
じ
色
が
今
爲
白
亜
や
雪
に

　
　
見
ら
れ
る
の
で
、
精
神
は
そ
の
現
れ
の
み
を
考
察
し
、
そ
れ
を
そ
の
種
の
も
の
す
べ
て
の
代
表
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
現
れ
に
「
白
さ
」

謝
1

　
　
　
　
　
　
普
遍
に
つ
い
て
の
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
一
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@
と
い
う
名
称
を
与
え
た
後
、
精
神
は
そ
の
音
に
よ
っ
て
、
ど
こ
に
あ
る
と
想
像
さ
れ
る
に
せ
よ
、
ど
こ
に
実
際
に
見
出
さ
れ
る
に
せ
よ
、

　
　
そ
れ
と
同
じ
性
質
を
表
わ
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
観
念
で
あ
れ
名
辞
で
あ
れ
、
普
遍
的
な
も
の
が
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」

　
　
（
互
・
笈
・
9
）
こ
の
引
用
文
を
文
字
通
り
に
解
す
る
な
ら
ぽ
、
全
く
同
一
の
確
定
し
た
単
純
性
質
と
し
て
の
白
さ
が
、
異
る
個
物
で
あ

　
　
る
一
塊
り
の
牛
乳
や
白
亜
や
雪
に
同
時
に
現
れ
得
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
個
物
の
一
つ
に
現
れ
る
白
さ
の
個

　
　
別
的
な
事
例
か
ら
、
そ
れ
を
個
別
的
な
も
の
た
ら
し
め
て
い
る
諸
条
件
な
い
し
そ
れ
ら
の
観
念
を
切
除
す
れ
ぽ
そ
れ
だ
け
で
、
同
時
に
複

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
リ
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
の

　
　
数
の
事
例
を
持
ち
得
る
同
一
の
確
定
し
た
白
さ
が
得
ら
れ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
も
し
そ
う
な
ら
、
こ
れ
は
「
白
さ
」
を
「
つ
の
確
定
的

　
　
ゆ

　
　
な
普
遍
と
見
な
す
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
ま
た
ロ
ッ
ク
は
、
子
供
が
最
初
に
交
る
人
た
ち
に
つ
い
て
持
つ
観
念
は
、
母
親
や
育
児
婦
な
ど
の
個
別
的
な
観
念
で
あ
る
が
、
漸
次
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
く
の
人
々
と
交
わ
る
に
つ
れ
て
、
子
供
は
「
人
間
一
般
」
の
観
念
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
る
と
言
う
。
こ
の
「
人
間
」
の
一
般
観
念
は
、
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
リ

　
　
供
が
持
つ
個
々
の
人
間
に
つ
い
て
の
個
別
的
な
複
雑
観
念
か
ら
「
各
人
に
固
有
な
も
の
を
除
去
し
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
人
閥
に
共
通
な
も
の

　
　
を
保
持
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
言
う
（
皿
・
皿
・
7
）
。
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
る
「
人
間
」
の
一
般
観
念
は
、
「
生
命
、
感

　
　
覚
、
自
発
的
運
動
、
及
び
推
理
能
力
を
有
す
る
、
一
定
の
形
の
身
体
」
と
い
う
複
雑
な
抽
象
観
念
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
皿
・
皿
・
8
、
1
0
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
及
び
瓢
・
y
・
3
）
。
こ
の
例
も
、
す
べ
て
の
人
間
が
既
に
共
通
の
諸
性
質
を
有
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
諸
性
質
の
観
念
の
集
り
を
、
個
々

　
　
の
人
間
に
つ
い
て
の
よ
り
複
雑
な
観
念
か
ら
切
り
離
す
な
ら
ば
、
そ
れ
だ
け
で
人
聞
の
抽
象
一
般
観
念
が
得
ら
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
よ

　
　
う
に
見
え
る
。
事
実
ロ
ッ
ク
は
、
一
般
観
念
を
、
「
最
初
は
個
別
的
存
在
か
ら
得
ら
れ
る
よ
り
複
雑
な
観
念
の
、
抽
象
的
で
部
分
的
な
観

　
　
念
」
で
あ
る
と
言
う
（
皿
・
皿
・
9
）
。
す
べ
て
の
人
間
に
共
通
な
性
質
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
正
に
一
つ
の
普
遍
で
あ
る
筈
で
あ
る
。

　
　
　
ま
た
、
白
さ
の
よ
う
に
単
純
な
確
定
的
性
質
の
事
例
の
場
合
は
と
も
か
く
、
人
間
の
よ
う
に
複
雑
な
も
の
の
類
に
お
い
て
は
、
そ
の
類

　
　
に
属
す
る
す
べ
て
の
個
体
に
共
通
で
し
か
も
確
定
的
で
あ
る
よ
う
な
性
質
は
存
在
し
な
い
。
た
と
え
ぽ
、
皮
窟
の
色
、
髪
の
色
、
身
長
、

　
　
体
重
、
そ
の
他
こ
の
種
の
ど
の
特
徴
も
、
す
べ
て
の
人
間
に
共
通
で
し
か
も
確
定
し
た
単
一
の
も
の
で
は
な
い
。
ロ
ッ
ク
が
「
人
問
」
の



哺
般
観
念
の
構
成
要
素
と
し
た
生
命
活
動
、
感
覚
能
力
、
自
発
的
運
動
能
力
、
抽
象
的
推
理
能
力
、
一
定
の
形
の
身
体
を
持
つ
こ
と
等
の

ど
れ
も
、
三
節
で
説
明
し
た
意
味
で
の
非
確
定
的
な
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
特
微
も
、
そ
れ
が
現
実
の
人
間
に
事
例
と
し
て
現
れ
る
際

　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
の
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　

は
、
必
ず
確
定
し
た
も
の
と
し
て
、
現
に
こ
れ
こ
れ
の
あ
り
方
あ
る
い
は
活
動
を
し
て
い
る
生
命
、
感
覚
能
力
、
運
動
能
力
、
推
理
能
力
、

あ
る
い
は
身
体
を
持
つ
こ
と
と
し
て
、
現
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
個
々
の
人
間
に
お
い
て
種
々
異
る
確
定
し
た
普
遍
と
し
て
の
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

方
か
ら
、
い
か
に
し
て
そ
れ
ら
に
共
通
の
非
確
定
的
な
普
遍
と
し
て
の
あ
り
方
が
抽
象
さ
れ
得
る
の
か
は
、
ロ
ヅ
ク
に
よ
っ
て
未
だ
説
明

さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
ロ
ッ
ク
も
認
め
て
い
た
よ
う
に
、
「
人
間
」
の
抽
象
観
念
に
含
ま
れ
る
非
確
定
的
な
特
微
、
た
と
え
ぽ
抽
象
的
推
理
の
能
力

と
し
て
の
理
性
は
、
実
は
必
ず
し
も
す
べ
て
の
人
間
（
人
間
か
ら
生
れ
、
育
っ
た
も
の
）
に
備
る
訳
で
は
な
い
。
す
べ
て
の
人
間
に
、
か

つ
人
間
に
の
み
、
共
通
な
単
一
の
類
的
特
徴
は
他
に
も
見
当
ら
ず
、
「
人
間
」
の
外
延
は
、
人
間
に
固
有
な
い
く
つ
か
の
特
徴
の
ど
れ
か

を
持
つ
と
い
う
よ
う
な
選
言
的
な
基
準
に
よ
っ
て
定
め
る
他
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
ロ
ッ
ク
は
、
第
一
に
、
確
定
的
及
び
非
確
定
的
な
普
遍
の
実
在
性
を
、
最
初
か
ら
事
実
上
認
め
て
し
ま
っ
て
お
り
、

彼
の
自
覚
的
な
立
場
は
、
今
迄
に
見
た
限
り
で
は
、
少
く
と
も
、
抽
象
観
念
の
普
遍
性
を
主
張
す
る
普
遍
概
念
論
（
8
コ
8
冥
9
房
ヨ
）
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
も
「
存
在
す
る
も
の
は
、
事
物
で
あ
れ
観
念
で
あ
れ
語
で
あ
れ
、
す
べ
て
個
物
で
あ

る
」
と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
は
、
説
明
を
要
す
る
問
題
と
し
て
残
る
。
第
二
に
、
非
確
定
的
な
普
遍
に
つ
い
て
、
個
物
に
見
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　

れ
る
種
々
異
る
確
定
的
性
質
か
ら
、
そ
れ
ら
の
個
物
に
共
通
の
非
確
定
的
な
性
質
の
抽
象
観
念
が
い
か
に
し
て
得
ら
れ
る
か
を
、
十
分
に

説
明
し
て
い
な
い
。
こ
の
問
題
に
は
、
同
じ
類
の
個
体
の
間
の
類
似
性
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
が
、
関
連
を
有
す
る
。

1393

（
1
）
　
嬰
児
は
お
そ
ら
く
、
最
初
か
ら
眼
前
に
現
れ
る
異
る
人
々
を
区
別
す
る
の
で
は
な
く
、
徐
々
に
母
親
を
他
の
斯
々
か
ら
区
別
す
る
こ
と
を
学
ぶ

　
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
母
親
も
常
に
同
じ
相
貌
で
現
れ
る
訳
で
は
な
い
が
、
嬰
児
は
最
初
は
お
そ
ら
く
母
親
の
異
る
相
貌
を
区
別
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

普
遍
に
つ
い
て
の
試
論

三
九
三
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四

一
般
に
人
間
は
、
個
物
に
つ
い
て
も
そ
の
属
性
に
つ
い
て
も
、
区
別
で
き
な
い
も
の
を
同
一
視
す
る
認
識
的
方
略
を
用
い
る
の
で
あ
り
、
認
識
の
発

達
は
、
常
に
個
物
の
認
識
か
ら
普
遍
の
認
識
へ
進
む
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
最
初
は
区
別
で
き
な
い
も
の
を
漸
次
識
別
す
る
と
い
う
方
向
に
進
む
の

で
あ
ろ
う
。
O
P
い
冒
O
ま
。
・
o
P
↓
ぎ
偽
§
恥
題
O
§
蔑
譜
㌧
，
ミ
§
等
書
亀
戸
ミ
診
良
ミ
、
ω
（
一
㊤
①
G
。
”
O
①
o
茜
①
諺
濠
コ
や
d
p
≦
ぎ
）
”
サ
恥
。
0
卸
↓
ぎ

津
ミ
。
鷺
ミ
N
毎
篭
㌧
、
§
鼻
き
く
慧
ミ
㌧
ミ
，
ら
但
馬
執
§
（
ド
O
“
り
”
　
出
O
鑑
σ
q
ザ
紳
O
旨
　
ワ
二
一
鮎
一
罫
》
　
ゆ
O
ω
什
O
昌
）
”
署
・
b
。
O
b
。
l
b
。
鋒

八
　
ロ
ッ
ク
は
、
我
々
が
自
然
物
を
人
為
的
に
類
別
す
る
際
の
基
礎
と
し
て
、
自
然
物
が
類
似
性
を
示
す
こ
と
を
認
め
た
（
皿
・
皿
・
1
3
、

巫
・
y
・
3
7
）
。
文
脈
か
ら
見
て
、
自
然
物
の
間
の
類
似
性
は
、
複
数
の
個
物
が
同
じ
性
質
を
共
有
す
る
こ
と
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
一
つ
の
類
の
個
体
に
共
有
さ
れ
る
の
は
、
…
般
に
、
単
㎝
の
確
定
的
性
質
で
は
な
く
、
各
個
体
の
持
つ
様
々
の
確
定
的
性
質
を
特

殊
と
し
て
含
む
類
で
あ
る
質
的
連
続
体
の
、
一
定
の
範
囲
に
入
る
ど
れ
か
漁
る
一
つ
の
（
非
確
定
的
な
）
確
定
的
性
質
を
持
つ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
二
つ
の
個
物
が
確
定
的
な
性
質
を
何
一
つ
共
有
せ
ず
に
類
似
す
る
と
い
う
事
態
は
、
一
見
不
可
解
に
見
え
る
。
し
か
し
、
類

似
性
を
確
定
し
た
単
一
の
性
質
の
共
有
と
考
え
る
限
り
、
一
つ
の
類
の
個
体
の
問
に
我
々
が
実
際
に
認
め
て
い
る
よ
う
な
、
一
般
の
類
似

性
を
説
明
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
個
物
の
間
に
は
、
同
…
の
確
定
的
な
性
質
を
一
つ
以
上
共
有
す
る
型
の
類
似
性
と
、
単
に
同
一
の
非
確
定
的
な
性
質
を
一

つ
以
上
共
有
す
る
型
の
類
似
性
と
が
あ
り
得
る
。
第
二
の
類
似
性
は
、
異
る
個
物
の
異
る
確
定
的
性
質
が
、
そ
れ
ら
を
特
殊
と
し
て
含
む

類
で
あ
る
質
的
連
続
犯
（
ス
ペ
ク
ト
ル
）
の
中
で
、
近
く
に
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
連
続
体
に
含
ま
れ
る
十
分
狭
い
部
分
連
続
体
に
属

す
る
、
と
い
う
こ
と
に
基
く
。

　
ロ
ッ
ク
の
普
遍
抽
象
説
は
、
類
似
性
の
分
析
が
不
十
分
で
あ
っ
た
た
め
に
、
不
完
全
な
も
の
に
止
ま
っ
た
と
言
え
よ
う
。

四
　
ロ
ッ
ク
の
個
別
存
在
説
、
語
と
観
念
の
「
個
別
性
」



　
　
九
　
次
に
、
抽
象
観
念
に
つ
い
て
の
ロ
ッ
ク
の
結
論
を
見
て
み
よ
う
。
「
…
…
一
般
的
と
か
普
遍
的
と
か
い
う
こ
と
は
、
事
物
の
現
実
存

　
　
在
に
属
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
知
性
が
自
ら
の
使
用
の
為
に
作
っ
た
創
造
物
で
あ
り
、
語
で
あ
れ
観
念
で
あ
れ
、
〔
他
の
も
の
の
〕
標
で
あ

　
　
る
も
の
に
の
み
隠
る
。
語
が
一
般
的
と
な
る
の
は
、
…
…
そ
れ
ら
が
蝋
般
観
念
の
標
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
き
で
あ
り
、
語
は
こ
う
し
て

　
　
多
く
の
個
別
的
な
事
物
に
無
差
別
に
適
用
さ
れ
得
る
も
の
と
な
る
。
ま
た
、
観
念
が
一
般
的
と
な
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
多
く
の
個
別
的
な

