
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
確
実
性
に
つ
い
て

川
　
添
　
信
　
介

　
こ
こ
で
掲
げ
た
「
確
実
性
」
は
ラ
テ
ン
語
の
。
興
葺
＆
o
の
訳
で
あ
り
、
さ
し
あ
た
り
は
（
と
限
定
す
る
こ
と
の
意
味
は
後
述
す
る
）
わ
れ

わ
れ
人
間
の
認
識
に
お
け
る
確
実
性
の
こ
と
で
あ
る
。
通
常
、
わ
れ
わ
れ
が
何
か
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
「
本
当
だ
と
、

確
実
に
」
知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
「
単
に
そ
う
思
わ
れ
て
い
る
こ
と
」
と
区
劉
さ
れ
る
た
め
に

は
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
意
味
で
客
観
的
な
真
理
で
あ
る
こ
と
が
確
実
性
を
伴
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
る
認
識
が
後
に
な
っ
て
間
違
っ
て
い
た
と
気
づ
く
と
い
う
こ
と
は
日
常
の
こ
と
で
あ
る
が
、
当
の
内
容
を
知
識
と
し

て
受
け
入
れ
て
い
る
時
点
で
は
、
そ
れ
は
客
観
的
で
間
違
い
な
い
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
次
の
よ
う
な

立
場
は
き
わ
め
て
根
強
く
、
抜
き
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
客
観
的
真
理
の
確
実
性
を
伴
っ
た
受
容
と
い
う
事
態
は
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
受
容
す
る
・
軍
体
つ
ま
り
認
識
者
の
う
ち
で
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
確
実
性
と
い
う
こ
と
は
認
識
者
の
経
験
に
対
し

て
現
れ
て
い
る
何
ら
か
の
徴
表
な
の
だ
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
の
代
表
者
と
し
て
、
デ
カ
ル
ト
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
。
彼
に
お
け
る
知
識
の
確
実
性
は
認
識
内
容
の
「
明
晰
判
明
さ
篇
に
あ
り
、
認
識
者
内
部
で
成
立
し
て
い
る
そ
の
よ
う
な
心
的
な
徴
表
が

認
識
内
容
の
真
理
を
保
証
す
る
も
の
だ
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
は
知
識
面
上
の
「
内
在
霊
義
（
凶
コ
富
∋
聾
ω
ヨ
）
」
と
呼
ば
れ
る
。
そ

し
て
、
内
在
主
義
は
「
基
礎
づ
け
主
義
（
｛
o
§
α
簿
6
惹
房
ヨ
と
と
連
関
さ
せ
て
考
察
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
二
つ
は
概
念
的
に
は
区

別
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
構
造
化
さ
れ
た
知
識
の
全
体
は
結
局
の
と
こ
ろ
根
底
的
信
念
（
σ
霧
凶
。
げ
Φ
一
圃
①
h
）
に
依
拠
し
て
お
り
、
そ



の
根
底
的
信
念
そ
の
も
の
の
正
当
化
は
認
識
者
内
部
の
心
的
徴
表
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
、
と
い
う
仕
方
で
両
者
は
緊
密
に
連
関
し
て
い
る
と

見
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
こ
の
基
礎
づ
け
・
上
躯
も
や
は
り
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。
そ
の
コ
ギ
ト
が
そ
れ
以
外
の
認

識
に
と
っ
て
の
「
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
一
点
」
の
地
位
を
占
め
る
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
だ
が
、
今
日
の
知
識
の
正
当
化
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
内
在
主
義
的
で
基
礎
づ
け
・
王
義
的
な
理
論
の
評
判
は
あ
ま

り
よ
く
な
い
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。
基
礎
づ
け
主
義
に
つ
い
て
は
様
々
な
理
由
に
よ
っ
て
、
「
破
産
し
て
い
る
」
と
認
定
す
る
知
識
論
者
さ

　
　
　
（
1
）

え
存
在
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
外
在
主
義
的
な
知
識
の
正
当
化
の
試
み
が
あ
る
。
こ
の
「
外
在
・
王
義
（
Φ
×
け
Φ
ヨ
讐
ω
ヨ
）
」
を
厳
密
に
規
定

す
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
し
、
そ
の
陣
嘗
の
内
部
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
相
違
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
本
論
に
必
要
な
限
り
で
、
次

の
よ
う
な
も
の
と
規
定
し
て
お
く
。
す
な
わ
ち
、
内
在
主
義
の
よ
う
に
認
識
者
内
部
の
心
的
徴
表
を
信
念
の
正
嶺
化
（
知
識
の
成
立
）
の
根

拠
と
は
み
な
さ
ず
、
そ
の
正
当
化
は
「
信
念
形
成
の
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
、
能
力
あ
る
い
は
知
的
徳
性
（
只
0
8
ω
ω
o
鼠
壁
寄
身
○
｛
凶
書
芸
8
け
§
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

〈
馨
器
）
が
、
認
識
論
的
に
真
理
を
導
き
得
る
信
頼
に
足
る
も
の
（
邑
鑓
ぴ
一
①
）
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
」
と
す
る
立
場
で
あ
る
と
し
て
お

こ
う
。
こ
の
よ
う
な
立
場
は
「
信
頼
性
理
論
（
邑
冨
σ
旨
ω
ヨ
）
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
が
、
本
論
文
で
は
こ
の
二
つ
を
厳
密
に
区
別
し
な
い
。

内
在
主
義
あ
る
い
は
基
礎
づ
け
主
義
と
の
対
比
の
要
点
を
、
信
念
の
正
当
化
が
認
識
者
内
部
の
心
的
経
験
に
依
存
す
る
の
か
ど
う
か
、
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

う
点
だ
け
に
絞
っ
て
捉
え
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
さ
て
、
以
下
の
小
論
は
、
こ
の
よ
う
な
現
代
の
知
識
論
を
背
景
と
し
て
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
立
場
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の

か
を
吟
味
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
研
究
に
お
い
て
以
上
の
対
立
を
背
景
と
し
た
解
釈
の
相
違
が
存
在
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

一
貫
し
た
理
解
を
困
難
に
し
て
い
る
状
況
が
あ
る
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
結
論
を
先
取
り
し
て
言
う
な
ら
ぽ
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
知
識
論
は
、

上
記
の
内
在
主
義
を
支
持
す
る
面
と
信
頼
性
理
論
を
支
持
す
る
面
の
両
方
を
含
ん
で
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
本
論
の
立
場
で

あ
る
。
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
体
系
の
中
で
「
認
識
（
o
o
α
q
コ
三
〇
）
」
の
問
題
は
、
認
識
・
王
体
と
し
て
は
人
間
だ
け
で
な
く
神
や
天
使
を
含
ん
で
い
る

し
、
人
間
の
場
合
に
も
現
世
の
状
態
に
お
け
る
認
識
だ
け
で
な
く
死
後
の
認
識
や
原
罪
以
前
の
ア
ダ
ム
の
な
し
て
い
た
認
識
に
つ
い
て
の
議

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
確
実
性
に
つ
い
て

二
七
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論
を
含
む
。
さ
ら
に
ま
た
、
現
世
の
状
態
に
あ
っ
て
も
、
人
間
の
認
識
対
象
に
は
神
や
天
使
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
認
識
の
問
題

は
、
現
代
の
通
常
の
哲
学
的
認
識
論
が
含
む
領
域
を
大
き
く
越
え
出
て
い
る
。
し
か
し
、
「
人
間
知
性
に
と
っ
て
の
自
然
本
性
上
の
固
有
対

象
は
質
料
的
事
物
」
で
あ
る
と
い
う
の
が
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
基
本
的
立
場
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
は
人
間
の
他
の
認
識
対
象
や
人
間
以
外
の
認

識
主
体
の
働
き
に
つ
い
て
の
理
解
の
理
論
的
基
礎
は
、
こ
の
質
料
的
事
物
に
つ
い
て
の
人
間
の
認
識
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
知

　
　
　
　
（
5
）

識
論
・
認
識
論
を
、
そ
の
対
象
を
外
的
物
理
的
実
在
の
認
識
に
限
定
し
た
上
で
、
内
在
・
王
義
に
と
っ
て
根
底
的
信
念
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ

る
と
み
な
さ
れ
る
「
確
実
性
」
の
概
念
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

一
　
基
礎
づ
け
主
義
の
側
面

　
ま
ず
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
知
識
論
は
基
本
的
に
は
基
礎
づ
け
主
義
な
の
だ
と
い
う
解
釈
が
提
示
さ
れ
て
お
り
、
実
際
に
そ
の
よ
う
な
解
釈
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
の
背
景
に
は
、
彼
の
学
的
知
識
に
関
す
る
理
論
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
強
い
影
響

の
も
と
に
成
立
し
て
お
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
知
識
論
が
基
礎
づ
け
主
義
な
の
だ
と
い
う
理
解
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
自
身
の
『
分
析
論
後
書
睡
に
見
い
だ
さ
れ
る
知
識
論
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
吟
味
す
る
余
裕
は
な
い
。
だ
が
、
そ
の
著
作
で
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
が
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
と
呼
ん
で
い
る
種
類
の
知
識
の
備
え
る
べ
き
条
件
が
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
ω
o
㎞
o
暮
富
（
以
下
「
学
知
」
と

呼
ぶ
）
の
条
件
と
基
本
的
に
重
な
り
合
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
え
な
い
。
つ
ま
り
、
学
人
と
は
原
理
（
霞
冒
。
一
℃
ご
ヨ
）
か
ら
の
論
証
的
推
論
を

へ
た
結
論
の
知
で
あ
り
、
そ
の
原
理
は
真
な
る
原
理
で
あ
り
、
結
論
よ
り
も
先
に
、
よ
り
ょ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
い
う
基
本
的
見
通
し
は
保

持
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
の
根
底
に
は
あ
る
事
象
を
学
問
的
に
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
事
象
が
そ
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け

で
な
く
、
「
な
ぜ
そ
う
で
あ
る
の
か
」
（
原
因
、
o
舞
鈴
）
を
知
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
立
場
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
立
場
は
、
こ
の
事

象
の
説
明
と
い
う
こ
と
が
循
環
に
陥
ら
な
い
と
い
う
前
提
の
も
と
に
、
そ
れ
以
上
に
「
な
ぜ
な
の
か
」
と
問
え
な
い
よ
う
な
原
理
に
い
た
る

こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
に
な
る
。
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
『
分
析
論
後
書
』
へ
の
注
解
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
次
の
箇
所
に
、
こ
の
こ
と
は
明
ら
か



で
あ
る
。

　
　
論
証
的
学
田
（
ω
島
Φ
簿
冨
号
簿
。
器
耳
曽
賦
く
包
、
す
な
わ
ち
論
証
を
通
じ
て
獲
得
さ
れ
る
学
知
は
、
真
で
、
第
一
で
、
直
接
的
（
す
な
わ
ち

　
　
他
の
媒
介
を
通
じ
て
論
証
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
明
白
な
）
諸
命
題
か
ら
出
発
す
る
の
で
あ
る
。
（
そ
の
諸
命
題
が

　
　
「
直
接
的
」
と
言
わ
れ
る
の
は
論
証
を
行
う
媒
介
を
欠
い
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
「
第
一
」
と
言
わ
れ
る
の
は
そ
れ
以
外
の
諸
命
題
と
の
関

　
　
係
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
命
題
は
そ
の
第
一
の
命
題
を
通
じ
て
証
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
）
そ
し
て
、
よ
り
知
ら
れ
て
い
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
（
き
ぎ
鎚
）
、
よ
り
先
な
る
も
の
、
結
論
の
原
因
で
あ
る
も
の
か
ら
な
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
へ
の
注
解
と
い
う
場
面
を
離
れ
て
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
自
己
の
立
場
を
提
示
し
て
い
る
次
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て

も
同
じ
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
　
歪
な
る
こ
と
は
二
つ
の
仕
方
で
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
に
は
そ
れ
自
体
と
し
て
知
ら
れ
る
（
℃
興
ω
Φ
8
建
日
）
も
の
と
し
て

　
　
で
あ
り
、
も
う
一
つ
に
は
他
を
通
じ
て
知
ら
れ
る
も
の
と
し
て
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
自
体
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
は
、
原
理
と