　
　
事
物
の
代
表
と
さ
れ
る
と
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
普
遍
性
は
事
物
自
体
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
。
事
物
は
す
べ
て
、
そ
の
存
在
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
の
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
て
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
意
味
（
表
示
）
の
働
き
に
お
い
て
一
般
的
で
あ
る
語
や
観
念
さ
え
も
そ
う
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
そ
れ
ゆ
え
、
我
々
が
個
別
者
を
離
れ
る
な
ら
ば
、
残
る
一
般
老
は
、
我
々
自
身
の
手
に
よ
る
創
造
物
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
有
す
る
一

　
　
般
的
性
格
と
は
、
知
性
が
〔
個
別
者
と
し
て
の
〕
そ
れ
ら
に
与
え
た
、
多
く
の
個
別
者
を
表
示
（
意
味
）
し
代
表
す
る
と
い
う
、
資
格
に

　
　
他
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
一
般
者
（
一
般
的
に
使
用
さ
れ
る
個
別
者
）
が
持
つ
意
味
（
表
示
）
の
働
き
と
は
、
人
間
の
精
神
に
よ
っ
て

　
　
そ
れ
ら
に
付
加
さ
れ
た
〔
多
く
の
個
別
者
に
対
す
る
〕
関
係
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
（
皿
・
皿
　
1
1
）

　
　
　
「
そ
の
意
味
の
働
き
に
お
い
て
一
般
的
で
あ
る
一
般
観
念
が
、
そ
の
存
在
に
お
い
て
す
な
わ
ち
そ
れ
自
体
に
お
い
て
は
個
別
的
で
あ
る
」

　
　
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ロ
ッ
ク
は
こ
れ
に
直
接
説
明
を
与
え
て
い
な
い
。
彼
は
、
そ
の
意
味
の
働
き
に
お
い
て
個
別
的
で

　
　
あ
る
観
念
、
す
な
わ
ち
個
別
的
な
も
の
の
観
念
を
「
個
別
観
念
」
と
呼
び
、
そ
の
意
味
の
働
き
に
お
い
て
一
般
的
で
あ
る
観
念
、
す
な
わ

　
　
ち
多
く
の
個
別
的
な
も
の
の
ど
れ
を
も
表
わ
す
観
念
を
コ
般
観
念
」
あ
る
い
は
「
抽
象
観
念
」
と
呼
ぶ
。
そ
こ
で
、
「
そ
れ
自
体
に
お

　
　
い
て
個
別
的
で
あ
る
」
こ
と
を
「
「
個
別
的
」
で
あ
る
」
と
表
わ
す
な
ら
ぽ
、
個
別
観
念
で
あ
れ
一
般
観
念
で
あ
れ
、
観
念
は
す
べ
て

　
　
「
個
別
的
」
観
念
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
「
X
は
奇
問
で
あ
る
」
と
い
う
述
語
に
対
応
す
る
「
人
聞
」
の
抽
象
一
般
観
念
は
、

　
　
そ
れ
が
ど
の
個
々
の
人
間
を
も
表
わ
す
と
い
う
意
味
の
働
ぎ
に
お
い
て
は
一
般
的
普
遍
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
個
別
的
な
も

　
　
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
、
ロ
ッ
ク
は
直
接
に
は
説
明
を
与
え
て
い
な
い
が
、
理
論
上
は
二
通

95

@
り
の
考
え
方
が
可
能
で
あ
る
。
第
一
に
、
観
念
は
、
我
々
が
現
実
に
観
念
を
懐
く
た
び
ご
と
に
別
個
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
で
あ

13　
　
　
　
　
　
普
遍
に
つ
い
て
の
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
五
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一
二
九
六

り
、
第
二
に
、
観
念
は
、
そ
の
意
味
の
働
き
が
同
じ
で
あ
る
限
り
、
異
る
機
会
に
我
々
が
そ
れ
を
懐
い
て
も
、
同
一
の
観
念
で
あ
る
と
す

る
考
え
方
で
あ
る
。

　
語
に
つ
い
て
も
、
ロ
ッ
ク
は
、
個
別
観
念
を
表
わ
す
語
を
個
別
的
な
語
と
し
、
一
般
観
念
を
表
わ
す
語
を
一
般
的
な
語
と
す
る
。
し
か

し
、
語
は
、
意
味
の
働
き
に
お
い
て
個
別
的
で
あ
れ
一
般
的
で
あ
れ
、
す
べ
て
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
は
個
溺
的
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
て

い
る
。
従
っ
て
、
固
有
名
詞
も
一
般
名
辞
も
共
に
「
個
別
的
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
も
、
ロ

ッ
ク
は
直
接
に
は
説
明
を
与
え
て
い
な
い
が
、
理
論
上
二
通
り
の
考
え
方
が
可
能
で
あ
る
。
第
一
に
、
語
は
、
話
さ
れ
る
音
あ
る
い
は
書

か
れ
る
文
字
と
し
て
出
現
す
る
こ
と
に
異
る
と
ナ
る
考
え
で
あ
り
、
第
二
に
、
語
は
、
同
じ
音
、
同
じ
文
字
、
同
じ
意
味
を
持
つ
限
り
、

異
る
機
会
に
生
起
し
て
も
、
同
一
の
語
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。

十
　
ロ
ッ
ク
は
上
の
問
題
に
直
接
答
え
て
い
な
い
が
、
彼
の
観
念
と
語
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
全
体
か
ら
、
彼
が
観
念
に
つ
い
て
も
語
に

つ
い
て
も
第
二
の
考
え
方
を
採
っ
て
い
た
こ
と
が
、
明
ら
か
で
あ
る
、
ロ
ッ
ク
は
、
知
識
の
素
材
で
あ
る
観
念
は
す
べ
て
経
験
か
ら
、
す

な
わ
ち
感
覚
と
自
ら
の
心
的
活
動
に
対
す
る
反
省
と
か
ら
、
得
ら
れ
る
と
し
（
皿
・
1
・
2
）
、
感
覚
と
反
省
の
い
ず
れ
か
ら
も
得
ら
れ

た
こ
と
の
な
い
新
し
い
観
念
を
知
性
が
自
ら
作
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
（
∬
・
工
・
2
5
）
。
も
し
前
節
の
第
一
の
考
え
方
を

採
用
す
る
な
ら
ば
、
現
在
感
覚
ま
た
は
反
省
に
よ
っ
て
直
接
体
験
さ
れ
て
い
な
い
事
物
の
観
念
を
懐
く
こ
と
は
、
た
と
え
過
去
に
そ
の
事

物
を
経
験
し
た
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
今
迄
に
存
在
し
な
か
っ
た
新
し
い
観
念
を
懐
く
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
を
ロ
ッ
ク
は
否
定
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
観
念
は
、
経
験
に
よ
っ
て
知
性
に
刻
印
さ
れ
た
後
、
記
憶
力
に
よ
っ
て
把
持
さ
れ
、
想
起
に
よ
っ
て
再
生
さ
れ
、

再
認
さ
れ
る
と
し
て
い
る
（
皿
・
X
）
。
幽
門
、
把
持
、
想
起
、
再
認
の
全
過
程
を
通
じ
て
、
観
念
は
同
一
の
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
（
こ
の
よ
う
な
観
念
は
、
各
人
に
お
い
て
異
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
璽
・
∬
・
2
、
8
）
　
実
際
、
事
物
に
つ
い
て
の

経
験
と
、
そ
の
事
物
に
つ
い
て
考
え
る
（
そ
の
事
物
の
観
念
を
懐
く
）
こ
と
と
の
間
に
は
、
因
果
関
係
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
経
験
に

よ
る
事
物
の
観
念
の
獲
得
は
、
そ
の
事
物
に
つ
い
て
考
え
る
能
力
の
獲
得
を
意
味
す
る
。
そ
の
事
物
に
つ
い
て
実
際
に
考
え
る
（
観
念
を



懐
く
）
行
為
は
、
こ
の
単
一
の
能
力
の
発
現
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
能
力
は
、
各
個
人
ご
と
に
別
個
な
能
力
で
あ
る
。

　
語
に
つ
い
て
は
、
先
ず
、
観
念
に
つ
い
て
の
ロ
ッ
ク
の
考
え
が
、
そ
の
ま
ま
語
の
観
念
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
語
は
、
話
老
の
懐
く
観
念
と
同
種
の
観
念
を
聞
き
手
の
精
神
に
呼
び
起
こ
す
為
に
、
観
念
の
標
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

こ
れ
が
可
能
と
な
る
為
に
は
、
各
人
の
精
神
に
お
い
て
、
一
つ
の
語
と
一
つ
の
観
念
の
問
の
「
恒
常
的
結
合
」
が
成
立
し
て
い
な
け
れ
ぽ

な
ら
な
い
（
皿
・
互
・
6
、
7
）
。
そ
し
て
、
観
念
は
、
意
味
の
働
き
が
同
じ
で
あ
る
限
り
、
同
一
人
が
何
度
そ
の
観
念
を
懐
い
て
も
、

同
一
の
観
念
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
観
念
と
恒
常
的
に
結
合
す
る
も
の
と
さ
れ
る
語
も
、
同
種
の
音
、
同
種
の

文
字
を
持
ち
、
同
種
の
観
念
の
標
と
し
て
使
わ
れ
る
限
り
、
異
る
機
会
に
出
現
し
て
も
、
同
一
の
も
の
と
見
な
さ
れ
る
筈
で
あ
る
。
（
語

が
直
接
表
わ
す
の
は
話
老
の
観
念
で
あ
り
、
語
が
聞
き
手
に
話
者
の
観
念
と
同
種
の
観
念
を
呼
び
起
こ
す
と
し
て
も
、
観
念
は
各
人
ご
と

に
別
個
な
も
の
で
あ
る
（
皿
・
皿
・
2
、
8
）
。
し
か
し
、
語
は
、
各
人
ご
と
に
別
個
な
間
種
の
観
念
の
「
外
的
な
感
覚
さ
れ
得
る
標
」

（
皿
・
皿
・
1
）
な
の
で
あ
る
か
ら
、
他
の
感
覚
可
能
な
事
物
と
同
様
に
、
客
観
的
に
現
れ
得
る
も
の
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
）
特
に
、
語
が
、

同
種
の
観
念
を
そ
の
意
味
と
す
る
も
の
と
し
て
、
習
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
観
念
の
獲
得
の
場
合
と
同
様
に
、
習
得
さ
れ
つ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

あ
る
語
と
習
得
の
後
に
使
用
さ
れ
る
語
と
が
同
一
の
語
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
示
し
て
い
る
。

（
1
）
　
語
の
習
得
に
際
し
、
質
的
に
区
別
す
る
必
要
の
な
い
同
種
の
音
や
文
字
の
現
れ
を
同
一
の
音
や
文
字
と
見
な
す
認
識
的
方
略
が
、
有
効
に
働
く

　
と
思
わ
れ
る
。

　
　
十
一
　
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
語
や
観
念
は
、
真
の
個
物
が
個
別
的
で
あ
る
の
と
同
じ
意
味
で
、
「
「
個
別
的
」
で
あ
る
」
と
言
え
る
の

　
　
で
あ
ろ
う
か
。
「
x
は
人
間
で
あ
る
」
と
い
う
述
語
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
対
応
す
る
「
入
間
」
と
い
う
一
般
名
辞
は
、
現
実
に
使
用
さ
れ

97

@
る
際
に
は
、
話
さ
れ
る
音
あ
る
い
は
書
か
れ
る
文
字
を
介
し
て
出
現
（
生
起
）
し
、
こ
れ
ら
の
生
起
体
（
8
ぎ
昌
、
生
起
す
る
限
り
で
の
も

13　
　
　
　
　
　
普
遍
に
つ
い
て
の
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
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@
の
）
は
、
物
理
的
な
出
来
事
と
も
、
ま
た
謳
伽
生
起
体
と
も
、
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
生
起
体
は
、
物
理
的
な
出
来
事
と
し

　
　
て
は
、
出
現
す
る
こ
と
に
別
個
な
、
物
理
的
な
す
べ
て
の
面
で
確
定
し
た
、
存
在
で
あ
る
。
ま
た
、
語
の
生
起
体
と
し
て
も
、
生
起
す
る

　
　
こ
と
に
別
個
な
存
在
で
あ
る
。
更
に
、
「
人
間
」
と
い
う
語
を
発
語
す
る
現
実
的
行
為
は
、
そ
の
た
び
ご
と
に
異
る
個
別
的
な
行
為
で
あ

　
　
る
。
こ
こ
ま
で
は
．
第
一
の
考
え
方
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
し
か
し
、
藷
の
生
起
体
は
、
単
に
物
理
的
な
出
来
事
と
見
な
さ
れ
る
限
り
で
は
、
も
は
や
語
の
生
起
体
で
は
な
い
。
「
人
間
」
と
い
う

　
　
語
の
生
起
体
は
、
そ
の
語
の
生
起
体
と
し
て
は
出
現
す
る
こ
と
に
別
個
な
存
在
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
生
起
体
が
等
し
く
「
入
間
」
と
い

　
　
の
　
　
　
の
　
　
　
　

　
　
う
語
の
生
起
体
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
、
我
々
が
「
人
間
」
と
い
う
語
を
、
い
つ
ど
こ
に
出
現
し
よ
う
と
、
話
者
が
そ
れ
ら
の
生
起
体
を

　
　
「
人
間
」
と
い
う
語
の
生
起
体
と
し
て
意
図
し
、
そ
れ
ら
の
生
起
体
に
お
け
る
そ
の
語
の
使
用
に
よ
っ
て
、
「
X
は
人
間
で
あ
る
」
と
い

　
　
う
述
語
に
対
応
す
る
「
人
間
」
と
い
う
意
味
を
意
図
す
る
限
り
、
同
一
の
語
で
あ
る
と
見
な
す
か
ら
で
あ
る
。
語
の
生
起
体
は
、
話
者
に

　
　
よ
っ
て
同
じ
音
、
同
じ
文
字
、
同
じ
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
意
図
さ
れ
、
ま
た
相
手
に
も
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
受
取
ら
れ
る
な
ら
ぽ
、

　
　
時
間
的
求
問
的
に
離
れ
て
何
度
出
現
し
て
も
、
音
や
文
字
が
質
的
に
多
少
異
っ
て
い
て
も
、
一
つ
の
完
全
な
語
そ
の
も
の
に
他
な
ら
ず
、

　
　
同
一
の
語
の
現
れ
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
語
の
生
起
体
は
現
れ
る
た
び
ご
と
に
洌
主
な
も
の
で
あ
る
が
、
語
そ
の
も
の
は
、
そ
の
語
の

　
　
別
個
な
生
起
体
に
お
い
て
同
一
の
も
の
と
し
て
現
れ
る
、
抽
象
的
で
普
遍
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
語
が
抽
象
的
な
も
の
で
あ
る
の
は
、
具
体
的
現
実
的
な
生
起
体
に
現
れ
る
が
、
そ
れ
自
体
は
単
な
る
生
起
体
で
あ
る
に
止
ま
ら
ず
、
時

　
　
間
的
に
も
空
間
的
に
も
離
れ
た
生
起
体
に
同
一
の
も
の
と
し
て
現
れ
得
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
語
が
普
遍
的
な
も
の
で
あ

　
　
る
の
は
、
確
定
的
普
遍
で
あ
る
「
こ
の
白
」
と
全
く
同
様
の
仕
方
で
、
岡
時
に
複
数
の
事
例
（
生
起
体
）
を
持
ち
得
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
「
X
は
白
い
」
と
い
う
述
語
に
対
応
す
る
「
白
い
こ
と
」
は
非
確
定
的
な
普
遍
で
あ
る
が
、
「
X
は
こ
の
紙
片
と
全
く
同
じ
よ
う
に
白
い
」

　
　
と
い
う
述
語
に
対
応
す
る
「
こ
の
紙
と
全
く
同
じ
よ
う
に
白
い
こ
と
」
あ
る
い
は
「
こ
の
よ
う
に
白
い
こ
と
」
は
、
確
定
的
な
普
遍
と
し
て

　
　
意
図
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
「
x
は
こ
の
よ
う
に
白
い
」
と
い
う
述
語
は
同
時
に
複
数
の
紙
片
に
妥
当
し
得
る
か
ら
、
「
こ
の
よ



　
　
う
に
白
い
こ
と
」
は
、
時
間
的
空
間
的
に
離
れ
た
個
物
に
同
一
の
こ
と
と
し
て
出
現
し
得
、
同
時
に
多
く
の
事
例
を
持
ち
得
る
。
そ
れ
ゆ

　
　
え
、
「
こ
の
よ
う
に
白
い
こ
と
」
は
、
抽
象
的
で
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
対
象
と
し
て
、
「
こ
の
白
さ
」
と
い
う
抽
象
名
を

　
　
獲
得
す
る
。
全
く
同
様
に
、
「
X
は
「
人
間
」
と
い
う
語
で
あ
る
」
と
い
う
述
語
は
、
「
人
間
」
と
い
う
語
の
多
く
の
生
起
体
に
妥
当
し
得

　
　
る
の
で
あ
り
、
「
「
人
間
」
と
い
う
語
で
あ
る
こ
と
」
は
、
「
人
間
」
と
い
う
語
の
、
時
間
的
空
間
的
に
離
れ
た
、
多
く
の
生
起
体
に
同
じ
こ

　
　
と
と
し
て
出
現
し
得
る
。
「
「
人
間
」
と
い
う
語
で
あ
る
こ
と
」
は
、
こ
の
よ
う
に
抽
象
的
で
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
対
象

　
　
と
し
て
、
　
「
「
人
間
」
と
い
う
語
」
と
い
う
抽
象
名
を
持
ち
得
る
も
の
で
あ
る
。
「
人
間
」
と
い
う
語
が
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
各
話
者

　
　
ご
と
に
異
り
、
ま
た
各
発
話
ご
と
に
異
る
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
た
語
が
同
じ
意
味
を
持
つ
複
数
の
生
起
体
を
同
時
に
持
つ

　
　
こ
と
が
、
原
理
的
に
可
能
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
同
じ
話
者
が
、
「
人
間
」
と
い
う
語
を
含
む
文
を
同
じ
意
味
の
言
明
と
し
て
、
声

　
　
に
出
し
て
発
話
し
か
つ
同
時
に
書
く
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
「
人
間
」
と
い
う
語
を
発
語
す
る
現
実
の
行
為
は
、
そ
の
た
び
ご
と
に
異
る
個
別
的
行
為
で
あ
る
が
、
そ
の
た
び
ご
と
に
異
る
発
語
行

　
　
為
の
う
ち
に
、
同
一
の
「
人
間
」
と
い
う
語
が
繰
り
返
し
出
現
す
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
語
は
、
こ
の
よ
う
に
、
抽
象
的
普
遍
的
な
対

　
　
象
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ロ
ヅ
ク
も
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
が
す
べ
て
の
語
を
「
個
別
的
」
で

　
　
あ
る
と
主
張
し
た
際
の
「
個
別
性
」
と
は
、
抽
象
的
普
遍
的
脈
岩
と
見
な
さ
れ
た
篇
首
の
同
一
性
以
上
の
こ
と
を
意
味
し
得
る
も
の
で
は

　
　
な
い
。

　
　
　
勿
論
、
抽
象
的
普
遍
的
対
象
と
見
な
さ
れ
た
語
は
、
現
実
の
発
語
行
為
に
お
け
る
現
実
の
生
起
体
を
離
れ
て
実
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
異
る
発
語
行
為
に
現
れ
る
語
が
単
一
の
抽
象
的
な
対
象
と
見
な
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
語
を
含
む
言
語
が
、
そ
の

　
　
言
語
を
使
用
し
て
い
る
言
語
社
会
の
、
各
個
人
か
ら
独
立
し
た
、
文
化
的
継
承
物
と
し
て
の
抽
象
的
体
系
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
、
各
個
人

　
　
は
、
こ
の
言
語
体
系
に
各
個
人
に
よ
る
使
用
に
先
立
っ
て
属
し
て
い
る
そ
の
語
を
、
習
得
し
使
用
す
る
よ
う
に
な
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る

謝
か
ら
で
あ
ろ
う
。

1　
　
　
　
　
　
普
遍
に
つ
い
て
の
試
論
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@
十
二
　
観
念
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
精
神
が
或
る
も
の
A
の
観
念
を
懐
く
と
は
、
表
象
と
し
て
の
観
念
を
介
し
て
精
神
が
そ
の

　
　
も
の
A
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
、
と
解
し
得
る
。
た
と
え
ば
、
私
が
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
あ
る
い
は
「
人
間
〔
で
あ

　
　
る
も
の
〕
は
死
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
考
え
る
と
き
、
私
は
「
人
間
〔
で
あ
る
こ
と
〕
」
の
抽
象
観
念
を
懐
き
、
人
間
一
般
に
つ
い
て

　
　
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
私
が
人
間
に
つ
い
て
考
え
る
、
あ
る
い
は
「
人
間
」
の
抽
象
観
念
を
懐
く
、
と
い
う
現
実
の
心

　
　
的
作
用
は
、
そ
の
つ
ど
異
る
個
別
的
な
心
的
作
用
で
あ
る
。
ま
た
、
現
実
の
思
惟
行
為
は
、
分
割
を
許
さ
ぬ
一
纏
り
の
活
動
で
あ
っ
て
、

　
　
諸
部
分
か
ら
な
る
複
合
物
で
は
な
い
。
私
が
人
間
の
こ
と
を
考
え
る
思
惟
行
為
が
、
為
さ
れ
る
ご
と
に
異
る
心
的
行
為
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

　
　
こ
の
現
実
の
五
爵
行
為
に
現
れ
る
と
さ
れ
る
「
人
間
」
の
観
念
を
、
生
起
す
る
こ
と
に
別
個
な
観
念
と
す
る
こ
と
は
、
自
然
で
あ
る
よ
う

　
　
に
見
え
る
。
こ
こ
ま
で
は
第
一
の
考
え
方
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
し
か
し
、
人
間
の
行
為
は
、
思
惟
行
為
で
あ
れ
発
話
行
為
で
あ
れ
、
原
理
的
に
反
復
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
「
人
間
」
の
一
般
観
念
あ

　
　
る
い
は
概
念
を
獲
得
す
る
こ
と
は
、
個
々
の
人
間
を
一
入
の
人
間
と
し
て
認
識
し
、
ま
た
人
間
一
般
に
つ
い
て
考
え
る
、
能
力
を
獲
得
す

　
　
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
能
力
は
一
般
に
「
人
間
」
と
い
う
一
般
名
辞
の
使
用
法
の
習
得
を
通
し
て
獲
得
さ
れ
る
。
「
人
間
」
の
観
念
な
い

　
　
し
概
念
を
有
す
る
こ
と
は
、
人
間
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
思
惟
能
力
を
有
す
る
こ
と
で
あ
り
、
「
人
間
」
の
観
念
を
懐
く
こ
と
は
、
こ

　
　
の
よ
う
な
単
一
の
能
力
が
現
実
の
思
惟
行
為
と
し
て
発
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
単
一
の
能
力
は
、
原
理
上
反
復
し

　
　
て
発
現
し
得
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
「
人
間
」
の
観
念
な
い
し
概
念
そ
の
も
の
を
、
人
爵
を
認
識
し
人
間
に
つ
い
て
考
え
る
能
力
と
見
な
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
各
個
人
に

　
　
お
い
て
異
り
、
発
達
し
、
持
続
す
る
、
個
別
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
ロ
ッ
ク
が
そ
の
よ
う
に
考
え
た
と
は
思
わ
れ
な

　
　
い
。
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
、
観
念
と
は
、
「
思
惟
の
直
接
の
対
象
」
で
あ
っ
た
（
皿
・
盟
・
8
）
。
観
念
が
思
惟
の
直
接
の
対
象
で
あ
る
と
い

　
　
う
こ
と
は
、
我
々
が
、
「
人
間
」
の
観
念
を
懐
く
際
に
、
「
人
間
」
の
観
念
の
こ
と
を
思
惟
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
我
々

　
　
は
、
「
人
聞
」
の
観
念
を
懐
く
こ
と
を
介
し
て
、
そ
の
観
念
に
一
致
す
る
限
り
の
人
間
の
こ
と
を
思
惟
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
役



割
を
果
す
「
人
間
」
の
観
念
は
、
人
聞
に
つ
い
て
思
惟
す
る
能
力
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
人
間
に
つ
い
て
の
多
く
の
思
惟
活
動
に
共
通
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

て
現
れ
、
そ
れ
ら
の
思
惟
活
動
を
す
べ
て
人
間
に
つ
い
て
の
思
惟
活
動
た
ら
し
め
て
い
る
、
何
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　
こ
の
よ
う
な
考
え
に
と
っ
て
は
、
生
じ
る
ご
と
に
別
個
な
多
く
の
思
惟
活
動
の
う
ち
に
、
同
じ
「
人
間
し
の
観
念
が
繰
返
し
出
現
す
る

こ
と
に
な
る
が
、
「
人
間
」
の
観
念
が
多
く
の
思
惟
活
動
に
、
単
一
の
個
別
的
な
原
子
が
時
聞
を
隔
て
て
多
く
の
複
合
物
に
現
れ
る
よ
う

な
仕
方
で
、
出
現
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
む
し
ろ
、
前
節
に
述
べ
た
意
味
で
抽
象
的
な
対
象
で
あ
る
一
つ
の
「
人

閥
」
と
い
う
語
に
、
　
一
つ
の
「
人
間
」
の
観
念
が
対
応
し
、
異
る
個
別
的
な
発
話
行
為
に
同
一
の
「
人
間
」
と
い
う
語
が
生
起
す
る
の
と

同
様
に
、
異
る
個
別
的
な
思
惟
行
為
に
同
一
の
「
人
間
」
の
観
念
が
出
現
す
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
ら

れ
た
観
念
は
、
真
に
個
別
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
表
す
語
と
同
様
に
、
抽
象
的
で
普
遍
的
な
対
象
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
が
観
念
を

「
個
別
的
」
で
あ
る
と
主
張
し
た
際
の
「
個
別
性
」
は
、
抽
象
的
普
遍
的
な
対
象
と
し
て
の
観
念
の
同
一
性
以
上
の
こ
と
を
意
味
し
得
る

も
の
で
は
な
い
。

　
現
実
の
思
惟
活
動
は
分
割
を
許
さ
ぬ
一
纏
り
の
活
動
で
あ
り
、
諸
部
分
か
ら
成
る
複
合
物
で
は
な
い
。
人
間
に
つ
い
て
の
分
割
不
可
能

な
思
惟
活
動
に
「
人
間
」
の
観
念
が
分
節
的
に
含
ま
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
、
思
惟
能
力
と
し
て
の
「
人

間
」
の
観
念
の
獲
得
が
、
一
つ
の
抽
象
的
垂
足
と
し
て
の
「
人
間
」
と
い
う
語
の
習
得
を
通
し
て
可
能
と
な
る
こ
と
、
ま
た
、
人
間
に
つ

い
て
の
思
惟
の
内
容
が
、
感
覚
可
能
で
分
節
可
能
な
言
語
を
用
い
て
表
現
さ
れ
、
こ
の
言
語
表
現
が
「
人
間
」
と
い
う
語
を
含
む
こ
と
、

に
依
る
と
思
わ
れ
る
。

1401

（
1
）
　
そ
の
よ
う
な
考
え
方
が
デ
カ
ル
ト
、
及
び
ア
ル
ノ
：
と
ニ
コ
ル
に
見
ら
れ
る
。
「
観
念
と
い
う
名
称
に
よ
っ
て
私
が
理
解
す
る
も
の
は
、
各
思

　
惟
の
形
相
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
を
直
接
知
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
が
そ
の
思
惟
自
体
を
知
る
（
意
識
す
る
）
と
こ
ろ
の
、
形
相
で
あ
る
。
」
（
デ
カ

　
ル
ト
『
省
察
』
、
「
…
…
幾
何
学
的
に
配
列
さ
れ
た
諸
根
拠
」
定
義
ご
、
〉
号
ヨ
9
↓
p
暮
費
ざ
↓
o
ヨ
①
〈
囲
押
〉
誉
k
蹄
ミ
軌
。
㌔
§
”
層
曜
H
①
O
）
「
た
と
え

　
　
　
普
遍
に
つ
い
て
の
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
一
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四
〇
二

ば
我
々
が
太
陽
、
地
球
、
樹
木
、
円
、
正
方
形
、
思
准
、
存
在
な
ど
を
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
っ
き
り
し
た
判
断
を
何
ら
形
成
す
る
こ
と
な
く
蓑
象

す
る
場
合
の
よ
う
に
、
我
々
の
精
神
に
現
前
す
る
事
物
に
つ
い
て
我
々
が
持
つ
単
純
な
観
照
を
、
思
惟
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
が

こ
れ
ら
の
事
物
を
表
象
す
る
と
こ
ろ
の
形
相
が
、
観
念
と
呼
ば
れ
る
。
」
（
ア
ル
ノ
ー
と
ニ
コ
ル
、
○
℃
●
鼻
‘
Ψ
ω
喧
）

十
三
　
ロ
ッ
ク
は
抽
象
能
力
の
説
明
に
お
い
て
、
真
に
普
遍
的
な
性
質
や
属
性
の
実
在
性
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
、
少
く
と
も
、
多