　
　
し
て
あ
る
。
そ
し
て
、
知
性
に
よ
っ
て
直
ち
に
（
ω
密
甑
ヨ
）
捉
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
種
類
の
真
な
る
も
の
の
考
察
へ

　
　
と
知
性
を
完
成
し
て
ゆ
く
知
（
貯
ぼ
欝
ω
）
が
直
知
（
鐸
Φ
濠
6
露
ω
）
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
諸
原
理
の
所
有
（
7
9
。
げ
ぎ
ω
）
な
の

　
　
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
他
を
通
じ
て
知
ら
れ
る
真
な
る
こ
と
は
知
性
に
よ
っ
て
直
ち
に
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
理
性
の
探
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
を
通
じ
て
捉
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
終
極
と
い
う
性
格
に
お
い
て
あ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
に
よ
る
な
ら
ぽ
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
真
な
る
認
識
に
、
根
底
的
な
も
の
と
そ
れ
に
依
拠
し
て
正
当
化
さ
れ
る
も
の
と
を
区
別
し
て
い

る
の
で
あ
る
し
、
後
者
が
前
者
を
「
通
じ
て
知
ら
れ
る
」
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
認
定
に
は
、
ま
さ
に
基
礎
づ
け
主
義
的
な
知
識

論
を
見
て
取
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
根
底
的
認
識
は
「
そ
れ
自
体
と
し
て
知
ら
れ
る
」
も
の
と
し
て
「
直
ち
に
」
知
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で

根
底
的
な
の
だ
と
認
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
根
底
的
で
あ
る
よ
う
な
認
識
に
つ
い
て
の
内
在
主
義
的
観
点
を
指
し
示
し
て
い
る
と
見

な
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
確
実
性
に
つ
い
て

二
九
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で
は
、
ど
の
よ
う
な
認
識
内
容
が
学
知
に
と
っ
て
の
根
底
的
知
識
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
そ
の
よ
う
な

「
そ
れ
自
体
で
知
ら
れ
る
」
内
容
は
、
（
一
）
複
数
の
学
知
に
噂
共
通
の
精
神
の
把
握
く
8
ヨ
深
雪
Φ
ω
雪
ぎ
一
8
二
8
℃
台
6
器
ω
ご
と
、
（
二
）

個
々
の
心
知
に
お
け
る
「
定
義
（
号
｛
ぎ
三
〇
）
」
の
二
つ
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
（
一
）
は
矛
盾
律
や
排
中
律
の
よ
う
な

あ
ら
ゆ
る
学
事
に
共
通
の
第
一
原
理
、
あ
る
い
は
「
全
体
は
部
分
よ
り
大
き
い
」
の
よ
う
な
量
的
な
存
在
者
の
領
域
に
関
わ
る
接
写
に
共
通

　
　
　
　
（
9
）

の
原
理
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
述
語
が
主
語
の
概
念
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
」
命
題
で
あ
っ
て
、
「
そ
れ
を
構
成
す
る
概
念
が
知
ら
れ
る
と
知
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

に
よ
っ
て
直
ち
に
知
ら
れ
る
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
命
題
は
論
証
を
行
う
さ
い
に
、
そ
の
推
論
を
根
底
に
お
い
て
動
か
し
て
い
る
推
論

規
則
と
し
て
機
能
し
て
い
る
も
の
だ
と
見
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
こ
の
自
明
な
第
一
原
理
は
論
理
的
な
も
の
で
あ
り
、
「
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

れ
に
つ
い
て
論
証
が
行
わ
れ
る
主
題
」
で
は
な
い
し
、
こ
れ
を
論
証
の
「
始
ま
り
と
す
る
」
こ
と
も
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
の
「
そ
れ
自
体
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

知
ら
れ
る
も
の
」
で
あ
る
共
通
原
理
は
精
神
の
外
の
世
界
に
つ
い
て
の
認
識
に
は
直
接
に
は
関
わ
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
そ
れ
に
対
し
て
、
（
二
）
の
定
義
は
特
定
の
探
究
領
域
を
持
っ
た
個
劉
的
学
知
に
固
有
の
「
論
証
の
原
理
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
定
義
は

事
物
の
「
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
（
曾
。
鳥
ρ
三
匹
⑦
ω
¢
」
、
す
な
わ
ち
「
二
二
（
建
首
邑
冨
ω
）
」
あ
る
い
は
「
本
質
（
①
ω
ω
①
簿
圃
簿
と
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
存
在
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
類
に
応
じ
て
異
な
っ
た
認
知
が
成
立
す
る
が
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
学
知
に
お
い
て
論

証
さ
れ
る
こ
と
と
は
、
そ
の
定
義
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
て
い
る
本
質
的
特
徴
を
持
っ
た
事
物
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
事
物

が
さ
ら
に
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
学
科
の
内
部
に
お
い
て
は
、
定
義
そ
れ
自
体

は
決
し
て
論
証
の
対
象
で
は
な
い
と
言
う
意
味
で
、
定
義
は
「
直
接
的
に
そ
れ
自
体
で
知
ら
れ
る
」
と
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
そ
れ
自
体
と
し
て
知
ら
れ
る
」
も
の
と
し
て
の
定
義
は
、
矛
盾
律
の
よ
う
な
共
通
の
第
一
原
理
と
は
ち
が
っ
て
、
認
識
者

に
と
っ
て
の
外
な
る
世
界
に
関
わ
る
認
識
で
あ
る
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
知
識
論
に
お
け
る
基
礎
づ
け
主
義

を
問
題
に
す
る
と
き
に
は
、
こ
の
定
義
と
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
ら
の
知
識
に
ど
の
よ
う
な
身
分
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
か
が
重
要
に

（
1
4
）

な
る
。
定
義
の
表
し
て
い
る
内
容
、
す
な
わ
ち
事
物
の
「
何
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
し
て
認
識
さ
れ
る
と
ア
ク
ィ
ナ
ス



は
見
な
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
基
礎
づ
け
主
義
に
お
け
る

つ
と
す
れ
ぽ
ど
の
よ
う
な
意
昧
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
か
。

「
根
本
的
信
念
」
の
地
位
を
定
義
（
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
の
認
識
）
が
持

二
　
真
偽
の
概
念
と
知
性
の
自
己
反
省

　
こ
の
問
題
の
た
め
に
は
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
人
間
の
認
識
能
力
と
し
て
の
知
性
が
、
ど
の
よ
う
な
段
階
を
へ
て
働
い
て
い
る
と
捉
え
て
い
る

の
か
を
冤
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
彼
は
こ
こ
で
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
依
拠
し
て
、
春
闘
の
知
性
認
識
の
作
用
に
二
つ
の
段
階
を
区
別
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
5
）

る
。
「
単
純
把
握
（
ω
雪
見
。
×
呂
凛
9
Φ
拐
凶
。
）
」
と
「
判
断
（
貯
臼
。
ご
∋
）
」
の
二
つ
で
あ
る
。
前
者
は
事
物
の
「
何
性
（
ρ
鼠
ユ
虫
β
ω
）
」
あ
る
い

は
「
本
質
」
を
捉
え
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
し
て
捉
え
ら
れ
た
複
数
の
何
性
を
「
複
合
し
た
り
分
離
し
た
り
」
す
る
の
が
後
者
で
あ
る
。
こ

れ
は
雷
語
化
さ
れ
た
次
元
で
は
、
単
純
把
握
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
内
容
は
ひ
と
つ
の
項
（
叶
①
同
ヨ
一
口
餌
ω
）
で
あ
り
、
判
断
は
主
語
－
述
語
の

形
式
を
も
つ
命
題
と
し
て
表
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
単
純
把
握
と
先
に
述
べ
た
定
義
と
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
問
題

は
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
こ
の
区
別
を
持
ち
出
し
て
く
る
文
脈
が
、
「
真
偽
の
概
念
」
を
吟
味
す
る
場
面
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る

特
定
の
具
体
的
認
識
内
容
が
真
な
る
知
識
で
あ
る
か
偽
な
る
知
識
で
あ
る
か
を
判
別
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
知
で
あ
っ
て
も
そ

こ
に
お
い
て
真
理
あ
る
い
は
虚
偽
が
成
立
し
て
い
る
と
さ
れ
る
た
め
の
形
式
的
条
件
を
吟
味
す
る
場
面
で
、
知
性
の
こ
の
二
つ
の
作
用
が
区

別
さ
れ
る
。
そ
の
場
面
で
の
彼
の
立
場
を
ま
ず
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
ま
ず
、
「
真
（
＜
Φ
凄
包
」
と
い
う
概
念
は
「
存
在
者
（
窪
ω
）
」
と
い
う
概
念
に
知
性
と
の
関
係
を
付
加
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

る
。
存
在
者
と
真
と
は
「
も
の
と
し
て
は
同
じ
」
で
あ
る
が
、
真
に
は
存
在
者
に
は
認
め
ら
れ
な
い
知
性
と
の
関
係
と
い
う
観
点
（
工
銭
。
）

が
付
加
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
知
性
と
の
関
係
と
は
「
知
性
と
の
合
致
（
8
艮
製
麺
8
ρ
践
器
ρ
ロ
讐
凶
。
）
」
と
表
現
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

「
真
理
（
〈
Φ
簿
餌
ω
と
と
い
う
概
念
は
本
質
的
に
は
、
「
事
物
と
知
性
と
の
合
致
」
と
定
義
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
逆
に
い
う
と
、

真
理
が
成
立
す
る
に
は
何
ら
か
の
仕
方
で
の
「
異
な
り
（
畠
凶
く
Φ
「
ω
一
け
餌
ω
）
」
が
前
提
さ
れ
、
そ
れ
ら
異
な
っ
た
も
の
が
合
致
す
る
の
で
な
け
れ

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
確
実
性
に
つ
い
て

　
三
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ぽ
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
同
じ
も
の
は
そ
れ
自
身
と
合
致
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
真
理
の
十
全
な
概
念
の

成
立
の
た
め
に
は
、
知
性
は
、
自
分
が
そ
れ
と
合
致
し
て
い
る
認
識
対
象
で
あ
る
事
物
と
自
分
自
身
と
が
「
異
な
っ
て
い
る
」
状
態
に
あ
る

知
性
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
先
に
述
べ
た
知
性
の
二
つ
の
作
用
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
だ
が
、
諸
事
物
の
何
性
を
形
成
し
て
い
る
知
性
は
、
魂
の
外
に
実
在
し
て
い
る
事
物
の
類
似
し
か
持
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
可
感
的
な

　
　
も
の
の
形
象
を
受
け
取
っ
て
い
る
限
り
で
の
感
覚
も
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
知
性
が
把
握
さ
れ
た
事
物
に
つ
い
て
判
断
を
始

　
　
め
る
と
き
に
、
そ
の
知
性
の
判
断
は
知
性
に
固
有
な
何
も
の
か
で
あ
り
、
そ
れ
は
外
の
事
物
に
お
い
て
は
見
出
さ
れ
な
い
も
の
な
の
で

　
　
（
1
7
V

　
　
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
「
鯨
は
疇
乳
動
物
で
あ
る
」
と
い
う
言
明
は
知
性
の
な
す
判
断
の
表
現
で
あ
る
が
、
「
鯨
」
と
「
哺
乳
動
物
」
と
い
う
概
念
を

複
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
「
鯨
は
魚
類
で
は
な
い
」
の
場
合
に
は
、
「
鯨
」
と
「
魚
類
」
と
を
分
離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
鯨
扁
、
「
哺
乳
動
物
」
、
「
魚
類
」
と
い
う
概
念
は
確
か
に
実
在
す
る
世
界
の
鯨
、
哺
乳
動
物
、
魚
類
な
る
事
物
の

「
類
似
（
ω
冨
藻
ε
α
o
）
」
で
あ
る
。
し
か
し
重
要
な
の
は
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
こ
れ
を
「
類
似
に
す
ぎ
な
い
」
と
語
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
固
有
で
完
全
な
意
味
で
の
「
真
理
」
は
成
立
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
概
念
を
組
み
合
わ
せ
て
（
「
複
合
・
分
離
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
（
8
讐
。
§
Φ
裁
○
①
叶
黒
く
箆
⑦
巳
。
）
」
）
判
断
を
形
成
し
た
と
き
に
初
め
て
、
外
の
世
界
に
は
な
い
知
性
固
有
の
あ
り
方
が
成
立
す
る
の
だ
、