く
の
異
る
個
別
的
な
も
の
が
そ
れ
に
一
致
す
る
も
の
と
し
て
、
抽
象
観
念
の
存
在
を
認
め
た
。
そ
し
て
、
そ
の
結
論
に
お
い
て
は
、
意
味

の
働
き
に
お
い
て
普
遍
的
で
あ
る
語
や
観
念
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
「
個
劉
的
」
な
存
在
で
あ
る
と
考
え
た
。
お
そ
ら
く
、
普
遍
的
な

も
の
が
個
物
を
離
れ
て
実
在
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
か
ら
、
多
く
の
個
物
が
性
質
や
属
性
を
共
有
す
る
こ
と
を
認
め
て
も
、
「
存
在
す
る

も
の
は
す
べ
て
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
個
癖
存
在
説
を
貫
き
得
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
が
考
え
た
語
や
観
念

は
普
遍
的
抽
象
的
な
対
象
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
「
個
別
性
」
と
は
、
普
遍
的
抽
象
的
な
対
象
の
同
一
性
以
上
の
こ
と
を
意
味
し
得
る
も

の
で
は
な
い
。
彼
は
こ
の
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
。

五
　
バ
ー
ク
リ
ー
の
ロ
ッ
ク
批
判
と
代
表
説

十
四
　
バ
ー
ク
リ
ー
は
、
ロ
ッ
ク
の
普
遍
抽
象
説
の
不
完
全
さ
を
は
っ
き
り
認
識
し
て
い
た
。
彼
は
、
二
種
類
の
抽
象
を
感
覚
的
事
物
に

関
し
て
考
え
た
上
で
、
そ
の
い
ず
れ
を
も
不
可
能
で
あ
る
と
し
た
。
第
一
種
の
抽
象
に
関
し
て
、
「
互
い
に
分
離
さ
れ
て
は
存
在
し
得
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

い
諸
性
質
の
一
つ
を
他
の
も
の
か
ら
抽
象
す
る
、
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
を
分
離
し
て
考
え
る
」
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
言
う
（
1
0
）
。
た

と
え
ぽ
、
「
広
が
り
を
持
ち
色
が
あ
り
運
動
し
て
い
る
対
象
」
が
視
覚
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
て
い
る
際
に
、
こ
の
諸
性
質
の
複
合
体
を
各

性
質
に
「
分
解
し
」
、
「
各
々
を
他
の
も
の
を
除
い
て
な
が
め
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
延
長
を
除
い
た
色
」
や
「
色
と
延
長
を
除
い
た
運
動
」

（
す
な
わ
ち
「
運
動
す
る
物
体
な
し
の
運
動
」
）
、
あ
る
い
は
色
の
な
い
延
長
と
い
っ
た
抽
象
観
念
を
形
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
う



　
　
（
1
0
、
7
）
。
こ
こ
で
の
延
長
や
色
や
運
動
は
、
現
に
視
覚
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
て
い
る
視
覚
的
に
完
全
な
対
象
の
持
つ
性
質
で
あ
り
、

　
　
そ
れ
ぞ
れ
確
定
し
た
延
長
、
色
、
運
動
で
あ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
単
純
な
確
定
的
諸
性
質
を
互
い
に
分
離
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
な

　
　
い
の
か
と
い
う
理
由
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
　
一
つ
に
は
、
感
覚
的
事
物
の
感
覚
像
及
び
心
像
は
、
各
感
覚
様
相
（
た
と
え

　
　
ぽ
視
覚
、
触
覚
）
ご
と
に
一
纏
り
の
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
、
す
べ
て
の
面
を
備
え
す
べ
て
の
面
で
確
定
的
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
何
ら
か
の
確
定
し
た
広
が
り
な
し
に
色
が
存
在
す
る
、
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
考
え
と
、

　
　
「
そ
れ
の
確
定
し
た
広
が
り
を
考
え
ず
に
色
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
考
え
と
を
、
混
同
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
第
二
種
の
抽
象
に
関
し
て
、
バ
ー
ク
リ
ー
は
、
ロ
ッ
ク
の
抽
象
説
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
　
一
つ
の
類
に
属
す
る
す
べ
て
の
個
体
に
共
通

　
　
な
要
素
を
保
持
し
、
共
通
で
な
い
要
素
を
除
去
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
抽
象
観
念
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
主
張
す
る
。
た

　
　
と
え
ば
、
「
感
覚
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
個
々
の
色
か
ら
、
そ
れ
ら
を
互
い
に
区
別
す
る
も
の
を
排
除
し
、
そ
れ
ら
す
べ
て
に
共
通
な
も

　
　
の
の
み
を
保
持
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
「
赤
で
も
青
で
も
白
で
も
そ
の
他
ど
ん
な
確
定
し
た
色
で
も
な
い
よ
う
な
抽
象
的
な
色
の
観
念
」

　
　
を
形
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
う
（
1
0
、
8
）
。
ま
た
、
「
私
の
形
成
す
る
人
間
の
観
念
は
、
白
い
か
黒
い
か
褐
色
で
あ
る
か
の
い
ず

　
　
れ
か
で
あ
り
、
腰
が
真
直
ぐ
か
曲
が
っ
て
い
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
り
、
背
が
高
い
か
低
い
か
中
背
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
、
人
閻
の
も

　
　
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
〔
こ
の
い
ず
れ
で
も
な
い
よ
う
な
人
間
の
〕
抽
象
観
念
を
懐
く
こ
と
は
、
い
か
に
努
力
し
て
も
で
き
な
い
」

　
　
と
言
う
（
1
0
）
。
こ
こ
で
も
、
感
覚
的
事
物
の
観
念
は
す
べ
て
の
面
で
確
定
し
た
心
像
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
窺
え
、
ま
た
、
「
そ
の
丸
尾

　
　
が
何
ら
確
定
し
た
色
を
持
た
な
い
よ
う
な
人
聞
が
存
在
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
考
え
と
、
「
そ
の
皮
膚
の
確
定
し
た
色

　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
の
　
　
　
り

　
　
を
考
え
ず
に
人
間
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
考
え
と
の
混
同
が
疑
わ
れ
る
。

　
　
　
第
二
種
の
抽
象
に
つ
い
て
の
バ
ー
ク
リ
ー
の
主
張
は
、
延
長
、
色
、
運
動
、
動
物
な
ど
の
各
々
に
お
け
る
一
つ
の
類
に
属
す
る
個
体
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
　
互
い
に
類
似
す
る
が
、
何
ら
か
の
確
定
し
た
性
質
を
共
有
す
る
訳
で
は
な
い
と
い
う
事
態
を
、
彼
が
は
っ
き
り
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示

03
@
し
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
は
、
「
人
間
」
の
抽
象
観
念
を
説
明
し
た
際
、
各
人
間
に
共
通
な
性
質
が
存
在
す
る
こ
と
を
素
朴
に
想
定
し
た
が
、
後

14　
　
　
　
　
　
普
遍
に
つ
い
て
の
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
〇
三
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四
〇
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
な
　
　
　
り

に
、
三
角
形
の
一
般
観
念
に
つ
い
て
は
す
べ
て
の
三
角
形
に
共
通
な
確
定
し
た
性
質
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
気
づ
き
、
不
用
意
に
、
三
角

形
の
一
般
観
念
が
「
非
直
角
で
も
直
角
で
も
な
く
、
等
辺
で
も
等
脚
で
も
不
等
辺
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
す
べ
て
で
あ
る
と
同
時
に
ど
れ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
な
い
し
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
不
完
全
で
存
在
し
得
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
、
い
く
つ
か
の
互
い
に
異
る
矛
盾
し
た
観
念
を
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
し
て
複
合
さ
れ
た
観
念
」
で
あ
る
と
述
べ
た
（
y
・
W
・
9
）
。
バ
ー
ク
リ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
「
抽
象
的
で
一
般
的
な
、
矛
盾
を
含
む

観
念
」
（
1
6
）
の
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
、
三
角
形
の
み
な
ら
ず
ど
の
抽
象
観
念
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
を
、
明
言
し
た
の
で
あ
る
。

　
第
一
種
の
抽
象
は
、
　
一
般
に
、
単
一
感
覚
（
例
、
視
覚
）
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
、
す
べ
て
の
性
質
（
例
、
色
と
形
と
運
動
）
を
備
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
の
　
　
　
　

た
、
完
全
な
単
一
の
感
覚
的
事
物
（
例
、
見
ら
れ
る
限
り
で
の
物
体
）
に
つ
い
て
、
そ
の
確
定
的
諸
性
質
（
例
、
こ
の
色
と
こ
の
形
と
こ

の
運
動
）
の
一
つ
だ
け
を
考
察
し
他
を
無
視
す
る
心
的
作
用
を
説
明
す
る
為
の
も
の
で
あ
り
、
単
一
感
覚
に
与
え
ら
れ
る
単
一
の
感
覚
的

事
物
の
確
定
的
諸
性
質
を
互
い
に
抽
象
（
分
離
）
す
る
こ
と
に
論
る
。
第
二
種
の
抽
象
は
、
一
般
に
、
感
覚
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
特
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
コ
　
　
　
ロ

の
個
物
（
例
、
こ
の
人
間
、
こ
の
白
い
も
の
、
こ
の
三
角
形
）
を
、
非
確
定
的
な
螢
石
三
二
（
人
間
で
あ
る
こ
と
、
白
い
こ
と
、
三
角
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
あ
る
こ
と
）
を
有
す
る
限
り
で
の
個
物
と
し
て
考
察
す
る
心
的
作
用
を
説
明
す
る
為
の
も
の
で
あ
り
、
非
確
定
的
な
類
的
特
徴
を
個
物

に
お
け
る
確
定
的
事
例
か
ら
抽
象
す
る
こ
と
に
関
る
。
そ
し
て
、
繭
紬
特
徴
は
一
般
に
い
く
つ
か
の
単
純
な
類
癌
特
微
の
複
合
体
で
あ
り
、

個
物
は
単
純
な
類
的
特
徴
の
確
定
的
事
例
の
復
合
体
で
あ
る
か
ら
、
第
二
種
の
抽
象
は
、
結
局
、
個
物
（
例
、
こ
の
人
間
、
こ
の
白
い
も

の
、
こ
の
三
角
形
）
の
類
的
特
徴
（
人
間
で
あ
る
こ
と
、
白
い
こ
と
、
三
角
形
で
あ
る
こ
と
）
に
含
ま
れ
る
単
純
な
確
定
的
特
徴
（
こ
の

体
形
、
こ
の
白
さ
、
こ
れ
こ
れ
の
三
辺
を
持
つ
こ
と
）
を
、
そ
れ
を
特
殊
と
し
て
含
む
類
で
あ
る
非
確
定
的
な
額
受
特
徴
（
人
間
ら
し
い

体
形
、
白
さ
、
三
辺
を
持
つ
こ
と
）
〔
に
そ
れ
が
属
す
る
と
い
う
側
面
〕
と
、
そ
れ
の
確
定
的
な
度
合
い
〔
を
有
す
る
と
い
う
側
面
〕
と

に
分
離
す
る
こ
と
に
上
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
単
一
の
確
定
し
た
各
感
覚
的
性
質
を
、
そ
れ
を
特
殊
と
し
て
含
む
一
つ
の
非
確
定

的
な
類
海
蜷
微
と
、
そ
れ
の
確
定
的
な
度
合
い
と
に
分
離
（
抽
象
）
す
る
こ
と
に
帰
着
す
る
。
第
一
種
の
抽
象
の
否
定
は
、
確
定
的
な
普

遍
の
実
在
性
の
否
定
で
あ
り
、
第
二
種
の
抽
象
の
否
定
は
、
非
確
定
的
な
普
遍
の
実
在
性
の
否
定
で
あ
る
。



（
1
）
　
バ
ー
ク
リ
ー
『
人
知
原
理
論
』
序
論
十
節
（
『
ぎ
罵
ミ
，
謝
ミ
。
Q
8
蕪
b
ご
Q
忌
ミ
遷
も
阜
び
く
｝
「
》
．
ピ
9
Φ
嘗
侮
↓
国
密
ω
ω
o
ワ
＜
o
ぎ
日
。

鍔
毎
孚
，
鳥
ミ
㍉
題
ら
§
§
，
、
ミ
お
罫
馬
ぎ
，
§
ら
骨
、
湧
ミ
．
幾
N
§
§
N
き
N
o
さ
鳶
鼻
♪
固
三
お
価
g
二
〇
p
ω
①
。
敷
。
昌
日
O
）
Q
以
下
同
様
。

　
　
十
五
　
こ
の
よ
う
に
し
て
バ
ー
ク
リ
ー
は
「
抽
象
一
般
観
念
」
の
可
能
性
を
否
定
し
た
が
、
我
々
が
事
物
に
つ
い
て
一
般
的
に
考
え
語
る

　
　
と
い
う
事
実
に
鑑
み
、
何
ら
か
の
意
味
で
の
平
帯
観
念
」
の
可
能
性
を
説
明
せ
ね
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
（
1
2
）
。
「
語
が
一
般
的
と
な
る
の

　
　
は
、
〔
ロ
ッ
ク
の
言
う
よ
う
に
〕
そ
れ
が
一
つ
の
抽
象
一
般
観
念
の
標
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
い
く
つ
か
の
異
る

　
　
個
別
的
観
念
の
標
と
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
ど
れ
を
も
無
差
溺
に
精
神
に
示
唆
す
る
こ
と
に
依
る
の
で
あ
る
…
…
」
（
1
1
）
。
そ
し
て
、
「
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
自
体
と
し
て
見
れ
ば
個
別
的
で
あ
る
観
念
が
、
同
種
の
他
の
す
べ
て
の
個
別
観
念
を
代
表
す
る
よ
う
に
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一

　
　
般
的
と
な
る
」
の
で
あ
る
（
1
2
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
普
遍
性
は
、
観
念
そ
の
も
の
に
で
は
な
く
て
、
個
別
的
な
観
念
が
他
の
多
く
の
個
別
的

　
　
な
観
念
を
代
表
す
る
働
き
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
幾
何
学
で
線
分
を
二
等
分
す
る
方
法
は
、
確
定
し
た
長
さ
（
一
イ
ン
チ
）
の
確
定
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
リ
　
　
　
サ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
色
（
黒
）
の
線
分
を
描
き
、
こ
れ
を
手
掛
り
と
し
て
証
明
さ
れ
る
が
、
「
こ
の
線
分
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
コ
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
ロ
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
　
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
す
べ
て
の
個
別
的
な
線
分
を
代
表
す
る
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
意
味
（
表
示
）
の
働
き
に
関
し
て
は