と
い
う
の
が
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
単
に
「
鯨
」
と
語
る
だ
け
で
は
、
そ

れ
に
つ
い
て
真
偽
は
問
え
な
い
。
「
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
そ
う
で
あ
る
と
、
そ
う
で
な
い
こ
と
を
そ
う
で
な
い
と
述
べ
る
」
時
に
初
め
て
真

理
が
成
立
し
、
そ
う
で
な
い
と
き
に
虚
偽
が
成
立
す
る
と
い
う
の
は
当
然
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
こ
の
・
王
張
は
単
に
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
含
意
を
持
っ
て
い
る
。
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
複
合
・
分
離
す
る
知
性

の
判
断
作
用
が
真
偽
の
本
来
の
あ
り
か
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
知
性
と
感
覚
と
の
対
比
に
お
い
て
捉
え
て
い
る
が
、
こ
の
対
比
に
お
い
て
含



意
は
明
ら
か
と
な
る
。

　
　
感
覚
に
お
い
て
は
、
真
理
は
感
覚
の
活
動
の
帰
結
と
し
て
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
事
物
に
つ
い
て
の
感
覚
の
判
断
が
そ
の
事
物
が
そ
う
あ

　
　
る
こ
と
に
即
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
感
覚
の
う
ち
に
あ
る
真
理
は
感
覚
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
た
も
の
と
し
て
あ

　
　
る
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
感
覚
が
事
物
に
つ
い
て
真
に
判
断
し
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
真
に
判
断
し
て
い
る
真
理

　
　
を
認
識
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
感
覚
は
自
分
が
感
覚
作
用
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
が
、
自
分
の
本

　
　
性
を
認
識
し
て
い
な
い
し
、
し
た
が
っ
て
ま
た
自
己
の
働
き
の
本
性
も
認
識
し
て
お
ら
ず
、
自
分
と
事
物
と
の
関
係
も
認
識
し
て
お
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
ず
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
そ
れ
の
真
理
も
認
識
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
も
感
覚
知
覚
の
「
判
断
」
が
語
ら
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
知
性
の
判
断
と
は
決
定
的
に
異
な
る
と
認
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

感
覚
知
覚
に
は
自
己
の
は
た
ら
き
へ
の
反
省
的
関
わ
り
（
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
に
「
還
帰
（
評
価
益
。
）
」
と
も
念
わ
れ
る
事
態
）
が
な
い
の
に

対
し
て
、
知
性
に
は
そ
れ
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
「
知
性
が
真
理
を
認
識
し
て
い
る
」
あ
る
い
は
「
知
性
に
お
い
て
事
物
は

真
と
し
て
存
在
す
る
」
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
単
純
把
握
で
は
な
く
て
判
断
作
用
に
お
い
て

固
有
な
意
味
で
の
真
理
概
念
が
成
立
す
る
と
い
う
主
張
は
、
人
間
知
性
が
真
理
を
捉
え
る
と
い
う
こ
と
が
い
つ
も
真
な
る
認
識
内
容
を
真
な

る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
伴
っ
て
い
る
と
い
う
主
張
を
含
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
真
理
の
認
識
」
に
は
認
識
者
が
自
己
の
内
的
な
は
た
ら
き
を
「
直
に
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
が
伴
っ
て
い
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

な
る
と
見
な
し
得
る
が
、
こ
の
こ
と
は
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
指
摘
す
る
通
り
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
認
識
一
般
を
「
見
る
こ
と
（
＜
邑
。
）
」
と
い
う

比
喩
的
表
現
を
使
っ
て
語
る
点
に
も
現
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
人
問
の
究
極
目
的
で
あ
る
認
識
が
「
神
を
見
る
こ
と
（
≦
ω
一
〇

U
①
一
）
」
（
「
顔
と
顔
を
合
わ
せ
て
見
る
こ
と
」
）
で
あ
る
と
す
る
伝
統
を
継
承
し
て
い
る
が
、
そ
の
究
極
目
的
の
不
完
全
な
類
似
と
し
て
の
こ
の

世
で
の
「
信
仰
の
確
実
性
」
を
論
じ
る
と
き
に
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

　
　
確
実
性
は
二
つ
の
こ
と
を
含
意
し
得
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
に
は
固
着
す
る
こ
と
の
堅
固
さ
で
あ
り
、
こ
の
点
で
信
仰
は
直
知
と
学
知

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
確
実
性
に
つ
い
て

三
三
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の
す
べ
て
さ
え
よ
り
も
確
実
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
信
仰
に
お
け
る
同
意
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
第
一
真
理
が
、
直
知
や
学
知
に
お
け

　
　
る
承
認
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
理
性
の
光
よ
り
も
、
原
因
と
し
て
よ
り
強
力
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
第
二
に
は
、
確
実
性
は
承
認
さ
れ

　
　
て
い
る
こ
と
の
明
証
性
を
含
意
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
意
味
で
確
実
性
を
持
つ
の
は
信
仰
で
は
な
く
、
学
知
や
直
知
で
あ
る
。
そ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
　
か
ら
ま
た
、
直
知
に
は
思
い
を
巡
ら
す
と
い
う
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
明
証
性
（
Φ
く
こ
Φ
剛
三
餌
）
」
は
、
そ
の
ラ
テ
ン
語
の
成
り
立
ち
か
ら
し
て
も
、
「
見
る
こ
と
」
と
関
連
さ
せ
て
認
識

老
の
う
ち
に
お
い
て
成
立
す
る
心
的
な
状
態
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
明
証
性
の
ゆ
え
に
知
性
が
そ
の
対
象
へ
の
「
承
認
（
錺
ω
ω
準

ω
⊆
ω
）
」
と
い
う
内
的
状
態
が
生
じ
る
と
き
に
、
推
論
を
経
た
結
論
の
認
識
で
あ
る
学
知
と
そ
の
基
礎
と
な
る
原
理
の
直
知
が
成
立
し
て
い
た

と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
人
間
の
知
性
の
判
断
作
用
を
真
偽
が
成
立
す
る
固
有
の
場
所
だ
と
す
る
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
立
場
は
、
真
理
を
捉
え
る
と
い
う

認
識
作
用
が
知
性
の
自
己
へ
の
反
省
作
用
を
前
提
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
捉
え
て
い
る
対
象
を
「
明
証
的
に
見
て

い
る
」
と
い
う
自
覚
を
含
意
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
知
識
に
つ
い
て
の
内
在
主

義
的
な
立
場
が
明
瞭
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

三
　
単
純
把
捉
と
〈
事
物
の
真
理
〉

　
そ
れ
で
は
、
「
判
断
」
と
区
別
さ
れ
て
い
た
「
単
純
把
握
」
と
い
う
知
性
作
用
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
内
在
主
義
的
な
明
証
性
と
い
っ
た

も
の
が
前
提
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
引
用
し
た
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
単
純
把
握
と
い
う
作
用
に
お
い
て
知
性
は

「
塊
の
外
に
実
在
し
て
い
る
事
物
の
類
似
し
か
持
っ
て
い
な
い
」
と
語
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
箇
所
で
「
類
似
で
し
か
な
い
」
と
語
ら
れ
て
い

た
の
は
、
真
理
の
本
来
の
あ
り
か
が
事
物
の
類
似
で
あ
る
も
ろ
も
ろ
の
何
性
を
複
合
・
分
離
す
る
判
断
作
用
だ
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
た

め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
単
純
把
握
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
が
「
魂
の
外
の
実
在
し
て
い
る
事
物
」
の
「
何
で
あ
る
の
か
」
で
あ



る
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
真
偽
の
固
有
の
定
義
に
よ
っ
て
そ
こ
で
は
真
偽
が
成
立
し
な
い
よ
う
な
単
純
把
握
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
は

た
ら
き
に
お
い
て
ま
さ
に
実
在
的
世
界
と
の
関
わ
り
が
成
立
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
そ
し
て
、
人
間
の
知
性
は
そ
の
判
断
作
用
に
お
い
て
誤
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
判
断
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
は
ず
の
事
物
の
何
性
の
把
握

に
お
い
て
は
誤
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
の
が
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
何
度
も
繰
り
返
す
基
本
的
主
張
な
の
で
あ
る
。
代
表
的
な
テ
キ
ス
ト
を
確
認

す
る
。

　
　
感
覚
が
固
有
感
覚
対
象
に
よ
っ
て
直
接
に
形
相
化
さ
れ
る
よ
う
に
、
知
性
も
事
物
の
根
性
に
よ
っ
て
形
相
化
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、
感
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
　
が
固
有
対
象
に
関
し
て
欺
か
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
知
性
は
「
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
」
に
関
し
て
欺
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
こ
の
「
欺
か
れ
な
い
（
8
ご
伽
8
凶
賢
ぎ
吋
）
」
と
い
う
こ
と
を
、
真
理
の
あ
り
か
は
複
合
・
分
離
す
る
知
性
の
は
た
ら
き
に
あ
る
の
だ
か
ら
何

性
の
把
握
は
「
そ
も
そ
も
真
偽
に
関
わ
り
が
な
い
」
事
態
な
の
だ
、
と
い
う
よ
う
に
の
み
理
解
す
る
こ
と
は
不
十
分
で
あ
る
。
実
際
、
ア
ク

ィ
ナ
ス
は
劣
性
の
把
握
が
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
欺
か
れ
な
い
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
同
じ
箇
所
で
「
付
帯
的
に
は
（
O
①
口
幅
8
錠
①
漢
）
」

そ
の
は
た
ら
き
に
お
い
て
も
虚
偽
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
た
だ
そ
れ
は
「
そ
こ
に
知
性
の
複
合
が
混
じ
る
限
り
（
ぎ
ρ
ロ
き
9
ヨ

筐
8
ヨ
℃
o
ω
置
。
凶
簿
Φ
一
筆
。
窪
ω
p
α
自
ω
8
け
霞
）
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
事
態
で
あ
る
。
事
物
の
何
性
は
「
定
義
」
と
し
て
表
現
さ

れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
実
際
の
定
義
は
類
と
種
差
と
の
複
合
を
含
む
。
人
間
の
定
義
は
理
性
的
と
い
う
「
種
差
」
と
動
物
と
い
う
「
類
」

か
ら
な
る
。
そ
の
限
り
で
複
合
を
含
み
、
「
人
間
は
理
性
的
動
物
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
の
形
式
を
取
り
得
る
。
そ
し
て
あ
る
場
合
に
は
、

「
理
性
的
動
物
」
と
い
う
何
性
を
人
間
で
は
な
く
、
三
角
形
に
あ
て
は
め
て
「
三
角
形
は
理
性
的
動
物
で
あ
る
」
と
い
う
偽
な
る
定
義
を
形

成
す
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
別
の
場
合
に
は
、
「
理
性
的
動
物
」
と
い
う
人
間
の
定
義
に
さ
ら
に
「
四
本
足
の
」
と
い
う
種
差
を
付
加
し
て

「
四
本
足
の
理
性
的
動
物
」
と
い
う
定
義
を
形
成
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
定
義
の
構
成
要
素
の
問
の
内
的
矛
盾
の
た
め
に
偽
な
る
定
義
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二
つ
の
場
合
、
そ
の
偽
は
知
性
の
複
合
・
分
離
と
い
う
能
動
的
な
は
た
ら
き
か
ら
生
じ
て
き
て
い
る
と
ア
ク
ィ
ナ
ス

　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

は
み
な
す
の
で
あ
る
。

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
確
実
性
に
つ
い
て

三
五
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だ
か
ら
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
単
純
把
握
作
用
に
つ
い
て
も
真
偽
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
拡
張
さ
れ
た
二
義
的
な
意
味
に
お
い

て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
事
物
の
「
何
で
あ
る
の
か
」
を
捉
え
る
作
用
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
、
知
性
が
言
語
的
な
レ
ベ
ル
に
現
れ
る
よ
う
な
、

何
ら
か
の
能
動
的
複
合
を
含
む
よ
う
な
作
用
と
、
端
的
に
単
純
な
も
の
と
し
て
の
何
性
を
捉
え
る
作
用
と
が
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
天
使

の
よ
う
な
存
在
者
と
は
ち
が
っ
て
、
人
間
の
場
合
に
は
事
物
の
何
性
を
一
挙
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
「
探
究
の
順
序
」
に
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

つ
た
推
論
を
伴
う
は
た
ら
き
が
必
要
な
場
合
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
過
程
に
お
い
て
は
、
把
握
さ
れ
た
器
性
を
適
用
す
る
対
象
を
取
り
違
え

た
定
義
の
提
示
や
、
定
義
を
構
成
す
る
要
素
間
の
齪
館
と
い
っ
た
誤
り
が
あ
り
得
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
い
わ
ぽ
「
複
合
さ
れ
た
」
何

性
の
把
握
と
区
別
さ
れ
た
単
純
な
何
性
に
つ
い
て
は
そ
う
で
は
な
い
。

　
　
単
純
な
諸
何
性
（
ρ
三
三
同
9
8
ω
。
。
ぎ
喜
8
ω
）
を
認
識
す
る
場
合
に
は
、
知
性
は
偽
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
真
で
あ
る
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
　
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
何
も
知
性
認
識
し
て
い
な
い
か
、
の
い
ず
れ
か
な
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
自
身
は
こ
の
単
純
把
握
に
関
す
る
知
性
認
識
の
誤
り
の
な
さ
、
あ
る
い
は
ジ
ェ
ン
キ
ン
ズ
の
用
語
を
借
り
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

事
物
の
何
等
を
示
す
こ
と
に
関
す
る
知
性
の
く
誠
実
性
（
＜
Φ
鑓
。
ξ
）
〉
に
つ
い
て
十
分
な
説
明
を
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
が

は
っ
き
り
と
知
性
の
〈
誠
実
性
〉
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
示
唆
す
る
よ
う
な
説
明
は
与
え
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

　
そ
の
こ
と
を
確
認
す
る
に
は
再
度
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
真
理
の
成
立
す
る
場
所
に
つ
い
て
吟
味
し
て
い
る
テ
キ
ス
ト
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　
　
た
し
か
に
あ
る
事
物
に
つ
い
て
、
感
覚
が
真
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
「
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
」
を
認
識
し
て
い
る
知
性
が
真
で

　
　
あ
る
こ
と
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
そ
れ
が
真
な
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
真
と
語
る
と
い
う
こ
と
は
見

　
　
い
だ
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
（
…
…
）
そ
れ
ゆ
え
、
感
覚
あ
る
い
は
「
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
」
を
認
識
し
て
い
る
知
性
に
お
い
て

　
　
真
理
と
い
う
も
の
が
存
在
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ん
ら
か
の
真
な
る
事
物
に
お
い
て
あ
る
も
の
と
し
て
の
（
暮
ヨ
婁
盆
p
ヨ



　
　
厚
く
①
建
）
真
理
で
あ
っ
て
、
認
識
者
の
う
ち
に
あ
る
認
識
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
真
理
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
者
こ
そ
が

　
　
「
真
な
る
も
の
」
と
い
う
名
称
に
よ
っ
て
含
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
知
性
の
完
成
で
あ
る
の
は
、
認
識
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
れ
た
も
の
と
し
て
の
真
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
た
し
か
に
認
識
能
力
と
し
て
の
知
性
の
働
き
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
厳
密
に
雷
え
ば
何
性
の
単
純
把
握
は
本
質
的

な
意
味
で
の
認
識
作
用
と
は
見
な
せ
な
い
、
と
い
う
の
が
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
こ
こ
で
の
主
張
で
あ
る
と
捉
え
得
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の

テ
キ
ス
ト
で
単
純
把
握
に
お
い
て
成
立
す
る
と
さ
れ
る
真
理
は
、
知
性
と
い
う
存
在
者
が
、
〈
認
識
者
で
あ
る
限
り
〉
に
お
い
て
成
立
す
る

真
理
な
の
で
は
な
く
、
〈
事
物
が
真
な
る
事
物
で
あ
る
と
語
ら
れ
る
の
と
同
じ
〉
意
味
で
の
真
理
な
の
で
あ
る
。
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
こ
の
よ
う

な
真
理
を
、
知
性
と
の
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
本
来
の
意
味
で
の
真
理
と
対
比
的
に
、
「
事
物
の
真
理
（
＜
Φ
昏
器
同
①
凶
と
と
呼
ん
で
い
る
。

先
述
の
よ
う
に
、
あ
る
も
の
が
「
真
」
と
語
ら
れ
る
の
は
何
ら
か
の
知
性
と
の
関
係
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
が
、
知
性
と
の
関
係
を
離
れ
て

事
物
そ
れ
自
体
が
「
真
な
る
事
物
」
と
語
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
事
物
が
「
自
己
に
つ
い
て
の
真
な
る
評
定
を
作
り
出
す
よ
う
な

本
性
を
し
て
い
る
限
り
（
言
ρ
§
暮
¢
ヨ
Φ
簿
言
振
α
Φ
ω
①
貯
8
お
く
Φ
錘
ヨ
器
ω
け
冒
曽
鉱
。
器
露
）
」
に
お
い
て
、
知
性
に
お
い
て
成
立
す
る
真
理

の
「
基
礎
」
と
し
て
真
な
る
事
物
と
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
見
せ
か
け
だ
け
の
金
の
延
べ
棒
は
偽
り
の
金
で
あ
る
が
、
本
物
の
金
の
延
べ
棒

は
愚
な
る
金
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
評
定
す
る
側
の
知
性
の
力
に
よ
っ
て
、
事
物
が
偽
な
る
も
の
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
人
間
の
知
性
は
も
の

の
見
せ
か
け
に
だ
ま
さ
れ
て
、
間
違
っ
た
認
識
を
も
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
事
物
を
創
造
し
た
神
の
知
性
に
対
し
て
は
、
ど
ん

な
事
物
も
そ
の
事
物
の
本
来
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
事
物
の
真
理
」
と
は
本
質
的
に
は
神
の
知
性
と
の
関
係

に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　
　
事
物
は
ど
の
よ
う
な
あ
り
か
た
を
し
て
い
よ
う
と
も
、
ど
の
よ
う
な
形
相
の
も
と
に
で
あ
れ
、
つ
ま
り
欠
如
や
欠
陥
に
お
い
て
で
あ
れ

　
　
実
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
れ
ぽ
、
神
の
知
性
と
合
致
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
神
の
知
性
と
の
対
比
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
事
物
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
　
偽
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
確
実
性
に
つ
い
て

三
七



哲
学
研
究
　
第
五
百
七
十
三
号

三
八

　
そ
し
て
、
人
間
の
知
性
も
神
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
の
で
あ
る
以
上
、
神
の
知
性
に
合
致
し
た
一
つ
の
事
物
と
し
て
実
在
し
て
い
る
。
と
い

う
こ
と
は
、
単
純
把
握
と
い
う
知
性
の
作
用
は
、
い
わ
ば
事
物
と
し
て
の
人
間
知
性
が
神
の
知
性
と
合
致
し
て
い
る
こ
と
の
帰
結
と
さ
れ
て

い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
単
純
把
握
を
な
し
て
い
る
知
性
が
外
的
事
物
の
形
栢
の
類
似
性
を
受
け
取
っ
て
い
る
と
い
う
事
態
は
、
い

わ
ぽ
猫
が
猫
と
し
て
、
犬
が
犬
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
態
と
岡
じ
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
事
物
が
そ
れ
固
有
の
形
相
に
よ
っ
て
存
在
を
も
つ
の
と
同
じ
よ
う
に
、
認
識
の
ち
か
ら
は
認
識
さ
れ
た
事
物
の
形
相
の
類
似
性
に
よ
っ

　
　
て
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
自
然
的
事
物
は
、
そ
れ
の
形
相
に
よ
っ
て
そ
の
事
物
に
適
合
す
る
存
在
を
欠
く

　
　
こ
と
が
な
い
が
、
〔
そ
の
形
相
に
〕
付
帯
す
る
こ
と
が
ら
や
〔
そ
の
形
相
か
ら
〕
帰
結
す
る
こ
と
が
ら
を
欠
く
こ
と
は
あ
り
う
る
。
た

　
　
と
え
ぽ
、
人
間
が
二
本
足
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
欠
く
こ
と
は
あ
る
に
し
て
も
、
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
欠
く
こ
と
は
な
い
よ
う

　
　
に
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
認
識
の
ち
か
ら
は
そ
れ
の
類
似
性
に
よ
っ
て
形
相
化
さ
れ
て
い
る
事
物
を
認
識
す
る
こ
と
に
お
い

　
　
て
欠
け
る
こ
と
は
な
い
が
、
そ
の
類
似
性
か
ら
帰
結
す
る
こ
と
や
そ
れ
に
付
帯
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
欠
け
る
こ
と
が
あ
り
得
る
の
で

　
　
（
2
8
）

　
　
あ
る
。

　
だ
か
ら
、
知
性
の
単
純
把
握
に
お
け
る
〈
誠
実
性
〉
は
、
最
終
的
に
は
「
事
物
の
真
理
」
の
根
拠
と
し
て
の
神
の
知
性
に
至
る
の
で
あ
ろ

う
が
、
さ
し
あ
た
り
は
知
性
と
い
う
存
在
者
の
も
つ
知
性
的
存
在
者
と
し
て
の
自
然
本
性
的
形
相
・
ち
か
ら
に
基
礎
を
持
つ
と
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
先
に
挙
げ
た
テ
キ
ス
ト
で
、
単
純
な
何
性
を
把
握
す
る
作
用
に
は
「
誤
り
が
な
い
」
こ
と
を
言
い
換
え
て
、
「
真
で
あ
る
か
、

あ
る
い
は
ま
っ
た
く
何
も
知
性
認
識
し
て
い
な
い
か
の
い
ず
れ
か
だ
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
現
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
立
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
「
誤
る
人
は
み
な
、
誤
っ
て
い
る
そ
の
こ
と
を
知
性
認
識
し
て
い
な
い
の
だ
」
と
い
う
言
葉
の
解
親
と
も
さ
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
単
純
把
握
が
成
立
し
て
い
る
と
き
に
は
い
つ
で
も
、
そ
の
知
性
は
「
誤
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
意
味
で
「
真
で
あ
る
」

（「

^
を
認
識
し
て
い
る
」
で
は
な
い
）
≧
蓄
え
る
の
で
あ
っ
て
、
「
単
純
把
握
が
誤
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
端
的
に
知
性
「
認
識
」



と
い
う
事
態
が
い
ま
だ
成
立
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
単
純
把
握
と
い
う
知
性
の
作
用
は
、
「
認
識
者
と
い
う
本
性
を
持
つ
」
も
の
で
あ
る
知
性
が
外
的
な
事
物
と
い
わ
ぽ
「
触
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

る
（
凶
夢
3
α
q
Φ
お
）
」
と
い
う
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
。
知
性
は
非
質
料
的
能
力
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
「
触
れ
る
」
は
物
理
的
な
接
触
で
は
な
い

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
で
も
、
こ
の
働
き
に
は
感
覚
の
よ
う
な
質
料
的
認
識
能
力
と
区
別
さ
れ
る
た
め
の
指
標
と
さ
れ
る
、
知
性

に
固
有
の
側
面
、
つ
ま
り
「
触
れ
た
対
象
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
よ
う
な
あ
り
方
」
は
認
め
ら
れ
な
い
と
理
解
す
べ

き
な
の
で
あ
る
。
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
こ
の
事
態
を
、
複
合
・
分
離
す
る
知
性
は
「
真
を
認
識
し
て
い
る
（
o
o
α
q
き
ω
8
お
く
③
毎
包
」
の
と
対
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

的
に
、
単
純
把
握
に
お
い
て
「
知
性
は
真
で
あ
る
（
凶
簿
亀
Φ
o
ε
ω
Φ
ω
け
く
Φ
歪
ω
）
」
と
記
述
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
人
間
は
こ
の
単
純
把
握
と