　
　
一
般
的
な
の
で
あ
る
。
」
（
1
2
）
　
そ
れ
ゆ
え
、
「
普
遍
性
は
、
…
…
あ
る
事
物
の
絶
対
的
で
積
極
的
な
特
徴
で
も
概
念
で
も
な
く
、
そ
の
事
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
　
に
よ
っ
て
意
味
（
表
示
）
さ
れ
代
表
さ
れ
る
他
の
個
別
的
な
事
物
に
対
す
る
関
係
に
あ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
関
係
が
、
そ
れ
自
体
で
は
個

　
　
別
的
で
あ
る
事
物
や
名
詞
や
観
念
を
普
遍
的
な
も
の
た
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
（
1
5
）
　
こ
れ
が
バ
ー
ク
リ
ー
の
普
遍
代
表
説
で
あ

　
　
る
。
以
上
の
説
明
は
、
ロ
ッ
ク
の
普
遍
抽
象
説
の
結
論
（
九
節
）
と
表
現
の
上
で
酷
似
し
て
い
る
が
、
ロ
ヅ
ク
が
一
つ
の
類
に
一
つ
の
抽

　
　
象
観
念
が
対
応
す
る
こ
と
を
認
め
た
の
に
対
し
、
バ
ー
ク
リ
ー
は
抽
象
観
念
を
認
め
ず
、
一
つ
の
類
に
対
し
て
そ
の
類
の
個
体
ご
と
に
異

05

@
る
個
別
観
念
が
あ
る
の
み
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
　
ロ
ッ
ク
の
普
遍
抽
象
説
の
不
完
全
さ
を
認
識
し
て
い
た
の
で
、
「
そ
れ
自

14　
　
　
　
　
　
普
遍
に
つ
い
て
の
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
五
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折
口
営
ず
砥
虎
九
　
第
五
百
五
十
ロ
万
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
［
〇
六

体
と
し
て
見
れ
ば
個
別
的
で
あ
る
観
念
が
、
同
種
の
他
の
す
べ
て
の
個
別
観
念
を
代
表
す
る
よ
う
に
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
般

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
の
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　

的
と
な
る
」
と
す
る
普
遍
代
表
説
を
採
っ
た
。
し
か
し
、
何
ら
の
確
定
的
な
性
質
を
も
共
有
し
な
い
個
物
の
間
に
、
い
か
に
し
て
同
種
心

あ
る
い
は
類
似
性
が
成
り
立
つ
か
に
つ
い
て
、
説
明
を
加
え
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
い
か
に
し
て
、
一
つ
の
個
物
あ
る
い
は
個
別
観
念
が
、

そ
れ
に
類
似
す
る
が
確
定
的
性
質
を
共
有
し
な
い
他
の
個
物
の
代
表
と
な
り
得
る
か
を
、
ロ
ッ
ク
以
上
に
明
瞭
に
し
た
訳
で
は
な
い
。

　
一
つ
の
個
別
的
な
対
象
の
個
別
的
な
観
念
に
妥
当
す
る
こ
と
が
、
そ
れ
と
同
種
の
す
べ
て
の
対
象
に
妥
当
す
る
こ
と
が
い
か
に
し
て
知

ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
バ
ー
ク
リ
ー
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
。
「
私
が
〔
三
角
形
の
内
角
の
和
が
二
直
角
で
あ
る
こ
と
の
〕

証
明
を
す
る
際
に
考
察
し
て
い
る
観
念
は
、
確
定
し
た
長
さ
の
各
辺
を
有
す
る
等
脚
直
角
三
角
形
の
観
念
で
あ
っ
て
も
、
私
は
そ
の
証
明

が
、
い
か
な
る
種
類
や
大
き
さ
の
も
の
で
あ
れ
す
べ
て
の
直
線
三
角
形
に
及
ぶ
こ
と
を
確
信
し
て
よ
い
。
そ
れ
は
、
直
角
も
、
二
辺
の
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
ロ
　
　
　
　

し
さ
も
、
各
署
の
確
定
し
た
長
さ
も
そ
の
証
明
に
何
ら
関
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
私
が
見
て
い
る
図
形
は
、
こ
れ
ら
の
個
別
的
な
条

件
を
す
べ
て
含
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
条
件
は
命
題
の
証
明
に
お
い
て
全
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
」
（
1
6
）
　
こ
の
答
え
は
、

一
つ
の
個
別
的
な
三
角
形
を
、
そ
れ
の
確
定
的
な
特
微
の
確
定
的
な
度
合
い
を
無
視
し
て
、
単
に
一
つ
の
三
角
形
で
あ
る
と
い
う
非
確
定

的
で
類
的
な
特
徴
を
持
つ
限
り
で
の
も
の
と
し
て
、
考
察
し
得
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
事
実
、
バ
ー
ク
リ
ー
は
、
最
終
的
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
人
は
一
つ
の
図
形
を
、
そ
の
角
の
個
別
的
性
質
や
そ
の
辺
の
個
別
的
関
係
に
注
意
せ
ず
に
、
単
に
一
つ
の
三
角
形
と
し
て
考
察
す
る
こ

と
が
で
き
る
…
…
。
そ
の
限
り
で
は
抽
象
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
同
様
に
、
我
々
は
、
ピ
ー
タ
ー
を
、
人
間
あ
る
い
は
動
物
の
抽
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　

観
念
を
形
成
せ
ず
に
、
人
間
で
あ
る
限
り
で
の
も
の
、
あ
る
い
は
動
物
で
あ
る
限
り
で
の
も
の
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ

な
ら
、
知
覚
さ
れ
る
す
べ
て
の
こ
と
が
考
察
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
言
う
（
1
6
）
。
こ
の
主
張
は
、
第
二
種
の
抽
象

が
果
た
す
べ
き
働
き
、
す
な
わ
ち
、
個
物
を
非
確
定
的
な
類
的
特
徴
を
持
つ
限
り
で
の
も
の
と
し
て
考
察
す
る
働
き
が
、
抽
象
観
念
に
よ

ら
ず
に
、
個
捌
観
念
の
代
表
機
能
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
主
張
が
正
し
け
れ
ば
、
第
｛
種
の
抽
象
の
果

た
す
べ
き
働
き
、
す
た
わ
ち
、
単
一
の
感
覚
的
事
物
が
含
む
確
定
的
諸
性
質
の
一
つ
を
他
の
も
の
に
注
意
を
払
わ
ず
に
考
察
す
る
働
き



も
、
同
様
に
、
抽
象
に
よ
ら
ず
に
可
能
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
バ
ー
ク
リ
ー
の
上
の
主
張
は
、
本
来
の
意
味
で
の
抽
象
を
認

め
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
抽
象
と
は
、
本
来
、
個
別
的
対
象
の
個
別
的
な
複
合
観
念
を
想
像
に
お
い
て
部
分
観
念
に
切
り
離
す
こ
と
で
は

な
く
、
個
溺
的
対
象
の
普
遍
的
な
側
面
を
考
察
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
　
一
つ
の
個
別
的
対
象
を
、
そ
れ
を
そ
の
対
象
た
ら
し
め
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
●
　
…
　
．
　
・
　
・
　
●
　
●
　
●
　
●
　
●
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

多
く
の
確
定
的
ま
た
は
非
確
定
的
な
あ
り
方
の
う
ち
の
、
一
つ
に
注
意
を
払
い
他
を
考
慮
の
外
に
置
い
て
考
察
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
バ
ー
ク
リ
ー
は
、
こ
の
抽
象
が
い
か
に
し
て
可
能
と
な
る
か
を
説
明
し
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
す
べ
て
の
人
間
に
共
通
な
確

定
的
性
質
が
な
い
と
す
れ
ぽ
、
一
個
人
に
見
ら
れ
る
確
定
的
な
性
質
を
、
い
か
に
し
て
万
人
に
共
通
な
非
確
定
的
な
類
的
性
質
の
事
例
と

見
な
し
得
る
の
か
を
、
説
明
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
1
）
　
た
と
え
ば
、
ア
ル
ノ
ー
と
ニ
コ
ル
に
よ
れ
ば
、
抽
象
に
よ
っ
て
事
物
を
考
察
す
る
と
は
、
「
一
つ
の
様
態
（
あ
り
方
）
を
〔
そ
の
様
態
を
有
す

　
る
〕
実
体
に
注
意
を
払
わ
ず
に
考
察
し
た
り
、
同
一
の
実
体
に
お
い
て
結
合
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
様
態
を
、
そ
れ
ぞ
れ
を
別
々
に
見
る
こ
と
に
よ
っ

　
て
考
察
す
る
」
こ
と
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
「
同
一
の
事
物
が
い
く
つ
か
の
属
性
を
持
つ
と
き
に
、
そ
れ
ら
の
一
つ
を
他
の
も
の
を
考
え
ず
に
考

　
え
る
」
こ
と
で
あ
る
。
（
前
掲
書
一
部
五
章
、
○
噂
．
鼻
‘
一
曾
①
短
三
ρ
O
ゲ
。
覧
自
¢
く
”
℃
℃
．
α
甲
α
①
し

六
　
ヒ
ュ
ー
ム
の
代
表
説
と
類
似
性
の
理
論

　
　
十
六
　
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
バ
ー
ク
リ
ー
の
普
遍
代
表
説
を
、
「
近
年
学
界
で
な
さ
れ
た
最
も
大
き
く
最
も
価
値
あ
る
発
見
の
一
つ
」
と
見
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
し
、
そ
れ
を
補
強
し
よ
う
と
努
め
る
（
工
・
1
・
皿
、
1
7
）
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
「
抽
象
観
念
は
、
そ
の
代
表
の
働
き
に
お
い
て
ど
れ

　
　
ほ
ど
一
般
的
に
な
ろ
う
と
も
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
は
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
。
」
（
2
0
）
　
そ
し
て
、
コ
つ
の
個
別
的
な
観
念
が
一
般
的

　
　
と
な
る
の
は
、
そ
れ
が
一
つ
の
一
般
名
辞
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
習
慣
的
結
合
に
よ
っ
て
他
の
多
く
の
個
別
的

　
　
観
念
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
容
易
に
想
像
に
呼
び
起
こ
す
よ
う
な
、
名
辞
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
L
（
2
2
）

07

@
彼
は
、
各
個
物
の
量
や
質
の
確
定
的
な
度
を
表
象
し
な
い
よ
う
な
抽
象
観
念
が
あ
り
得
な
い
こ
と
を
、
「
精
神
は
、
量
ま
た
は
質
の
度
の

14　
　
　
　
　
　
普
遍
に
つ
い
て
の
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
七
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四
〇
八

明
確
な
観
念
を
懐
か
ず
に
は
、
量
ま
た
は
質
の
度
の
観
念
を
懐
く
こ
と
が
で
き
な
い
」
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
示
そ
う
と
す

る
（
1
8
）
。
こ
の
命
題
を
「
命
題
A
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
量
や
質
の
度
と
い
う
概
念
は
、
亜
種
の
量
ま
た
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

質
の
二
つ
の
確
定
的
な
事
例
が
量
的
ま
た
は
質
的
に
同
嚇
の
度
を
持
つ
こ
と
の
可
能
性
を
、
従
っ
て
、
量
及
び
質
が
確
定
的
な
普
遍
で
あ

る
こ
と
の
可
能
性
を
、
前
提
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
は
命
題
A
を
三
つ
の
議
論
に
よ
っ
て
証
明
し
よ
う
と
し
た
。
三
つ
の
議
論
は
そ
れ
ぞ
れ
、
哲
学
的
分
析
の
性
格
、
経
験
の
姓

格
、
存
在
す
る
も
の
の
性
格
に
基
く
も
の
で
あ
り
、
こ
の
順
序
で
論
述
さ
れ
て
い
る
が
、
我
々
は
、
事
柄
の
順
序
に
従
っ
て
、
ヒ
ュ
ー
ム

と
は
逆
の
順
序
で
、
こ
れ
ら
の
議
論
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
第
三
の
議
論
は
、
「
自
然
の
う
ち
に
あ
る
も
の
は
す
べ
て
個
物
で
あ
る
」

こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
の
存
在
の
す
べ
て
の
面
で
確
定
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
（
1
9
）
、
を
前
提
と
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
量
と
質
を
持
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

な
が
ら
、
何
ら
確
定
し
た
度
の
量
も
質
も
持
た
な
い
よ
う
な
対
象
の
、
観
念
を
懐
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
こ
と
を
導
出
し
、
こ
の
こ

と
を
前
提
と
し
て
、
「
量
と
質
に
お
い
て
限
定
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
、
観
念
を
懐
く
こ
と
も
同
様
に
不
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

導
出
し
て
い
る
（
2
0
）
。
こ
こ
に
は
、
バ
ー
ク
リ
ー
の
場
合
（
十
四
節
）
と
同
様
に
、
「
量
と
質
の
度
に
お
い
て
確
定
さ
れ
て
い
な
い
対
象

が
存
在
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
正
当
な
考
え
と
、
「
或
る
対
象
の
確
定
し
た
度
の
量
と
質
を
考
え
ず
に
は
、
そ

の
対
象
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
必
ず
し
も
正
当
で
な
い
考
え
と
の
、
混
同
が
潜
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
も
、
バ
ー
ク
リ
ー
と
岡
様
に
、
こ
の
文
脈
で
対
象
の
観
念
と
し
て
対
象
の
心
像
を
考
え
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

第
二
の
議
論
は
、
存
在
す
る
も
の
は
存
在
の
す
べ
て
の
面
で
確
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
第
三
の
議
論
の
前
提
と
、
密

接
な
関
連
を
有
す
る
。
そ
れ
は
、
存
在
す
る
も
の
の
直
接
経
験
で
あ
る
「
印
象
」
は
、
量
と
質
の
度
に
お
い
て
確
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

従
っ
て
、
印
象
の
模
像
で
あ
る
「
観
念
」
も
、
確
定
し
た
量
と
質
を
有
す
る
こ
と
、
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
（
1
9
）
。

　
第
一
の
議
論
は
、
「
異
る
紺
象
は
す
べ
て
区
別
で
き
、
区
別
で
き
る
対
象
は
す
べ
て
思
惟
と
想
像
の
能
力
に
よ
っ
て
分
離
で
き
る
」
と

い
う
分
離
の
原
則
の
逆
命
題
を
応
用
し
た
も
の
で
、
「
一
つ
の
線
分
の
確
定
し
た
長
さ
は
、
そ
の
線
分
自
体
と
異
ら
ず
区
別
で
き
ず
、
任



意
の
性
質
の
確
定
し
た
度
は
そ
の
性
質
と
異
ら
ず
区
別
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
量
あ
る
い
は
質
を
そ
れ
の
確
定
的
な
度
か
ら
分

離
す
る
と
い
う
意
味
で
の
抽
象
（
バ
ー
ク
リ
ー
に
お
け
る
第
二
種
の
抽
象
、
　
一
四
節
末
）
が
あ
り
得
な
い
こ
と
を
結
論
す
る
も
の
で
あ
る