い
う
知
性
の
は
た
ら
き
を
意
識
の
お
も
て
に
自
覚
的
に
取
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
の
単
純
把
握
に
お
け
る
「
知
性
は
真
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

あ
る
」
と
い
う
記
述
は
、
そ
の
作
用
に
つ
い
て
の
第
三
者
的
・
学
的
分
析
の
結
論
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
通
常
の
外
的
事
物
の

認
識
の
た
だ
中
で
は
そ
れ
と
し
て
取
り
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
、
知
性
は
外
的
な
事
物
と
の
無
自
覚
的

な
「
接
触
」
を
し
て
お
り
、
そ
の
後
に
厳
密
な
意
味
で
の
「
知
性
的
認
識
」
と
し
て
の
判
断
を
能
動
的
・
自
覚
的
に
形
成
す
る
。
だ
か
ら
、

人
間
の
認
識
作
用
の
全
体
を
反
省
的
・
学
問
的
に
眺
め
返
し
て
、
判
断
に
よ
る
厳
密
な
意
味
で
の
「
知
性
的
認
識
」
が
そ
こ
か
ら
帰
結
し
て

い
た
単
純
把
握
を
学
問
的
に
切
り
出
し
、
そ
の
作
用
を
な
し
て
い
た
「
知
性
は
真
で
あ
る
」
と
い
う
認
定
が
な
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る

　
　
（
3
3
）

の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
と
す
れ
ぽ
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
認
識
論
に
お
い
て
単
純
把
握
を
捉
え
る
立
場
は
、
決
し
て
内
在
主
義
的
で
は
な

い
。
こ
の
作
用
が
常
に
真
で
あ
る
と
い
う
認
定
の
た
め
に
は
、
認
識
者
が
自
己
の
認
識
作
用
を
自
覚
的
に
把
握
し
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い

と
い
う
条
件
は
少
し
も
含
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
単
純
把
握
の
持
つ
〈
誠
実
性
〉
の
根
拠
は
、
最
終
的
に
は
創
造
者

た
る
神
に
よ
る
保
証
で
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
は
自
然
本
性
と
し
て
の
知
性
の
能
力
に
対
す
る
信
頼
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
信
頼
性

理
論
の
方
向
の
解
釈
を
支
持
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
確
実
性
に
つ
い
て

三
九



四
〇

四
　
二
つ
の
「
確
実
性
」

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
認
識
に
つ
い
て
の
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
立
場
を
、
「
確
実
性
（
。
曾
葺
＆
o
と
と
い
う
概
念
と
の
連
関
に
お
い
て
捉
え
な

お
し
て
み
よ
う
。
こ
の
概
念
は
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
も
、
第
」
義
的
に
は
認
識
能
力
と
の
関
係
で
語
ら
れ
る
。
「
確
実
性
は
第
｝
の
主
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

な
意
味
で
は
認
識
の
う
ち
に
あ
る
。
だ
が
、
類
似
性
を
通
じ
て
分
有
的
に
自
然
本
性
と
徳
の
業
の
う
ち
に
も
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
。
だ
が
、

既
述
の
よ
う
に
、
こ
の
認
識
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
確
実
性
に
は
二
つ
の
種
類
が
あ
る
。
そ
れ
は
学
問
的
知
識
に
お
け
る
確
実
性
と
、
広
義

の
認
識
作
用
の
一
種
と
し
て
の
信
仰
が
も
つ
確
実
性
で
あ
る
。
前
者
は
認
識
対
象
に
よ
っ
て
知
性
が
動
か
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
性
は

そ
の
認
識
を
真
と
承
認
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
対
象
で
あ
る
場
合
（
直
知
）
と
、
推
論
を
へ
て
間
接

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
｝

的
に
動
か
さ
れ
る
場
合
（
学
知
）
と
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
対
象
そ
れ
自
体
が
も
つ
「
明
示
作
用
（
ヨ
窪
圃
盆
ω
痘
ぎ
）
」
に
よ
っ
て
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

識
能
力
で
あ
る
知
性
が
そ
の
対
象
に
対
す
る
承
認
へ
と
動
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
信
仰
は
憶
見
（
o
営
三
〇
）
と
同
様
に
、

対
象
の
明
白
性
に
よ
っ
て
完
全
に
は
知
性
が
動
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
選
択
肢
の
う
ち
の
一
つ
へ
と
意
志
に
よ
っ
て
（
〈
o
ぽ
緊
巴
①
）
傾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

く
と
い
う
選
択
作
用
に
よ
っ
て
承
認
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
こ
の
二
つ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
雷
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
確
実
性
は
二
つ
の
仕
方
で
考
察
さ
れ
得
る
。
一
つ
に
は
、
確
実
性
の
原
因
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
意
味
で
、
よ
り
確
実
な
原
因
を

　
　
持
つ
も
の
が
よ
り
確
実
で
あ
る
と
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
信
仰
が
前
述
の
三
者
〔
知
恵
、
学
事
、
直
知
〕
よ
り
も
確
実
な
の
は
こ
の

　
　
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
信
仰
は
神
の
真
理
に
依
拠
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
前
述
の
三
考
は
人
間
理
性
に
依
拠
し
て
い

　
　
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
確
実
性
は
別
の
意
味
で
、
主
体
の
側
か
ら
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
人
問
知
性
が
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

　
　
十
分
に
（
一
）
剛
雪
圃
⊆
ω
）
達
す
る
も
の
が
よ
り
確
実
で
あ
る
と
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
信
仰
と
対
比
さ
れ
た
学
問
的
知
識
に
お
け
る
確
実
性
が
、
認
識
の
「
十
分
差
」
と
い
う
で
王
体
の
側
」
に
措
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ



る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
十
分
さ
」
は
主
体
に
お
い
て
認
識
対
象
が
な
す
「
明
示
作
用
」
の
結
果
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
疑
い
が
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

実
際
、
学
問
的
知
識
と
対
比
的
に
信
仰
の
不
完
全
性
が
語
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
「
明
示
作
用
」
の
脆
弱
さ
が
挙
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
信
仰
の
よ
う
な
超
自
然
的
領
域
と
区
別
さ
れ
た
人
間
の
通
常
の
認
識
に
お
い
て
、
確
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
「
自
分
が
知
っ
て

い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
こ
と
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
次
の
テ
キ
ス
ト
は
「
人
間
が
神
の
恩
寵
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
り

得
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
が
、
「
啓
示
に
よ
っ
て
認
識
す
る
」
こ
と
や
「
記
号
を
通
じ
て
推
測
し
て
認

識
す
る
」
こ
と
と
対
比
的
に
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　
　
別
の
意
味
で
は
、
人
間
は
何
ら
か
の
こ
と
を
自
分
自
身
に
よ
っ
て
（
℃
興
ω
Φ
巻
ω
¢
ヨ
）
認
識
す
る
。
こ
れ
は
確
実
に
認
識
す
る
こ
と
で
あ

　
　
る
。
こ
の
意
味
で
は
誰
も
自
分
が
恩
寵
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
り
得
な
い
。
と
い
う
の
も
、
何
ら
か
の
こ
と
に
つ
い
て
確
実

　
　
性
が
得
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
こ
と
が
固
有
の
原
理
を
通
じ
て
識
別
さ
れ
得
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。
例
え
ば
、
論
証
に
よ
る
結
論
に
つ
い

　
　
て
の
確
実
性
は
、
論
証
さ
れ
得
な
い
普
遍
的
諸
原
理
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
。
だ
が
、
原
理
を
知
ら
な
い
の
で
あ
れ
ぽ
、
あ
る
結
論
の
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

　
　
知
を
自
分
が
持
っ
て
い
る
こ
と
を
誰
も
知
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
恩
寵
の
原
理
で
あ
り
対
象
で
あ
る
神
ぞ
の
も
の
が
人
間
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
入
間
は
自
分
が
恩
寵

を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
知
り
え
な
い
。
そ
の
こ
と
が
「
恩
寵
の
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
お
け
る
現
前
あ
る
い
は
不
在
（
凛
器
ω
Φ
昌
口
餌
　
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

⇒
o
瓢
ω
く
鉱
。
。
び
ω
Φ
口
論
餌
）
は
、
確
実
性
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
得
な
い
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
逆
に
、
わ
れ
わ
れ
の
通
常
の
自
然

的
認
識
に
お
け
る
「
確
実
性
」
が
、
認
識
主
体
に
お
け
る
対
象
の
現
前
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
「
確
実
性
扁
は
第
一
義
的
に
は
、
対
象
の
明
白
さ
、
認
識
主
体
へ
の
対
象
の
現
前
と
い
う
側
面
で
規
定
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
こ
と
は
知
性
の
判
断
作
用
に
つ
い
て
先
に
確
認
さ
れ
た
内
在
主
義
的
な
立
場
と
明
瞭
に
対
応
し
て
い
る
と
雷
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
言
う
「
確
実
性
」
に
は
別
の
側
面
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
本
節
の
最
初
に
引
用

し
た
テ
キ
ス
ト
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
概
念
に
本
質
的
に
で
は
な
い
が
、
「
分
有
的
に
」
関
わ
る
側
面
に
基
礎
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
確
実
性
に
つ
い
て

四
一
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四
二

　
　
何
ら
か
の
も
の
の
う
ち
の
8
門
葺
＆
o
は
、
本
質
的
と
分
有
的
と
い
う
二
つ
の
仕
方
で
見
い
だ
さ
れ
る
。
本
質
的
に
見
い
だ
さ
れ
る
の

　
　
は
認
識
の
ち
か
ら
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
自
己
の
目
的
へ
と
誤
り
な
い
仕
方
で
認
識
の
ち
か
ら
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る

　
　
す
べ
て
の
も
の
に
お
い
て
分
有
的
に
。
興
簿
巳
。
は
見
い
だ
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
自
然
本
性
は
、
ど
ん
な
も
の
で
も
そ
れ
の
臼
的
へ

　
　
と
。
①
誉
謬
＆
ぎ
巴
詳
興
に
動
か
し
て
い
る
神
の
知
性
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
o
素
謡
巳
ぎ
①
ま
興
に
働
き
を
な
す
と

　
　
　
　
（
4
2
）

　
　
言
わ
れ
る
。

　
こ
こ
で
の
分
有
的
に
語
ら
れ
る
。
興
簿
巳
。
は
、
認
識
作
用
を
も
つ
か
ど
う
か
と
い
う
限
定
を
離
れ
て
考
え
ら
れ
た
事
物
の
自
然
本
性

一
般
に
つ
い
て
措
定
さ
れ
て
い
る
。
事
物
の
自
然
本
性
的
は
た
ら
き
の
様
態
に
お
い
て
8
屑
葺
＆
○
が
あ
る
、
と
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
自
然
本
性
が
自
己
に
固
有
の
も
の
と
し
て
有
し
て
い
る
「
目
的
」
と
の
関
係
に
お
い
て
、
そ
れ
へ
と
向
か
う
は
た
ら
き
の
8
雫

　
　
　
　
（
4
3
）

け
貯
胤
○
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
は
た
ら
き
一
般
の
。
曾
簿
＆
o
は
何
ら
か
の
認
識
作
用
と
の
関
係
を
保
持
し
て
お
り
、
そ
の
限
り
で

「
分
有
的
」
に
そ
う
呼
ば
れ
る
。
そ
の
認
識
と
は
神
が
そ
の
自
然
本
性
に
つ
い
て
も
つ
認
識
で
あ
る
。
神
が
自
然
的
事
物
の
本
性
を
確
実
に

認
識
し
、
そ
の
確
実
な
認
識
に
即
し
て
そ
の
事
物
の
動
か
し
方
も
、
事
物
の
目
的
と
の
関
係
を
取
り
逃
が
さ
な
い
仕
方
で
な
す
と
い
う
意
味

で
確
実
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
分
有
的
」
に
語
ら
れ
る
「
確
実
性
」
は
、
神
の
摂
理
と
い
う
有
神
論
的
世
界
像
に
依
拠
し
て
い
る
。
し
か
し
、
自
然
本
性

そ
れ
自
体
と
そ
の
目
的
と
の
関
係
だ
け
を
取
り
出
す
な
ら
ぽ
、
自
然
本
性
は
常
に
そ
の
目
的
へ
と
「
誤
り
な
い
仕
方
で
扁
到
達
す
る
と
い
う

事
態
が
8
目
論
評
⊆
o
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
な
入
間
知
性
の
単
純
把
握
の
も
つ
〈
誠
実
性
〉
は
、

自
然
的
存
在
者
と
し
て
知
性
が
そ
れ
に
備
わ
っ
て
い
る
霞
的
へ
と
「
誤
り
な
い
仕
方
で
」
達
す
る
こ
と
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
に
は
、
認
識
能
力
と
し
て
の
知
性
と
い
う
観
点
（
本
質
的
な
。
嘆
簿
＆
o
）
で
は
な
く
、
石
の
本
性
に
と
っ
て
下
に
落
ち
る
こ
と
が
石

の
目
的
の
実
現
で
あ
る
の
と
同
じ
意
味
で
、
自
然
本
性
を
備
え
た
｝
つ
の
自
然
的
事
物
と
し
て
の
観
点
か
ら
知
性
と
い
う
存
在
者
が
捉
え
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
自
己
の
目
的
へ
と
い
た
る
は
た
ら
き
の
「
誤
り
な
さ
」
と
し
て
の
知
性
の
も
つ
8
目
藻
邑
。
は
、
認
識
者
が
認



識
者
と
し
て
自
己
の
内
部
に
対
象
の
明
白
な
現
前
を
意
識
し
て
い
る
と
い
っ
た
内
在
主
義
的
側
面
を
含
ん
で
お
ら
ず
、
知
性
の
自
然
的
本
性

が
そ
れ
固
有
の
機
能
を
何
に
も
阻
害
さ
れ
る
こ
と
な
く
発
揮
し
て
い
る
こ
と
に
付
帯
し
た
状
態
な
の
で
あ
る
。
o
艘
鉱
ε
価
。
を
捉
え
る
こ
の

第
二
の
観
点
は
、
単
純
把
握
の
も
つ
〈
誠
実
性
〉
と
ぴ
っ
た
り
と
符
合
し
て
お
り
、
そ
れ
を
認
識
者
の
内
的
状
態
と
し
て
の
「
確
実
性
」
と

同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

結

駈口口

　
わ
れ
わ
れ
は
自
分
の
も
つ
認
識
に
つ
い
て
、
い
つ
も
何
ら
か
の
懐
疑
主
義
的
議
論
を
意
識
し
そ
れ
に
抗
し
て
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
信
念
を

正
当
化
で
き
る
か
を
気
に
し
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
以
上
の
よ
う
な
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
認
識
に
つ
い
て
の
立
場
は
、
そ
の

よ
う
な
「
正
当
化
す
べ
し
」
と
い
う
認
識
論
上
の
義
務
論
を
根
底
的
に
は
否
定
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
見
な
し
得
る
。
そ
の
い
う
な
ら

「
楽
観
主
義
」
の
根
底
に
彼
の
有
神
論
的
世
界
観
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
ぎ
な
い
。
だ
が
、
人
間
が
世
界
の
認
識
に
関
し
て
神
に
よ
る
保
証

を
得
て
い
る
と
し
て
も
、
認
識
す
る
と
い
う
は
た
ら
ぎ
そ
の
も
の
の
中
に
神
が
介
入
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
認
識
行
為
で
は
な
く
そ
れ

の
た
め
の
「
能
力
」
と
い
う
自
然
本
性
を
与
え
た
の
が
神
で
あ
り
、
そ
の
自
然
本
性
は
そ
の
認
識
と
い
う
目
的
を
自
然
に
果
た
す
よ
う
な
も

の
と
し
て
神
に
創
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
単
純
把
握
の
〈
誠
実
性
〉
の
最
終
的
な
根
拠
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
単
純
把
握
は
世
界
の

認
識
の
「
発
端
」
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
限
り
な
く
内
容
の
薄
い
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
普
通
に
認
識
し
て
い
る
と
い
う
事
態
を
思
い
浮

か
べ
る
と
き
に
成
立
し
て
い
る
の
は
、
判
断
作
用
を
伴
っ
た
自
覚
的
な
知
性
の
は
た
ら
き
で
あ
る
こ
と
を
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
承
認
す
る
で
あ
ろ

う
。
そ
こ
で
は
人
間
は
多
く
の
誤
謬
に
陥
る
し
、
そ
れ
を
避
け
る
た
め
の
周
到
な
学
的
手
続
き
の
重
要
さ
を
彼
が
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
そ
れ
で
も
、
人
間
が
誤
謬
に
陥
っ
た
と
き
に
そ
れ
を
訂
正
す
る
た
め
に
は
、
最
も
内
実
の
薄
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
訂
正
す
べ
き
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

と
が
ら
が
「
そ
れ
に
関
わ
っ
て
い
る
」
当
の
内
実
に
つ
い
て
は
既
に
誤
り
な
く
捉
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
世
界
に
つ

い
て
の
探
究
は
、
人
間
の
内
部
の
明
白
な
も
の
か
ら
始
ま
る
の
で
は
な
く
、
世
界
の
一
部
と
し
て
の
人
間
が
世
界
か
ら
動
か
さ
れ
る
こ
と
か

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
確
実
性
に
つ
い
て

四
三
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ら
始
ま
る
と
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

注

（
1
）
例
え
ば
、
鍾
苫
葺
嶺
餌
（
お
。
。
。
。
）
も
’
①
悼
’
い
①
冨
。
び
δ
㊤
ρ
P
O
b
。
．
は
「
不
可
疑
の
基
礎
を
求
め
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
扁
と
し
て
い
る
。

（
2
）
ω
。
怨
（
6
璽
ら
’
×
凶
〈
’

（
3
）
　
こ
の
限
定
は
本
論
の
目
的
の
た
め
で
は
あ
る
が
、
外
在
主
義
の
概
括
的
で
基
底
的
な
規
定
と
し
て
は
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
O
h
＞
『
ひ
O
轟
（
一
㊤
㊤
○
○
）
．

（
4
）
　
代
衰
的
な
対
立
は
、
基
礎
づ
け
主
義
を
基
本
と
見
る
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
と
有
神
論
的
野
頼
性
理
論
を
取
る
と
す
る
ス
タ
ン
プ
の
解
釈
の
相
違
で
あ
る
。

（
5
）
　
現
代
の
議
論
で
は
、
二
6
0
曼
。
コ
ε
o
鼠
巴
ひ
q
ρ
Φ
覧
ω
酔
①
ヨ
。
一
〇
ひ
q
ざ
9
一
δ
。
・
o
℃
ξ
o
｛
∋
冒
臨
は
、
重
な
り
合
う
面
が
あ
る
と
は
い
え
、
基
本
的
に
は
別

　
の
領
域
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
費
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
観
点
か
ら
は
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
体
系
は
未
分
化
で
あ
る
と
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
こ
の
三
者
を
厳
密
に
区
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
し
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
分
離
し
て
論
じ
る
こ
と
で
取
り
の
が
し
て

　
し
ま
う
面
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
三
考
を
一
体
の
も
の
と
し
て
論
じ
る
こ
と
の
意
義
を
強
調
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
の
点
の
論
究

　
は
別
の
機
会
に
譲
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

（
6
）
　
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
と
る
代
表
者
は
コ
2
。
葺
ヨ
α
q
曽
（
ち
G
。
⊆
。
）
二
）
’
。
。
㊤
ω
o
ρ
0
で
あ
る
。
た
だ
し
、
後
に
な
っ
て
霊
四
葺
ぎ
ひ
q
簿
（
お
り
ω
ご
）
塵
く
’
の
ト
マ
ス
解
釈

　
は
外
在
主
義
な
の
だ
と
い
う
よ
う
に
変
化
す
る
。
ま
た
、
竃
2
。
o
U
9
回
巴
ユ
も
ワ
｝
。
。
？
。
。
。
。
を
参
照
。

（
7
）
　
言
誤
嚇
ミ
愛
ぎ
舞
押
δ
9
．
《
仙
①
ヨ
。
屋
言
⇔
二
¢
俘
白
。
q
臼
μ
甑
①
冒
こ
①
露
訟
蕉
㊦
℃
興
山
2
つ
。
資
ω
欝
二
野
。
賞
Φ
諺
p
。
o
ρ
二
三
葺
び
唱
門
0
8
畠
簿
袋
實
。
質
。
ω
三
〇
臥
げ
霧

　
㌶
ミ
房
ミ
誉
賊
ミ
鑓
ミ
隠
曽
ミ
偽
ミ
ミ
置
ご
霧
け
ρ
＝
①
剛
δ
欝
弓
興
巴
5
二
〇
急
ヨ
①
盛
戸
婦
ヨ
（
刷
Φ
ヨ
9
あ
需
鶯
葺
⊆
肖
，
響
ω
Φ
コ
）
曾
・
o
。
①
号
惹
ω
ω
凶
艮
ヨ
鑓
臨
h
㊦
ω
8
（
ρ
ロ
O
（
宏
賦
①
ヨ

　
ぎ
ヨ
O
島
鋤
8
会
〇
二
昌
『
一
「
ヨ
ρ
＝
零
話
毎
ご
O
銭
．
Φ
憂
目
㊦
色
δ
鳥
①
ヨ
O
霞
ω
q
碧
其
ρ
剛
）
葺
ご
Φ
費
一
二
ヨ
ぎ
O
a
ぎ
①
簿
山
銑
冨
。
。
一
）
圏
。
℃
o
ω
圃
甑
9
お
ω
ρ
二
①
℃
O
「
Φ
鶴
。
陰

　
℃
畦
O
ぴ
費
護
＝
門
ご
ミ
謬
2
，
三
5
①
区
鳶
ミ
ご
識
黛
窮
鳴
～
》
圏
ミ
織
黛
塗
ミ
ら
ミ
謎
傍
ら
O
嵩
ミ
一
陽
凡
ミ
獄
砺
■

（
8
）
⑦
譲
詣
”
（
5
メ
鋤
．
・
。
．
ρ
＜
⑦
掃
，
F
§
磐
樽
Φ
ヨ
Φ
。
。
ε
ξ
膏
罵
⑦
「
。
§
ω
圃
号
惹
σ
量
二
コ
口
ぎ
岱
9
。
。
…
2
コ
）
Φ
毒
①
き
け
當
ヨ
冠
ぎ
ヨ
。
伍
P
。
。
圃
。
艮
℃
2
，
自
。
豪
自

　
コ
O
ε
ヨ
．
O
¢
o
α
舞
旨
①
ヨ
O
馨
℃
興
ω
①
コ
9
ニ
ヨ
層
ω
Φ
『
鋤
ぴ
簿
暮
讐
，
ぎ
。
凶
且
銭
益
簿
℃
①
「
9
鴬
搾
二
喉
9
。
B
肯
M
ヨ
9
二
ぴ
冒
8
｝
一
①
O
ε
’
両
酔
置
①
0
7
四
⊆
ε
匂
。
℃
2
艶
∩
凶
①
二
ω

　
幽
箕
Φ
訟
Φ
9
∈
d
餌
色
一
ρ
二
一
二
q
。
ヨ
。
臼
く
Φ
ユ
0
9
あ
罷
O
露
出
。
コ
㊤
浸
ど
く
o
o
障
鷹
弓
ヨ
瞥
①
躍
①
o
ε
ρ
ρ
⊆
凶
㊦
ω
け
7
餌
σ
謬
¢
ω
鷺
、
ヨ
。
凶
覧
。
「
震
ヨ
．
＜
2
，
＝
ヨ
磐
二
8
ヨ
疏
二
◎
伍
㊦
馨
℃
Φ
門



　
巴
冒
伍
コ
0
2
ヨ
”
部
。
づ
ω
8
鼠
∋
O
①
誘
雲
州
切
目
9
。
σ
凶
具
①
躍
Φ
o
け
二
”
ω
Φ
島
℃
興
ぎ
ρ
乱
ω
凶
鉱
。
昌
Φ
ヨ
『
鋤
凱
。
鉱
ω
…
簿
ω
①
7
鋤
ぴ
①
汁
ぎ
吋
飴
ぼ
。
昌
Φ
肯
曾
∋
ヨ
凶
●