（
1
8
1
1
9
）
。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
確
定
し
た
長
さ
や
度
を
持
た
な
い
線
分
や
性
質
が
存
在
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
　
ロ
　
　
　
ロ

い
と
し
て
も
、
そ
の
確
定
し
た
長
さ
や
度
を
考
え
ず
に
線
分
や
性
質
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
更

に
、
分
離
の
原
則
に
は
も
っ
と
重
大
な
問
題
が
潜
ん
で
い
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
「
異
る
」
と
い
う
の
は
、
「
実
在
的
に
異
る
」
と
い
う
意
味
で

あ
っ
て
、
「
理
性
的
区
別
」
に
対
比
さ
れ
る
「
実
在
的
区
別
」
を
表
わ
し
、
実
在
的
区
別
の
基
準
は
、
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
心
身
の
実
在
的

区
別
の
場
合
と
同
じ
く
、
論
理
的
独
立
性
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
と
っ
て
実
在
的
に
「
単
純
な
」
も
の
（
そ
れ
自
体
の
う
ち

に
相
違
を
含
ま
な
い
も
の
）
と
は
、
経
験
的
認
識
に
与
え
ら
れ
る
最
小
単
位
を
意
味
し
、
こ
れ
は
単
一
感
覚
様
相
に
与
え
ら
れ
る
「
猛
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
も
の
、
す
な
わ
ち
「
単
純
な
」
感
覚
的
性
質
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
単
純
な
感
覚
的
性
質
の
単
純
印
象
あ
る
い
は
単
純
観
念
が
思

惟
の
上
で
相
互
に
分
離
で
き
る
と
い
う
分
離
の
原
則
は
、
す
で
に
（
六
節
）
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
単
純
者
が
、
原
子
論
の
原
子
の

よ
う
な
個
物
と
考
え
ら
れ
て
い
な
い
以
上
、
同
時
に
異
る
複
雑
印
象
あ
る
い
は
複
雑
観
念
の
構
成
要
素
と
な
り
得
る
と
い
う
考
え
を
含
む

か
ら
、
そ
れ
ら
の
単
純
者
は
、
我
々
の
規
定
②
（
五
節
）
に
よ
っ
て
、
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
一
た
び
単
純
者
の
分
離
と

再
結
合
の
可
能
性
を
認
め
る
な
ら
ぽ
、
単
純
者
の
普
遍
性
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
分
離
の
原
則
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学

体
系
の
一
つ
の
礎
石
で
あ
り
、
彼
の
因
果
論
に
お
い
て
、
原
因
で
あ
る
も
の
の
存
在
と
結
果
で
あ
る
も
の
の
存
在
の
間
に
論
理
的
に
必
然

的
な
結
合
が
存
在
し
な
い
と
い
う
主
張
の
論
拠
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
1
・
皿
・
W
、
8
7
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
は
、
彼

の
個
物
主
義
の
主
張
に
反
す
る
原
則
を
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

1409

（
1
）
　
ヒ
ュ
：
ム
『
人
間
本
性
論
』
一
巻
一
部
七
節
一
七
ペ
ー
ジ
（
一
）
帥
く
己
出
戸
ヨ
ρ
掴
『
、
§
職
聴
ミ
窺
ミ
℃
お
§
さ
ミ
、
♪
①
9
ξ
い
》
●
ω
。
一
ξ
■

　
切
蒔
α
q
。
＼
℃
．
鎖
・
ヒ
凱
集
樽
。
ダ
○
改
。
乱
・
H
O
刈
。
。
・
じ
d
o
o
押
H
・
勺
貧
什
が
ω
g
件
・
N
㍗
ミ
）
。
以
下
同
様
。

　
　
　
普
遍
に
つ
い
て
の
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
九
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一
〇

（
2
）
　
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
経
験
に
与
え
ら
れ
る
一
纏
り
の
も
の
で
あ
る
「
印
象
」
を
、
単
純
な
も
の
、
「
単
純
印
象
」
と
、
複
雑
な
も
の
、
「
複
雑
印
象
」

　
に
区
別
す
る
。
単
純
な
も
の
と
は
、
単
一
感
覚
様
相
（
視
覚
、
触
覚
、
聴
覚
、
嗅
覚
、
あ
る
い
は
味
覚
）
に
与
え
ら
れ
、
そ
の
感
覚
様
相
に
固
有
の

　
感
覚
的
性
質
（
色
、
触
感
、
音
、
香
、
あ
る
い
は
味
）
が
同
じ
ま
ま
で
時
間
的
空
問
的
に
連
続
し
て
い
る
限
り
の
も
の
で
あ
る
。
複
雑
な
も
の
と
は
、

　
互
い
に
異
り
区
別
さ
れ
得
る
諸
部
分
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
感
覚
様
相
に
お
い
て
異
る
二
つ
の
も
の
、
同
じ
感
覚
様
相
に
属
す
る
が
感
覚
的
性
質
の

　
異
る
二
つ
の
も
の
、
あ
る
い
は
同
じ
感
覚
的
性
質
を
持
つ
が
時
間
的
あ
る
い
は
空
間
的
に
互
い
に
中
断
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
も
の
が
、
異
る
諸
部
分

　
と
見
な
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
空
間
的
な
広
が
り
と
位
置
を
持
ち
得
る
の
は
色
と
触
感
の
み
で
あ
り
、
音
、
香
、
味
な
ど
は
空
間
的
な
広
が
り
も
位
置

　
も
持
た
な
い
と
さ
れ
る
。
両
種
の
印
象
は
時
間
的
結
合
に
基
い
て
の
み
一
纏
り
の
も
の
と
な
り
得
る
。

十
七
　
勿
論
ヒ
ュ
ー
ム
は
こ
の
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
は
、
我
々
が
事
物
に
つ
い
て
普
遍
的
に
考
え
か
つ
語
る
と

い
う
事
実
を
、
観
念
連
合
の
機
構
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
普
遍
馬
身
説
に
よ
っ
て
説
明
し
た
。
彼
に
よ
れ
ぽ
、
類
似
し
た
対
象
が
し
ぼ
し
ぼ

一
つ
の
名
称
で
呼
ば
れ
る
こ
と
を
我
々
が
経
験
す
る
と
、
類
似
し
た
個
別
的
対
象
と
同
一
名
称
〔
の
生
起
体
〕
と
の
間
の
こ
の
恒
常
的
な

連
接
（
時
間
上
の
近
接
あ
る
い
は
同
時
性
）
の
経
験
が
、
そ
の
種
の
対
象
と
そ
の
名
称
と
の
間
の
観
念
連
合
を
我
々
の
想
像
力
に
形
成
さ

せ
、
観
念
連
合
の
習
慣
が
形
成
さ
れ
た
後
は
、
我
々
は
、
そ
の
名
称
を
聞
け
ば
そ
の
種
の
対
象
の
ど
れ
を
も
容
易
に
想
い
浮
か
べ
る
こ
と

が
で
き
、
逆
に
そ
の
種
の
対
象
の
ど
れ
か
を
見
れ
ば
そ
の
名
称
を
容
易
に
想
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
（
2
0
、
及
び
一
・
皿
・
W
、
9
3
）
。

「
語
は
一
つ
の
個
別
的
観
念
を
、
詰
る
特
定
の
習
慣
と
共
に
呼
び
起
こ
し
、
こ
の
習
慣
が
、
他
の
ど
の
個
別
的
観
念
で
あ
れ
、
我
々
が
必

要
と
す
る
な
ら
ぽ
そ
れ
を
呼
び
出
す
」
の
で
あ
る
（
2
0
1
2
1
）
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
こ
の
観
念
連
合
の
形
成
に
関
与
す
る
対
象
の
問
の
類
似
性
に
関
し
て
、
共
通
の
確
定
的
要
素
を
何
ら
共
有
し
な
い
個
物

の
間
の
類
似
性
の
理
論
を
用
意
し
て
い
た
。
「
異
る
単
純
観
念
で
さ
え
互
い
に
類
似
し
得
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら

の
類
似
点
は
そ
れ
ら
の
相
違
点
か
ら
必
ず
し
も
別
個
で
も
分
離
で
き
る
の
で
も
な
い
。
た
と
え
ば
、
青
と
緑
は
異
る
単
純
観
念
で
あ
る
が
、

青
と
緋
色
よ
り
も
互
い
に
よ
り
類
似
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
完
全
な
単
純
性
の
た
め
に
、
〔
類
似
点
と
根
違
点
と
の
〕
分
離
ま



　
　
た
は
区
別
の
可
能
性
は
全
く
排
除
さ
れ
て
い
る
。
事
情
は
個
別
的
な
音
や
味
や
香
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
同
じ
で
あ
る

　
　
よ
う
な
ど
ん
な
共
有
点
を
も
持
た
ず
に
、
全
体
的
な
見
か
け
と
比
較
に
基
い
て
、
無
限
に
多
く
の
類
似
性
を
受
け
容
れ
る
の
で
あ
る
。
L

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
リ
　
　
　
　

　
　
（
付
録
、
脚
）
　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
（
八
節
）
、
類
似
性
を
共
通
な
確
定
的
性
質
の
共
有
と
規
定
す
る
限
り
、
共
通
な
確
定
的
要
素
を

　
　
共
有
し
な
い
一
般
の
類
似
性
を
説
明
し
得
ず
、
特
に
、
異
る
性
質
を
有
す
る
単
純
者
は
、
そ
れ
以
上
分
解
で
き
な
い
も
の
な
の
で
、
よ
り

　
　
単
純
な
要
素
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
互
い
に
類
似
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
異
る
性
質
を
有
す
る
単
純
者
が

　
　
何
ら
の
確
定
的
性
質
を
も
共
有
せ
ず
に
類
似
す
る
と
い
う
、
単
純
者
に
お
け
る
第
二
種
の
類
似
性
（
八
節
）
の
事
実
を
は
っ
き
り
認
識
し

　
　
て
い
た
の
で
、
こ
の
事
実
を
基
礎
と
し
て
、
何
ら
確
定
的
要
素
を
共
有
し
な
い
複
合
物
の
間
の
類
似
性
を
、
そ
れ
ら
の
複
合
物
が
第
二
種

　
　
の
類
似
性
を
示
す
単
純
な
要
素
を
州
組
以
上
持
つ
こ
と
と
し
て
説
明
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
完
結
し
た
類
似
性
の
理
論
と
観
念
連
合
の
理
論
と
に
よ
っ
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
普
遍
代
表
説
は
、
ロ
ッ
ク
や
バ
ー
ク
リ
ー
の
場
合
よ

　
　
り
も
、
個
物
主
義
を
徹
底
し
得
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
「
我
々
は
一
般
名
辞
を
用
い
る
と
き
常
に
個
物
の
観
念
を
懐
く
。
し
か
し
、
我

　
　
我
が
こ
れ
ら
の
個
物
の
す
べ
て
を
尽
く
す
こ
と
は
、
め
っ
た
に
あ
る
い
は
決
し
て
で
き
な
い
。
残
り
の
個
物
は
、
そ
の
と
き
の
事
情
が
必

　
　
要
と
す
る
な
ら
ば
い
つ
で
も
我
々
を
し
て
そ
れ
ら
を
呼
び
起
こ
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
、
習
慣
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
」

　
　
そ
れ
や
え
、
一
般
観
念
は
、
「
そ
の
本
性
に
お
い
て
は
個
別
的
で
あ
る
が
、
そ
の
代
表
の
働
き
に
お
い
て
一
般
的
で
あ
る
」
の
で
あ
る
（
2
2
）
。

　
　
個
別
観
念
の
考
察
に
よ
っ
て
い
か
に
し
て
普
遍
的
真
理
が
知
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
「
た
と
え
ば
、
我
々
が
「
三
角
形
」

　
　
と
い
う
語
を
述
べ
、
そ
れ
に
対
応
す
る
個
別
的
な
等
辺
三
角
形
の
観
念
を
懐
き
、
そ
の
の
ち
「
三
角
形
の
三
つ
の
角
は
互
い
に
等
し
い
」

　
　
と
主
張
す
る
と
す
る
な
ら
ぽ
、
我
々
が
最
初
は
無
視
し
た
そ
の
ほ
か
の
不
等
辺
三
角
形
や
等
脚
三
角
形
な
ど
の
個
別
的
観
念
が
、
直
ち
に

　
　
ど
っ
と
我
々
の
心
に
現
わ
れ
て
、
こ
の
命
題
が
、
最
初
に
懐
か
れ
た
観
念
に
関
し
て
は
真
で
あ
る
に
せ
よ
、
〔
一
般
的
に
は
〕
偽
で
あ
る

　
　
こ
と
を
、
我
々
に
看
取
さ
せ
る
の
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
（
2
1
）
。

姐
夫
。
、
去
は
、
更
に
、
我
。
が
；
の
感
覚
的
対
象
を
そ
の
確
定
的
あ
る
い
は
非
確
定
的
建
警
の
み
奮
ン
、
考
察
す
．
。
と

1　
　
　
　
　
　
普
遍
に
つ
い
て
の
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
一
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四
＝
一

い
う
、
本
来
的
な
意
味
で
の
抽
象
（
十
五
節
）
の
事
実
を
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
た
と
え
ぽ
、
白
い
大
理
石
の
球
が
提
示
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
サ
　
　
　
ほ
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

れ
る
と
き
、
我
々
が
受
け
取
る
の
は
、
た
だ
一
定
の
形
に
配
さ
れ
た
白
色
の
印
象
の
み
で
あ
り
、
我
々
は
色
を
形
か
ら
分
離
す
る
こ
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

区
別
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
の
の
ち
黒
い
大
理
石
の
球
と
白
い
大
理
石
の
立
方
体
と
を
観
察
し
、
こ
れ
ら
を
先
の
対
象
と
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
の

較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
に
は
完
全
に
不
可
分
に
見
え
た
、
ま
た
事
実
不
可
分
で
あ
る
、
〔
単
純
な
〕
も
の
の
う
ち
に
、
二
つ
の
別
個

な
類
似
性
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
訓
練
を
も
う
少
し
続
け
る
と
、
や
が
て
我
々
は
形
を
色
か
ら
理
性
的
区
別
に
よ
っ
て
区
別
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
り
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　

始
め
る
。
つ
ま
り
、
我
々
は
形
と
色
と
を
、
そ
れ
ら
が
実
際
に
同
じ
も
の
で
あ
り
区
別
で
き
な
い
の
で
、
一
緒
に
考
え
る
の
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
ロ
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
　
　
　
　
　
　
　
サ
　
　
　
　
　
　
　
の

し
か
し
形
と
色
〔
の
成
す
全
体
〕
を
、
そ
れ
ら
〔
の
全
体
〕
が
ど
う
い
う
類
似
性
を
受
け
容
れ
る
か
に
応
じ
て
、
異
る
網
に
お
い
て
眺
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
白
い
大
理
石
の
球
の
形
だ
け
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
実
際
に
は
形
と
色
の
両
方
を
含
む
一
つ
の
観
念
を
懐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　

く
の
で
あ
る
が
、
暗
に
そ
の
球
と
黒
い
大
理
石
の
球
と
の
類
似
性
に
目
を
移
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
同
様
に
、
そ
の
球
の
色
だ
け
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
ロ
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
コ

考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
我
々
は
そ
の
球
と
白
い
大
理
石
の
立
方
体
と
の
類
似
性
に
目
を
向
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
我

我
は
観
念
に
一
種
の
反
省
を
添
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
反
省
は
習
慣
の
せ
い
で
ほ
と
ん
ど
気
づ
か
れ
な
い
の
で
あ
る
。
」
（
2
5
）
ヒ

ュ
ー
ム
は
経
験
に
与
え
ら
れ
る
単
一
の
確
定
し
た
感
覚
的
性
質
（
空
間
的
広
が
り
を
持
た
な
い
、
音
、
香
、
味
な
ど
、
及
び
空
間
的
広
が

り
を
持
ち
得
る
色
、
触
感
な
ど
）
を
「
単
純
者
」
と
見
な
し
た
（
十
六
節
注
（
2
）
）
が
、
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
、
経
験
的
認
識
の
上
で

の
単
純
者
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
存
在
の
上
で
の
単
純
者
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
今
や
彼
は
、
経
験
上
の
単
純
者
の
う
ち
に
、
「
理

窟
的
区
別
」
す
な
わ
ち
哲
学
的
分
析
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
よ
り
単
純
な
「
諸
梢
」
（
⇔
。
。
℃
0
9
ω
）
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
と

え
ば
一
塊
り
の
大
理
石
の
視
覚
的
印
象
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
確
定
的
な
色
と
広
が
り
の
形
、
た
と
え
ば
白
色
、
黒
色
、
球
形
、
立
方
形

な
ど
で
あ
る
が
、
我
々
は
、
経
験
上
の
単
純
者
に
含
ま
れ
る
諸
相
を
更
に
分
析
し
一
般
化
し
て
、
た
と
え
ば
、
単
純
な
色
に
お
け
る
確
定

し
た
色
調
、
明
度
、
飽
和
度
あ
る
い
は
広
が
り
の
形
と
大
き
さ
、
単
純
な
触
感
に
お
け
る
確
定
し
た
き
め
、
固
さ
、
熱
さ
冷
た
さ
、
あ
る

い
は
広
が
り
の
形
と
大
き
さ
、
ま
た
単
純
な
音
に
お
け
る
確
定
し
た
大
き
さ
、
高
さ
、
太
さ
、
音
色
等
々
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ



　
　
れ
ら
の
諸
相
は
、
経
験
的
認
識
に
与
え
ら
れ
る
単
純
者
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
分
析
上
の
単
純
者
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
と
こ
ろ
で
、

　
　
ヒ
ュ
…
ム
が
、
分
析
上
の
単
純
老
を
、
経
験
上
の
単
純
者
で
あ
る
個
別
的
存
在
老
の
集
合
の
成
員
の
間
の
類
似
性
（
類
似
の
事
態
）
と
見

　
　
な
し
て
い
る
こ
と
は
、
上
の
引
用
文
、
特
に
傍
点
を
施
し
た
部
分
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
分
析
上
の
単
純
者
（
相
）
と
は
、
経

　
　
験
上
の
単
純
者
、
す
な
わ
ち
確
定
的
な
性
質
〔
の
有
限
な
広
が
り
〕
の
事
例
、
の
う
ち
に
認
め
ら
れ
る
確
定
し
た
質
的
あ
る
い
は
量
的
な

　
　
度
に
他
な
ら
ず
、
質
や
量
の
度
の
概
念
が
、
質
や
量
の
度
に
お
け
る
完
直
な
一
致
の
可
能
性
を
前
提
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
通
り

　
　
で
あ
る
（
十
六
節
）
。

　
　
　
ま
た
、
認
識
の
順
序
に
お
い
て
は
、
我
々
が
、
経
験
上
の
単
純
老
の
間
の
類
似
に
気
づ
く
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
の
単
純
者
に
お
け
る
分

　
　
析
上
の
単
純
者
の
理
性
的
区
別
に
進
む
の
だ
と
し
て
も
、
我
々
が
区
別
す
る
よ
う
に
な
っ
た
分
析
上
単
純
な
諸
相
を
持
つ
こ
と
は
、
単
に

　
　
経
験
さ
れ
た
個
別
的
単
純
者
の
問
の
個
別
的
な
類
似
性
（
類
似
の
事
態
）
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
特
定
の
仕
方
で
類
似
す
る
こ
と
が
経

　
　
験
さ
れ
た
個
別
的
単
純
老
の
集
合
の
成
員
で
あ
る
こ
と
と
し
て
は
、
説
明
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
一
つ
の
分
か
り
や
す
い
ア

　
　
ナ
ロ
ジ
ー
を
用
い
て
説
明
し
よ
う
。
一
つ
の
類
に
属
す
る
こ
と
す
な
わ
ち
一
つ
の
類
的
特
徴
を
持
つ
こ
と
は
、
経
験
さ
れ
た
個
体
の
出
る

　
　
集
合
の
成
員
で
あ
る
こ
と
と
は
規
定
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
個
々
の
人
間
と
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
「
人
間
」
の
観
念
は
、

　
　
実
際
に
観
察
さ
れ
た
人
間
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
出
会
う
人
間
に
も
適
用
で
き
る
よ
う
な
観
念
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
人
間
で
あ

　
　
る
こ
と
は
一
つ
の
集
合
の
成
員
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
集
合
は
閉
じ
ら
れ
た
集
合
で
は
な
く
、
今
迄
に
出
会
っ
て
い
な
い

　
　
人
間
を
も
成
員
と
し
得
る
よ
う
な
、
開
い
た
集
合
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
開
い
た
集
合
は
、
今
迄
に
出
会
っ
た
人
間
に

　
　
よ
っ
て
、
確
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
示
唆
さ
れ
る
集
合
で
あ
る
。
我
々
の
有
す
る
類
的
概
念
の
実
際
の
適
用
を
省
る
な
ら

　
　
ば
、
我
々
は
、
「
人
間
〔
で
あ
る
こ
と
〕
」
と
い
う
類
的
概
念
を
、
一
つ
の
集
合
の
成
員
で
あ
る
こ
と
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、

　
　
「
今
迄
に
出
会
っ
た
人
聞
と
同
様
の
体
形
を
持
つ
、
あ
る
い
は
岡
様
の
身
体
的
あ
る
い
は
言
語
的
活
動
を
行
う
」
等
々
と
い
う
、
各
々
が

13

@
外
延
に
関
し
て
開
い
た
諸
概
念
の
選
言
的
複
合
に
よ
っ
て
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
七
節
）
。
こ
れ
と
類
比
的
な
事
態
が
経
験
上
の
単

14　
　
　
　
　
　
普
遍
に
つ
い
て
の
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
＝
二
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哲
学
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四
一
四

純
者
に
も
当
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。
経
験
上
の
個
溺
的
単
純
者
（
た
と
え
ば
音
）
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ぽ
、
何
種
類
も
の
類
似
性
（
音

の
大
き
さ
、
高
さ
、
太
さ
、
あ
る
い
は
音
色
に
お
け
る
類
似
性
）
を
受
け
容
れ
る
。
こ
れ
ら
の
各
類
似
性
を
単
純
老
が
一
つ
の
質
的
あ
る

い
は
量
的
次
元
で
の
同
一
の
度
を
持
つ
こ
と
に
基
く
と
す
る
な
ら
、
そ
の
質
的
あ
る
い
は
量
的
度
は
そ
の
ま
ま
で
一
つ
の
確
定
的
な
普
遍

と
な
る
。
類
似
性
を
単
純
者
が
一
つ
の
質
的
あ
る
い
は
量
的
連
続
体
の
上
で
異
る
が
接
近
し
た
度
を
持
つ
こ
と
に
基
く
と
す
る
な
ら
、
そ

の
類
似
性
は
、
今
遙
に
経
験
さ
れ
た
単
純
者
の
間
の
個
別
的
な
類
似
関
係
の
事
態
に
よ
っ
て
尽
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
経
験
可
能
な
単
純

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

者
の
間
に
可
能
な
類
似
性
で
あ
り
、
こ
の
類
似
性
に
対
応
す
る
、
狭
い
質
的
あ
る
い
は
量
的
連
続
体
に
含
ま
れ
る
度
を
持
っ
た
単
純
老
の

集
合
は
、
開
い
た
集
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
開
い
た
集
合
（
た
と
え
ぽ
或
る
範
囲
に
あ
る
高
さ
を
持
つ
す
べ
て
の
音
の
集

合
）
が
一
つ
の
集
合
と
し
て
有
意
味
に
な
る
為
に
は
、
「
一
定
の
範
囲
の
質
的
あ
る
い
は
量
的
連
続
体
（
音
の
高
さ
）
に
含
ま
れ
る
度
を

持
つ
」
と
い
う
、
非
確
定
的
な
概
念
的
普
遍
が
有
意
味
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

十
九
　
前
節
に
お
け
る
我
々
の
議
論
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
反
論
が
な
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
人
間
」
と
い
う
開
い
た

外
延
を
持
つ
一
般
観
念
を
有
意
味
に
す
る
為
に
は
、
今
迄
に
経
験
さ
れ
た
入
間
が
相
互
に
類
似
す
る
の
と
圃
程
度
に
、
経
験
さ
れ
た
人
間

　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
ど
れ
か
一
人
に
類
似
す
る
よ
う
な
、
可
能
的
対
象
を
一
人
の
人
間
と
見
な
す
能
力
が
形
成
さ
れ
れ
ば
十
分
で
あ
り
、
「
経
験
さ
れ
た
人

間
と
同
様
の
体
形
を
持
つ
、
あ
る
い
は
同
様
の
身
体
的
あ
る
い
は
言
語
的
活
動
を
行
う
」
等
々
の
概
念
的
普
遍
を
必
要
と
し
な
い
、
と
い

う
反
論
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
反
論
は
分
折
上
単
純
な
相
の
概
念
に
つ
い
て
も
同
様
に
主
張
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
反
論
は
ま
た
、

「
類
似
性
と
い
う
関
係
そ
の
も
の
が
一
つ
の
普
遍
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
に
対
す
る
反
論
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
個
物
a
と
b
の
色
に
お

け
る
類
似
と
、
個
物
a
と
。
の
色
に
お
け
る
類
似
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
的
な
事
態
で
あ
り
、
こ
れ
ら
二
つ
の
個
物
的
な
類
似
関
係
の
問
の

類
似
性
も
ま
た
一
つ
の
個
別
的
な
事
態
で
あ
る
、
等
々
と
論
じ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
反
論
に
対
し
て
、
我
々
は
、
我
々
が
普
遍
的
な

も
の
の
実
在
の
可
能
性
を
認
め
て
い
る
と
い
う
事
実
を
、
実
例
を
用
い
て
示
す
こ
と
に
止
め
る
。
バ
ー
ク
リ
ー
も
ヒ
ュ
；
ム
も
、
経
験
さ

れ
る
単
純
者
と
し
て
の
色
を
空
間
的
な
広
が
り
を
持
ち
得
る
も
の
と
考
え
た
。
従
っ
て
、
そ
の
広
が
り
の
中
の
異
る
二
点
は
同
一
の
色
を



有
す
る
筈
で
あ
る
。
同
一
の
色
を
有
す
る
多
く
の
点
が
連
続
し
た
二
次
元
の
有
限
な
広
が
り
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
色

は
、
同
一
の
色
と
し
て
そ
の
広
が
り
に
含
ま
れ
る
二
点
に
同
時
に
現
れ
得
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
一
つ
の
確
定
的
な
普
遍
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
色
は
い
わ
ゆ
る
第
二
次
性
質
で
あ
っ
て
、
客
観
的
な
世
界
に
属
さ
な
い
、
と
い
う
反
論
が
な
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
た
と
え
色
が
単
な
る
意
識
の
現
象
に
属
す
る
も
の
だ
と
し
て
も
、
色
に
お
い
て
実
際
上
区
別
で
き
な
い
二
点
が
意
識
の
現
象
に

お
い
て
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
の
有
す
る
色
に
つ
い
て
の
概
念
体
系
が
確
定
的
な
普
遍
の
現
象
的
実
在
の
可
能
性
を
前
提
し
て
い
る

こ
と
を
示
し
、
更
に
は
、
我
々
の
有
す
る
世
界
に
つ
い
て
の
概
念
体
系
が
、
確
定
的
な
普
遍
の
実
在
の
可
能
性
を
受
け
容
れ
得
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
我
々
は
、
認
識
の
上
で
、
質
的
ま
た
は
量
的
に
区
別
で
き
な
い
二
つ
の
も
の
あ
る
い
は
区
別
す
る
必
要
の
な
い

二
つ
の
も
の
を
質
的
ま
た
は
量
的
に
同
一
視
す
る
方
略
を
用
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
方
略
は
、
ど
の
様
に
し
て
も
質
的
ま
た
は
量
的

に
区
別
で
き
な
い
二
つ
の
も
の
が
、
単
に
類
似
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
質
的
ま
た
は
量
的
に
同
一
で
あ
る
こ
と
の
可
能
性
を
、
前
提
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
一
た
び
確
定
的
普
遍
の
実
在
の
可
能
性
の
事
実
に
思
い
到
れ
ば
、
そ
れ
を
徹
底
的
に
排
除
し
よ
う
と
す
る
個
物
主
義

が
明
白
な
事
実
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
無
理
な
主
張
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

七
　
結
論

　
　
二
十
　
ロ
ッ
ク
は
、
す
べ
て
の
白
い
も
の
に
共
有
さ
れ
る
白
さ
や
、
す
べ
て
の
人
間
に
共
有
さ
れ
る
人
問
の
学
的
特
徴
な
ど
を
、
我
々
の

　
　
日
常
的
な
経
験
の
段
階
で
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
普
遍
的
な
も
の
の
実
在
の
可
能
性
を
最
初
か
ら
認
め
て
い
た
と
言
え
る
。
バ
ー
ク
リ
ー

　
　
は
、
一
つ
の
類
（
色
、
人
間
、
三
角
形
な
ど
）
に
属
す
る
個
体
に
共
通
な
確
定
的
特
徴
が
一
般
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、