（
9
）
9
§
餌
ミ
㌣
き
鴇
H
」
㊦
。
葛
ρ
卜
。
一
噸

（
1
0
）
　
⑩
×
．
ひ
q
罫
b
鳴
篭
ミ
§
職
鼻
ρ
タ
餌
’
卜
。
讐
餌
匹
一
H
■
　
い
S
僧
ρ
N
P
H
層
。
。
”
簿
ρ

（
1
1
）
　
9
■
ミ
郎
お
斜
⑤
ぎ
無
．
H
」
Φ
9
b
O
．

（
1
2
）
　
た
だ
し
、
矛
盾
律
な
ど
の
命
題
を
構
成
す
る
概
念
は
門
存
在
考
（
Φ
口
ω
と
で
あ
り
、
矛
盾
律
の
自
明
性
は
こ
の
概
念
の
自
明
性
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

奪
郎
ミ
王
国
無
」
」
Φ
o
け
．
b
。
O
．
こ
こ
に
は
「
存
在
者
で
あ
る
限
り
で
の
存
在
者
」
を
主
題
と
す
る
形
而
上
学
と
論
理
学
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る

　
の
か
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
得
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
問
題
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
1
3
）
　
9
■
ミ
》
§
騎
骨
ぎ
恥
鳳
．
H
H
」
Φ
9
．
N
凸

（
1
4
）
　
ω
2
ヨ
℃
も
」
。
。
一
ω
Φ
ρ
ρ
は
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
知
識
論
が
基
本
的
に
基
礎
づ
け
主
義
で
は
な
い
と
い
う
主
張
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
根
拠
の
中
心
は
、

　
こ
の
個
々
の
学
知
の
原
理
の
認
識
は
「
帰
納
に
よ
る
」
と
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
原
理
の
認
識
が
帰
納
と
い
う
作
用
に
依
存
し
て

　
い
る
以
上
基
礎
づ
け
主
義
の
い
う
「
根
本
的
信
念
」
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
だ
が
他
方
で
、
同
じ
論
文
に
お
い
て
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
知
識

　
論
を
信
頼
性
理
論
と
見
な
す
立
場
か
ら
、
感
覚
と
知
性
と
は
そ
の
固
有
対
象
に
関
し
て
「
絶
対
的
に
信
頼
で
き
る
も
の
」
だ
と
し
て
い
る
。
こ
の
両
方
の

　
主
張
の
関
係
は
、
帰
納
に
つ
い
て
の
分
析
が
不
十
分
で
あ
る
た
め
に
、
不
分
明
に
留
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
本
論
文
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
知
性
の
単
純

　
把
握
と
判
断
作
用
の
区
別
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
。

（
1
5
）
　
も
ち
ろ
ん
、
人
間
の
認
識
作
用
の
全
体
か
ら
い
え
ぽ
第
三
の
働
き
と
し
て
「
推
論
（
惹
二
〇
〇
言
甲
山
。
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
後
に
見
る

　
よ
う
に
、
本
論
の
意
図
か
ら
す
れ
ば
推
論
に
関
わ
る
問
題
は
第
二
の
判
断
作
用
と
同
様
に
扱
っ
て
よ
い
と
見
な
し
得
る
の
で
、
こ
こ
で
は
特
に
問
題
と
し

　
て
い
な
い
。

（
1
6
）
　
こ
こ
で
わ
ざ
わ
ざ
「
本
質
的
に
は
（
船
長
ヨ
鋤
薄
身
）
」
と
断
る
の
は
、
真
理
の
本
質
が
成
立
す
る
た
め
の
先
行
的
条
件
を
表
し
た
定
義
、
あ
る
い
は
そ

　
れ
が
成
立
し
た
こ
と
の
結
果
を
表
し
た
定
義
も
、
真
理
の
定
義
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
真
理
の
門
土
台
（
盆
a
割
註
①
コ
窪
ヨ
ご

　
と
し
て
の
「
事
物
の
真
理
」
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。
b
鳴
ミ
識
ミ
魯
ρ
■
一
望
ト
p
参
照
。

（
1
7
）
　
b
開
頭
篭
ミ
壁
ρ
γ
餌
■
Q
。
”
ρ
ぎ
8
置
8
ε
ω
〇
二
け
Φ
ヨ
｛
o
円
ヨ
鋤
湯
ρ
堂
島
＆
9
8
ヨ
話
歪
ヨ
霞
。
づ
7
9
。
ぴ
無
旺
ω
凶
ω
一
睡
圃
葎
∬
野
田
Φ
日
面
凶
Φ
×
凶
ω
富
馨
凶
ω
①
×
骨
錘

　
蝉
凱
ヨ
臼
。
ヨ
ー
ω
8
彗
簿
ω
Φ
二
二
凶
昌
ρ
∬
簿
暮
ニ
ヨ
8
0
ぢ
詳
。
。
℃
8
圃
Φ
ヨ
ω
Φ
諺
ぴ
凶
一
圃
ω
．
ω
Φ
山
ρ
⊆
国
コ
匹
。
ぎ
。
甘
詳
ご
臼
8
お
匹
Φ
お
餌
O
只
①
げ
Φ
房
p
。
”
ε
g
6
ω
蠕
ヨ

　
ご
臼
。
貯
ヨ
同
三
Φ
＝
Φ
0
2
。
。
Φ
ω
け
ρ
煽
。
島
α
9
。
ヨ
環
。
環
ご
讐
Φ
凶
ρ
蠕
。
α
コ
。
路
ぎ
く
2
凶
ε
「
Φ
㌶
轟
ぎ
噌
Φ
．

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
確
実
性
に
つ
い
て

四
五
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四
六

（
8
1
）
　
b
恥
壁
恥
§
．
ミ
二
三
O
ら
一
鴇
9
◎
．
担
ρ
ω
Φ
山
く
Φ
「
㎞
け
嚢
◎
ω
①
o
o
け
一
昌
ω
①
昌
ω
¢
G
σ
㎞
O
鷹
け
O
O
路
ω
Φ
O
ロ
①
謬
ω
国
O
け
＝
§
①
一
二
ω
℃
色
¢
ヨ
ω
O
鷹
一
〇
Φ
帥
㎞
＝
α
一
〇
繭
＝
ヨ
リ
◎
9
回
ω
煽
ω
Φ
ω
叶
飢
①
「
Φ

　
ω
①
〇
二
瓢
島
ニ
ヨ
ρ
⊆
O
O
Φ
ω
ρ
ω
Φ
α
蝕
四
ヨ
Φ
5
昌
O
訂
O
ω
け
凶
コ
ω
Φ
昌
ω
窪
ω
剛
O
∬
け
O
O
α
q
鵠
離
冥
目
o
Q
①
箒
o
o
＝
”
Φ
け
ω
圃
①
コ
凶
器
ω
Φ
昌
ω
¢
ω
〈
Φ
「
O
凶
二
山
剛
O
餌
け
島
Φ
「
Φ
げ
娼
ω
▼
；
O
コ
δ
餌
一
謬
O
昌

8
σ
q
8
ω
。
陣
く
Φ
葺
p
8
ヨ
ρ
¢
鋤
く
Φ
屋
ご
良
。
異
ρ
轟
ヨ
≦
ω
①
三
ヨ
ω
窪
霊
ω
8
ひ
q
8
ω
。
讐
ω
①
ω
⑦
コ
昏
，
ρ
ぎ
μ
回
8
∋
曾
8
ひ
q
ぎ
ω
。
謬
轟
ε
鑓
ヨ
。
。
二
国
ヨ
Φ
ε
9

0
§
ω
8
器
【
あ
器
。
爵
ε
鎚
ヨ
ω
三
8
ε
ω
器
。
只
8
0
「
二
〇
一
ρ
①
目
皿
二
ω
巴
『
Φ
ω
」
二
酔
白
日
¢
o
＜
①
簿
魯
①
∋
Φ
ご
ω
．

（
1
9
）
ζ
碧
O
◎
コ
巴
匹
も
山
①
ω
’

（
2
0
）
　
b
僑
艶
Q
｝
画
ミ
～
魯
Ω
い
禽
自
。
．
一
｝
鋤
位
メ
O
①
『
届
け
二
巴
O
色
目
O
ロ
O
酔
①
ω
け
凶
ヨ
℃
O
『
酔
9
α
「
ρ
ω
O
＝
凶
∩
Φ
晶
帯
旨
5
凶
臼
口
口
の
ヨ
鋤
低
げ
動
㊦
o
o
凶
O
昌
圃
Q
ウ
堕
①
δ
O
β
自
3
耀
け
鴬
肖
5
節
鳥
7
0
0
ゆ
山
①
ω

　
①
ω
酔
6
Φ
日
賦
O
「
①
二
蝉
一
富
O
一
つ
＝
閂
M
霊
酢
Φ
駕
㊦
O
防
雨
Φ
け
ω
O
一
①
コ
鉱
鋤
ρ
二
凶
自
凸
℃
戦
口
笛
鋤
く
①
ユ
蝕
鋤
ω
ρ
二
尉
Φ
O
飴
嬬
ω
螢
酔
臨
二
①
一
鋤
ω
ω
①
二
ω
二
曲
Φ
ω
け
h
O
「
ぼ
O
鴨
O
餌
＝
ω
餌
ρ
鴬
鋤
一
ご
一
⊆
瓢
’
①
づ

　
「
設
け
凶
O
昌
剛
ω
O
口
恥
①
O
妙
＝
も
摩
四
け
自
。
ω
の
Φ
コ
ω
鎧
∋
計
’
酔
①
一
一
Φ
O
け
二
〇
p
＜
Φ
一
〇
ゆ
∩
凶
①
づ
瓢
鋤
①
一
己
ヨ
℃
O
「
二
四
酔
Φ
甑
自
愛
①
く
止
男
Φ
コ
甑
9
農
ヨ
Φ
肖
＝
ω
〇
二
戸
鋤
ω
ω
①
瓢
甑
肯
鷹
門
▼
O
ほ
餓
O
訣
匹
①
ω
コ
0
5
げ
餌
σ
Φ
酢

　
6
①
醜
θ
詳
二
〇
一
コ
①
ヨ
ω
Φ
O
ω
O
剛
①
コ
甑
餌
Φ
け
凶
聾
け
①
一
一
Φ
O
汁
¢
ρ
①
け
Φ
×
一
昌
α
O
①
ω
け
O
信
O
二
一
＝
け
①
＝
①
O
け
鳳
ω
O
O
α
q
置
目
岱
O
諺
Φ
∋
コ
◎
冨
7
蝉
σ
①
幹

（
a
）
　
⑦
§
ρ
』
メ
蝉
．
ρ
ρ
Q
Q
凶
〇
二
仲
餌
煽
肯
Φ
∋
ω
①
コ
ω
瓢
ω
凶
コ
脇
O
ニ
ゴ
餌
二
目
「
畠
マ
①
O
砕
Φ
o
り
ぽ
コ
圃
一
潔
二
色
一
5
①
ロ
「
O
℃
臨
O
「
鴬
ヨ
ω
Φ
コ
ω
圃
σ
…
＝
煽
讐
鴇
詳
磐
ぼ
θ
け
Φ
躍
①
O
け
二
ω
一
昌
｛
O
「
ヨ
鋤
β
弓

　
ω
瞳
ヨ
圃
＝
け
二
α
一
嵩
①
Ω
二
四
儀
匹
諄
餌
二
切
「
Φ
P
¢
謬
O
①
O
閂
鴨
O
潜
ρ
煽
O
α
ρ
瓢
圃
山
O
ω
梓
川
コ
酢
①
罵
①
O
け
二
ω
一
回
O
コ
危
Φ
O
剛
℃
諄
¢
嘗
絵
〇
二
脅
諮
㊦
ρ
鱈
O
ω
Φ
欝
ω
⊆
ω
O
凶
「
O
m
ω
Φ
箒
臨
げ
幽
＝
飴
℃
鴨
O
℃
甑
国
．