　
　
個
物
主
義
を
唱
え
た
。
そ
し
て
、
我
々
が
感
覚
的
事
物
を
そ
れ
が
有
す
る
確
定
的
あ
る
い
は
非
確
定
的
な
特
徴
に
の
み
注
目
し
て
考
察
す

　
　
る
と
い
う
、
本
来
的
な
意
味
で
の
抽
象
の
事
実
を
、
普
遍
代
表
説
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
が
、
何
ら
共
通
の
確
定
的
特
徴
を
持
た

15

@
な
い
個
物
が
い
か
に
し
て
互
い
に
類
似
し
一
つ
の
類
を
形
成
し
得
る
か
を
説
明
し
な
か
っ
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
経
験
的
認
識
に
与
、
兄
、
兄
ら

14
　
　
　
　
　
　
普
遍
に
つ
い
て
の
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
五
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四
一
隔

れ
る
単
純
者
が
何
ら
共
通
の
確
定
的
要
素
を
共
有
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
類
似
し
得
る
と
い
う
事
実
を
基
礎
に
し
て
、
完
結
し
た
類
似

性
の
理
論
を
示
唆
し
、
個
物
主
義
を
徹
底
し
得
た
か
に
見
え
た
。
し
か
し
、
彼
は
、
我
々
が
感
覚
的
事
物
を
そ
れ
が
有
す
る
確
定
的
あ
る

い
は
非
確
定
的
な
特
筆
に
の
み
注
目
し
て
考
察
す
る
と
い
う
抽
象
（
理
性
的
区
別
）
の
事
実
を
、
普
遍
代
表
説
で
説
明
し
ょ
う
と
し
て
、

か
え
っ
て
、
我
々
の
概
念
体
系
が
、
経
験
上
の
単
純
者
の
う
ち
に
分
析
上
単
純
な
諸
相
、
す
な
わ
ち
質
的
度
あ
る
い
は
量
的
度
、
と
い
う

確
定
的
ま
た
は
非
確
定
的
な
普
遍
を
認
め
て
い
る
こ
と
を
、
露
に
し
た
。

　
【
＝
　
我
々
は
、
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
の
三
人
の
哲
学
者
の
普
遍
論
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
普
遍
的
な
も
の
の
実
在
の
可
能
性
が

我
々
の
概
念
体
系
に
組
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
吟
味
の
過
程
で
我
々
が
用
い
た
主
要
な
議
論
は
次
の
三
つ
で
あ
る
。

e
　
一
つ
の
復
習
的
な
観
念
の
構
成
要
素
が
相
互
に
分
離
可
能
で
あ
り
、
別
の
複
合
観
念
の
構
成
要
素
と
な
り
得
る
と
考
え
る
こ
と
は
、

分
離
さ
れ
た
要
素
が
原
子
論
に
お
け
る
原
子
の
よ
う
な
個
物
と
考
え
ら
れ
て
い
な
い
以
上
、
そ
の
要
素
が
、
同
時
に
多
く
の
複
合
観
念
に

出
現
し
得
る
と
い
う
意
味
で
、
一
つ
の
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
認
め
る
こ
と
で
あ
る
（
六
節
、
十
六
節
）
。

◎
　
我
々
は
、
感
覚
的
経
験
の
層
に
お
い
て
、
質
や
量
に
お
け
る
同
一
の
確
定
的
な
度
が
異
る
個
物
に
現
れ
る
こ
と
を
経
験
し
て
お
り
、

異
る
個
物
の
質
や
量
に
お
け
る
度
を
実
際
上
区
別
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
経
験
が
、
確
定
的
な
普
遍
の
実
在
の
可
能
性
を
示
し
て

い
る
（
十
九
節
）
。

⇔
　
質
や
量
の
度
と
い
う
概
念
が
、
す
で
に
、
異
る
個
物
が
質
や
量
の
度
に
お
い
て
一
致
す
る
可
能
性
を
前
提
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
確
定
的

な
普
遍
の
実
在
の
可
能
性
を
前
提
し
て
い
る
（
十
六
節
）
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
確
定
的
な
普
遍
の
突
在
の
可
能
牲
が
一
た
び
認
め
ら
れ
る
な
ら
ぽ
、
一
般
に
行
わ
れ
て
き
た
「
異
る
個
物
が
類
似
す

る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
何
ら
か
の
点
で
類
似
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
類
似
点
を
一
つ
の
普
遍
と
し
て
認

め
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
議
論
、
及
び
「
個
物
の
問
の
類
似
性
自
体
が
「
つ
の
普
遍
で
あ
る
」
と
い
う
議
論
の
弱
さ
が
補
強
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
ひ

な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
議
論
は
そ
れ
ぞ
れ
類
似
点
及
び
類
似
性
と
い
う
非
確
定
的
な
普
遍
に
繰
る
の
で
あ
り
、
今
迄
の
よ
う
に
そ
れ
ら
が



単
独
に
主
張
さ
れ
る
場
合
に
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
か
ら
抽
出
さ
れ
る
完
結
し
た
類
似
性
の
理
論
に
基
く
普
遍
代
表
説
に
よ
っ
て
、
論

駁
さ
れ
る
余
地
が
少
く
と
も
見
か
け
の
上
で
は
残
る
か
ら
で
あ
る
（
十
九
節
）
。
一
た
び
確
定
的
な
普
遍
の
実
在
の
可
能
性
の
事
実
が
明

ら
か
に
さ
れ
れ
ば
、
非
確
定
的
な
普
遍
の
実
在
の
可
能
性
を
否
定
す
る
動
機
は
も
は
や
無
く
な
る
と
言
っ
て
よ
い
。
本
論
の
議
論
は
、

「
x
は
F
で
あ
る
」
と
い
う
一
項
述
語
に
対
応
す
る
性
質
ぽ
か
り
で
な
く
、
「
x
に
y
に
対
し
て
R
で
あ
る
」
と
い
う
二
項
述
語
に
対
応
す

る
二
項
関
係
や
多
項
関
係
一
般
に
も
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
関
係
的
普
遍
に
つ
い
て
の
考
察
は
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。

二
二
　
最
後
に
、
「
実
在
性
扁
の
概
念
を
「
存
在
」
の
概
念
か
ら
区
捌
し
て
お
く
。
「
存
在
す
る
」
と
い
う
語
は
通
常
個
物
に
の
み
適
用
さ

れ
る
．
そ
の
理
由
は
、
個
物
が
現
実
存
在
と
し
て
藩
邸
に
ま
た
我
々
の
身
体
に
因
果
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
に
対
し
て
、
普
遍
が
因
果
的

影
響
に
関
与
す
る
の
は
、
そ
れ
が
現
実
の
個
物
の
う
ち
に
実
現
さ
れ
て
い
る
場
合
の
み
で
あ
り
、
普
遍
は
、
一
般
に
は
個
物
に
実
現
さ
れ

て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
必
ず
し
も
因
果
的
影
響
に
関
与
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
普
遍
者
に
は

「
存
在
す
る
」
と
い
う
語
を
適
用
し
な
い
こ
と
が
、
通
常
の
「
存
在
」
の
用
法
に
一
致
す
る
。
普
遍
が
実
在
的
で
あ
る
と
は
、
そ
の
普
遍

が
、
現
実
に
存
在
す
る
個
物
に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
の
現
実
の
事
例
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
と
解
さ
る
べ
き
で

あ
り
、
普
遍
は
そ
の
現
実
の
個
別
的
事
例
を
離
れ
て
実
在
的
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
勿
論
、
謙
る
も
の
が
個
物
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
と
、

或
る
も
の
が
普
遍
と
し
て
実
在
的
で
あ
る
こ
と
を
、
共
に
、
実
在
的
で
あ
る
こ
と
と
見
な
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
　
　
　
（
了
）

　
　
付
記

　
小
論
は
、
一
九
八
三
年
十
二
月
の
九
州
大
学
文
学
部
に
お
け
る
臨
時
講
義
の
一
部
分
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
講
義
の
実
現
に
御
尽
力
下
さ
っ
た
同

大
学
の
諸
先
生
方
、
特
に
、
熱
心
な
討
論
に
よ
っ
て
拙
い
講
義
を
支
え
貴
重
な
示
竣
を
与
え
て
下
さ
っ
た
、
松
永
雄
二
、
菅
豊
彦
の
両
先
生
と
学
生
補
正

に
、
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。
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筆
者
　
き
そ
・
よ
し
の
ぶ
　
京
都
大
学
文
学
部
〔
哲
学
〕
助
数
授
）
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Gottes　gegeben．　Weil　es　um　das　Fragen　bzw．　den　Standpunkt　des　Fragens

geht，　muS　die　Antwort　Gottes　in　der　Form　des　Fragens　gegeben

werden．　Der　fragende，　suchende　Gott　ist　es，　der　das　rnenschliche　Fragen

durchbricht，　schweigen　1tiBt　und　aus　dlesem　Schweigen　ein　neu’ ?ｓ　Sprechen

erm6glicht．　Daher　kann　die　BuSe　Hiobs　nichts　anderes　als　Aufnahme　des

Fragens　Jahwes，　mit　anderen　Worten，　des　fragenden　Jahwes　seln．　Die

Verse　42，　3a　und　4，　die　inan　oft　als　spljteren　Zusatz　eines　Glossators　ansieht，

m銭sse且a至s　echt　anerkan且t　werden．

On　Universals－A　Critical　Examination　of　the　Theories

　　　　　　of　Universals　of　Locke，　Berl〈eley，　and　Httme

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by　Yoshinobu　Kiso

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Associate　Professor　of　Philosophy，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Faculty　of　Letters，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kyoto　university

　　I　use　the　expressions“a　particuiar”　（“an　individual”）　and　“a　universal”　in

the　following　senses　respect1vely．　A　thing，　A，　is　a　particular　if　and　only

if　A　cannot　appear　in　different　places　at　one　time　except　through　its

different　parts．　A　thing，　A，　is　a　universal　if　and　only　if　A　is　a　mode　of

being　of　a　particular　or　particulars　with　respect　to　each　other　（one　of　the

ways　how　a　particular　or　particulars　are）　and　A　can　as　a　whole　appear

in　different　places　at　one　time．　ln　other　words，　a　universal　is　the　kind　of

thing　which　can　in　Principle　be　exemplified　or　instantiated　by　more　than

one　particular　object　at　one　time．

　　Close　exarnination　of　the　theories　of　universals　of　John　Locke，　George

Berkeley，　and　David　Hume　reveals　that　our　conceptual　system　itself　admits

the　possibility　that　some　universals　are　real　in　the　sense　that　they　are　each
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actualized　at　least　ln　one　lndividual．　Locke　seems　to　have　admitted　the

possibility　of　some　real　universals　at　the　very　beginning　of　his　theorizing

on　abstract　ideas，　saying　that　some　white　objects　have　one　and　the　same

whiteness　in　common　and　that　all　men　have　one　and　the　same　set　of

human　characteristics　in　common．　Berkeley，　realising　that　the　members

of　some　classes　of　particulars，　the　ciass　of　all　eolours，　all　men，　or　all

triangles，　for　example，　have　no　determinate　properties　in　common，　put

forward　particularism，　the　theory　to　the　effect　that　every　thing　which

exists　is　a　particular　and　that　no　universals　are　real　in　any　sense　whatever．

He　tried　to　explain　the　fact　of　abstraction，　the　fact　that　we　often　consider

a　perceived　concrete　object　merely　as　a　thing　characterised　by　a　determinate

or　determinabie　property　without　paying　attention　to　its　other　properties，

by　means　of　a　theory　of　representation　of　resembling　particttlars　by　one

of　them．　But　he　did　not　explain　how　things　could　resemble　each　other

without　having　any　common　determinate　characteristic，　nor　did　he　succeed

in　explaining　away　the　fact　that　in　some　cases　several　different　particulars

exhibit　exactly　the　same　characteristic．　Hume　suggested　a　theory　of　re－

semblance　among　things　having　no　comrnon　determinate　characteristic　by

his　explicit　recognition　of　the　fact　that　even　“simple”　particulars　given　to

our　experienee　such　as　a　patch　of　blue　and　a　patch　of　green　can　resemble

each　other　without　having　any　deterfninate　characteristic　in　common．　He

appears　to　have　explained　the　fact　of　abstraction　or　“distinctio　rationis”

in　the　case　of　simple　particulars　more　completely　than　Berkeley　by　means

of　both　his　theory　of　resemblance　and　the　theory　of　representation　of

resembling　particulars　by　one　of　them，　and　thus　to　have　held　a　most

conslstent　version　of　partlcularism．　But　in　the　course　of　t13e　explanation

of　distinctio　rationis，　he　uncovered　unwlttingly　the　possibility　of　determi－
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nate　universals　being　real　in　the　form　of　“aspects”　or　precise　degrees　of

quantities　or　qualities，　which　are　found　in　simple　particulars．

　　1　advance　three　main　arguments　in　this　paper．　First，　to　suppose，　as　Locke

and　Hume　did，　that　it　is　possible　to　separate　“simp！e　ideas”　composing　a

complex　idea　from　eadh　other　ancl　to　incorporate　them　into　different

complex　ideas　is　to　admit　that　these　simp！e　ideas　are　universals，　beeause

each　of　them　is　supposed　to　be　able　to　appear，　unlike　a　physical　atom，　in

clifferent　complex　ideas　at　one　time．　Second，　we　often　find　that　one　and

，h6、am。　d。te・・ni71ate　qu・1三ty，　f・・ex・mp1・，・茸e露…勿癬・h・d・・f・・王・。，，

appears　in　several　different　objects　at　one　time，　or　at　least　that　one　and

the　same　deternzinate　shade　of　colour　appears　at　several　different　points

of　one　unbroken　patch　of　a　homogeneous　shade　of　colour．　Third，　the

Concept　of　degree　of　a　quantity　or　quality，　itself，　presupposes　that　several

inclividuals　can　in　ls）rinciple　exhibit　precisely　the　same　determimate　degree

of　the　quantity　or　quality；　we　shoilld　find　it　surprising　if　different　objects

never　exhibited　one　and　the　same　degree　of　a　quantity　or　quality．

　　　　　One　of　Characteristics　of　Chinese　Thought　Found

，　in　Commeptaries　on　the　Clasics

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by　Shuzo　lkeda

、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Assoc三ate　P■ofessor　of　H三story

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　Chinese　Philosophy，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Faculty　of　Letters，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kyoto　University

　　Chinese　people　thought　that　all　the　truth　was　existed　in　the　classics

such　aS　Ching’一shu経書，　Ldo－txu老子and　Chuang・txu荘子．　From　this

point　6f　view，　the　truth　cannot　be　what　is　newly　discoverd，　nor　invented，
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