（
2
2
）
　
こ
の
定
義
を
形
成
す
る
場
合
の
知
性
の
複
合
・
分
離
と
判
断
と
い
う
複
合
・
分
離
の
区
別
は
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
存
在
論
的
分
析
に
依
拠
し
た
区
別
で

　
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
定
義
の
要
素
で
あ
る
類
と
種
差
は
、
実
体
と
し
て
の
事
物
の
構
成
要
素
で
あ
る
質
料
と
形
相
の
複
倉
に
由
来
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

　
判
断
に
お
け
る
複
合
は
実
体
と
付
帯
性
の
複
合
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

（
2
3
）
　
o
h
■
⑦
§
ミ
、
ミ
ら
§
、
ミ
O
鳴
ミ
職
塁
弧
戸
。
μ
O
。
。
旧
コ
．
N
。
。
ω
①
．
わ
れ
わ
れ
が
何
ら
か
の
事
物
の
「
何
で
あ
る
の
か
」
を
知
る
と
い
う
と
き
、
実
際
に
な
し
て

　
い
る
の
は
こ
の
よ
う
な
推
論
の
結
果
と
し
て
の
何
性
の
把
握
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
そ
の
よ
う
な
探
究
が
可
能
に
な
る
た

　
め
の
単
純
な
何
性
（
こ
の
箇
所
で
は
「
動
物
」
と
い
う
類
の
何
性
の
単
純
把
握
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
）
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
見
な
し
て
い
る
の
で
あ

　
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
汽
話
§
ヨ
餌
鐸
瓢
を
参
照
。

（
4
2
）
　
い
三
一
ρ
．
一
思
｝
鋤
■
ω
、
ρ
局
け
℃
贋
O
ロ
樽
Φ
「
7
0
ρ
凶
影
O
O
σ
q
貫
O
ω
O
O
護
匹
O
ρ
田
圃
鳥
島
辺
拶
酢
①
o
り
繊
欝
回
℃
躍
O
①
ω
鵠
O
謬
O
O
門
㊦
o
陰
け
㊦
ω
ω
①
一
5
什
①
＝
①
O
仲
二
q
つ
噛
躰
一
白
。
償
韓
ω
㊦
匹
〈
①
一
①
ω
臼
く
⑱
「
煽
。
陰
▼

　
〈
①
一
酢
O
θ
”
一
凶
け
①
『
欝
腕
7
臨
［
づ
酔
①
一
臣
ひ
q
一
骨

（
2
5
）
こ
①
三
自
諺
（
ち
ミ
）
も
」
O
①
・
彼
は
こ
れ
を
、
単
純
把
握
は
判
断
で
な
い
以
上
真
で
も
偽
で
も
な
い
と
い
う
意
味
で
の
知
性
の
「
不
可
疑
性
（
ぎ
建
難
げ
＝
・

　
一
な
〉
」
と
区
別
し
て
い
る
。
こ
れ
は
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。

（
％
）
　
の
霞
－
£
．
一
①
｝
鋤
噸
b
⊃
－
O
■
馬
け
凶
島
①
O
σ
①
二
Φ
圃
コ
〈
Φ
里
門
二
「
（
一
二
O
島
ω
Φ
欝
ω
瓢
ω
Φ
ω
臨
く
O
「
鎧
ω
匹
①
⇔
＝
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恥
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恥
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×
L
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o
鉱
一
．
9
．
§
§
§
§
画
一
銅
δ
o
江
一
’
こ
の
箇
所
は
直
接
に
は
、
存
在
的
に
形
相
と
質
料
と
複
合
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と

　
い
う
意
味
で
「
非
複
合
的
な
も
の
」
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
が
、
同
様
の
こ
と
は
存
在
的
に
は
複
合
的
な
質
料
的
事
物
を
構
成
す
る
「
非
複
合
的
な
内

　
容
」
と
し
て
の
何
性
の
単
純
把
握
に
も
妥
当
す
る
と
見
な
し
得
る
。

（
3
1
）
　
注
（
2
6
）
を
参
照
。

（
3
2
）
　
こ
れ
も
旨
Φ
三
甑
コ
ρ
℃
。
一
ぱ
。
の
表
現
で
あ
る
。

（
3
3
）
　
こ
の
よ
う
な
反
省
的
・
学
問
的
切
り
出
し
に
よ
っ
て
し
か
、
「
単
純
把
握
扁
と
い
う
も
の
を
同
定
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
人
間
の
知
性
に
固
有
の

条
件
で
あ
ろ
う
。
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
体
系
で
は
人
間
以
外
に
、
天
使
と
神
と
が
知
性
的
存
在
者
で
あ
る
が
、
こ
の
両
者
は
（
両
者
の
相
違
は
無
視
す
れ
ば
）

　
判
断
作
用
を
し
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
上
位
の
知
性
的
存
在
者
は
単
純
把
握
に
よ
っ
て
対
象
の
す
べ
て
の
固
有
性
を
一
挙
に
単
純
把
握
し
て
し
ま
い
、
判

断
と
い
っ
た
複
合
作
用
を
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
人
間
と
い
う
存
在
者
が
知
性
的
存
在
者
と
し
て
最
も
不
完
全
で
あ
る
た
め
に
、
単
純
把
握

　
と
い
う
知
性
的
あ
り
方
の
本
来
の
姿
が
極
小
ま
で
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
人
間
が
知
性
的
存
在
者
で
あ
り
な
が
ら
、
感
覚
知
覚
に
よ

　
る
情
報
の
獲
得
を
必
須
条
件
と
す
る
と
い
う
あ
り
方
と
連
関
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
点
は
本
稿
で
は
十
分
に
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
確
実
性
に
つ
い
て

四
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強
調
し
て
い
る
の
は
、
O
鎧
＝
欝
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ひ
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ヨ
で
あ
る
。
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の
場
合
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選
択
し
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と
は
溺
の
選
択
肢
の
可
能
性
へ
の
疑
い
が
残
っ
て
い
る
の
に
対
し

信
仰
の
場
合
に
は
残
っ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
。
し
た
が
っ
て
、
信
仰
の
そ
の
対
象
へ
の
承
認
の
あ
り
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実
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（
4
4
）
　
本
稿
は
人
間
の
認
識
の
い
わ
ぽ
「
形
式
的
」
な
側
面
に
つ
い
て
だ
け
大
枠
を
述
べ
た
に
過
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
「
内
実
の
薄
い
も
の
」
と
仮
に
名
付
け

　
た
も
の
が
実
質
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
何
も
触
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
、
こ
の
問
題
が
知
性
に
よ
っ
て
「
第
一
に
認
識
さ
れ
る

　
も
の
（
宮
女
0
6
0
鋤
q
三
春
ヨ
）
」
と
し
て
の
存
在
者
（
あ
る
い
は
、
存
在
者
と
本
質
）
と
い
う
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
テ
ー
ゼ
に
関
わ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は

　
十
分
予
想
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
稿
を
改
め
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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Hume　did　not　understand　this　point　and　tried　in　vain　to　prove　the　iRcompatibility．

Hume’s　criticism　of　miracles　was　a　philosophical　blunder．

　1　think　that　he　later　realized　his　own　failure　and　became　more　cautious　about

probability　argument　when　he　attacked　the　design　argument　for　the　existence　of

god　in　Dialogues　concerning　Afatural　Religion．

Thomas　Aquinas　on　certitbldo

　　　　　　　　　　　　　　　　Shinsuke　KAWAZOE

Associate　Professor　of　History　of　Western　Medieval　Philosophy

　　　　　　　　　　　　　　　Graduate　School　of　Letters

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kyoto　University

　　This　paper　aims　to　clarify　whether　Thomas　Aquinas　is，　concerning　our　ordinary

knowledge　of　external　world，　a　reliablist　with　externalistic　features　or　a　foun－

dationalist　with　internalistic　features．　At　first，　it　is　confirmed　that　his　theory　of

knowledge　contains　some　foundationalistic　aspects．　Aquinas　believes，　following

the　theory　found　in　Aristotle’s　Analytica　Posten’ora，　our　epistemic　system　of　scientia

consists　of　some　Per　se　nola　knowledges　as　its　ultimate　foundations．　The　definition

of　external　things　is　counted　among　these　Per　se　nota　knowledges．　XKre　find　in

Aquinas　the　foundationalistic　distinction　between　properly　basic　knowledge　and

the　1〈nowledge　founcled　by　the　properly　basic　knowledge．

　　However，　Aquinas’s　another　distinction　between　si7nPlex　aPPrelzensio　and

ノ～tdicit〃・n　ill　the　process　of　our　knowing　extemal　world　see狙s　to　refuse　to　take　the

basic　Per　se　nota　cognition　as　presented　actually　to　our　mind．　ln　our　judgeinent　in

which　properly　consists　the　notion　of　truth，　there　must　be　some　reflective　cognition

of　the　knowing－process　itself，　which　would　indicate　that　this　aspect　has　indeed

internalistic　features．　The　simPlex　apprehensio　isn’t，　on　the　other　hand，　reflective　at

all，　but，　according　to　Aquinas’s　constant　position，　the　si．mPlex　aPP7’ehe7・isio　has

always　the　“veracity”　concerning　the　1〈nowledge　of　external　thing’s　quiddities，

though　it　might　be　false　only　when　our　mind　in　some　sense　composes　those　simple

quiddities．　This　veracious　process　is　expressed　by　“touching”　external　world，　but

xve　couldn’t　be　actually　conscious　of　our　“touching”　even　while　actually　touching

the　world．　So　we　couldn’t　recognize　any　internalistic　feature　in　the　justification　of

s・imPlex　aPPi’ehensio．
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　　Besides，　these　two　distinct　operations　of　our　mind　corresponds　to　two　meanings

of　certitztdo　；　the　certitztdo　signifies　in　the　first　and　propter　sense　the　certainty　which

our　mind　has　in　processes　of　cognition　as　presence　and　evidence　of　the　object，　on

the　one　hand，　and　it　means，　on　the　other　hand，　the　fixedness　which　creature’s

natural　operations　have　in　respect　to　their　natural　end．　The　second　meaning

notifies　s吻plex　apprehensio　is　a　natural　process　in　which　our　mind　as　one　of

natural　beings　attains　infallibiy　to　its　end．　This　kiRd　of　certitudo　is　founded　by

Aquinas’s　christian　viewpoint　on　the　relation　between　God　and　the　world．　But

God’s　intervention　in　our　knowledge　isn’t　direct，　but　He　just　gave　us　the　natural

and　veracious　power　to　know　the　external　world．

　　It’s　the　case　Aquinas’s　theory　of　cognition　has　foundationalistic　characters．　But

at　the　same　time　he　would　reject　the　scepticism　by　keeping　a　kind　of　reliablism　in

the　core　of　his　theory．

　　　　　　　　　　　　Heidegger’s　“Sun”

　　　　　　　　　Ontological　lnsufficiency　and

methodological　contradiction　in　Being　and　Time

　　　　　　ARdrea　LEONARDI

　　　　　　　　　　Researcher

Italian　School　of　East　Asian　Studies

　　Martin　Heidegger　introduces　his　first　major　work，　Being　and　Time，　as　an

attempt　to　reformulate　and　answer　the　question　of　the　meaning　of　Being　in

general．　Because　Being　as　such　is　always　the　Being　of　something　that　is，　the

starting　point　of　the　study　must　be　the　ontological　analysis　of　the　Being　of　some

concrete　entity．　The　most　suitable　object　for　the　ontological　inquiry，　according　to

Heidegger，　is　the　human　being　or　Being－there　（Dasein）．　The　human　being　is

ontologically　characterized　by　a　relation　to　its　own　Being　and　to　the　Being　of　the

world　within　which　it　exists　；　in　other　words，　a　pre－ontological　understanding　of

Being　is　an　essential　element　of　the　ontological　constitution　of　the　Being－there．　The

question　about　the　meaning　of　Being　in　general　amounts　to　a　question　about　the

“upon－which”（レVoraztfain），　the　fundamental　articulation（、4rtifeulat’ion，　Gliederz・tng）

of　the　preっntological　comprehension　of　the　Being－there：ontology　is　nothing　but

the　systematic　analysis　of　this　articulation．

3


