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ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
認
識
論
に
お
け
る
観
念
と
性
質
の
類
似
に
つ
い
て

西
　
村
　
正
　
秀

「
類
似
」
に
関
す
る
素
朴
な
解
釈

　
『
入
間
知
性
論
晦
（
一
六
九
〇
、
以
下
、
騨
知
性
論
輪
と
略
記
）
第
二
巻
町
八
章
に
お
い
て
、
ロ
ッ
ク
は
一
次
性
質
と
二
次
性
質
の
区
劉
を

　
　
　
　
（
1
）

提
出
し
て
い
る
。
こ
の
区
別
に
関
す
る
最
も
難
解
な
特
徴
付
け
は
、
感
覚
の
単
純
観
念
と
そ
の
観
念
が
表
象
す
る
性
質
と
の
間
に
成
立
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
さ
れ
る
「
類
似
（
捲
ω
①
ヨ
瓢
§
8
）
」
で
あ
る
。
こ
の
章
の
第
十
五
節
に
お
い
て
、
ロ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
こ
こ
か
ら
、
次
の
こ
と
が
容
易
に
導
か
れ
る
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
物
体
の
一
次
性
質
の
観
念
は
そ
の
性
質
に
類
似
し
て
お
り
、
そ
の

　
　
範
型
は
物
体
自
体
に
実
在
的
に
存
在
し
て
い
る
が
、
我
々
の
中
に
物
体
の
二
次
性
質
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
る
観
念
は
、
そ
の
性
質
と

　
　
金
く
類
似
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
〔
一
一
次
性
質
の
場
合
）
物
体
自
体
の
中
に
、
我
々
の
観
念
と
似
て
い
る
も
の
は
何
も
存

　
　
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
（
頴
¢
b
－
。
。
口
㎝
）

観
念
が
性
質
と
類
似
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
、
類
似
し
て
い
な
い
と
い
う
主
張
を
「
類
似
の
テ
ー
ゼ
」
と
啄
ぼ
う
。
問
題
は
、
ロ
ッ
ク
が

「
類
似
」
に
よ
っ
て
何
を
意
味
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
｝
般
的
に
「
類
似
」
と
い
う
語
は
非
常
に
広
い
仕
方
で
使
用
さ
れ
う

る
が
、
こ
の
テ
ー
ゼ
の
最
も
自
然
な
解
釈
は
「
素
朴
」
な
解
釈
、
す
な
わ
ち
、
「
一
次
性
質
の
場
合
は
、
観
念
は
そ
れ
が
表
象
す
る
性
質
と

文
字
通
り
似
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
観
念
は
、
物
体
の
よ
う
に
、
形
や
大
き
さ
を
有
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
二
次
性
質
の
場
合
は
、
観
念



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

は
そ
れ
が
表
象
す
る
性
質
と
全
く
似
て
い
な
い
」
と
い
う
解
釈
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
『
知
性
論
』
に
お
け
る
様
々
な
箇
所
で
、
ロ
ッ
ク
は
、

観
念
が
形
や
大
き
さ
な
ど
の
性
質
を
文
字
通
り
の
仕
方
で
所
有
し
て
い
る
と
い
う
晃
解
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
　
可
感
的
な
大
き
さ
を
持
っ
た
マ
ナ
は
、
我
々
の
中
に
円
や
四
角
形
の
観
念
を
産
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
そ
の
マ
ナ
は
、
あ
る

　
　
場
所
か
ら
別
の
場
所
へ
と
移
動
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
運
動
の
観
念
を
産
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
運
動
の
観
念
は
、
運

　
　
動
を
、
そ
れ
が
動
い
て
い
る
マ
ナ
の
中
に
実
在
的
に
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
表
象
す
る
。
円
や
四
角
形
は
、
観
念
の
中
に
あ
ろ
う
と
存

　
　
在
の
中
に
あ
ろ
う
と
、
つ
ま
り
、
心
の
中
に
あ
ろ
う
と
マ
ナ
の
中
に
あ
ろ
う
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
運
動
も
形
も
、
我
々
が

　
　
そ
れ
に
気
付
こ
う
が
気
付
く
ま
い
が
、
マ
ナ
の
中
に
実
在
的
に
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
即
座
に
同
意
す
る
。

　
　
（
団
d
る
℃
。
。
し
。
。
）

　
　
紙
に
描
か
れ
た
図
は
、
心
の
中
の
観
念
の
コ
ピ
ー
で
あ
り
、
雷
葉
が
意
味
表
示
に
お
い
て
伴
っ
て
い
る
不
確
実
性
に
は
陥
り
に
く
い
で

　
　
あ
ろ
う
。
線
で
引
か
れ
た
角
、
円
、
四
角
形
は
、
は
っ
き
り
と
視
覚
で
捉
え
ら
れ
る
の
で
、
間
違
え
ら
れ
る
は
ず
が
な
い
。
（
口
C
”
♪

　
　
ω
し
⑩
）

最
初
の
引
用
に
お
い
て
は
、
観
念
は
、
物
体
が
形
を
持
ち
、
運
動
し
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
形
を
持
ち
、
運
動
を
表
象
し
て
い
る
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ロ
ッ
ク
が
類
似
を
素
朴
な
仕
方
で
理
解
し
て
い
る
こ
と
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
、
ロ
ッ
ク
が
幾
何

学
的
推
論
を
説
明
し
て
い
る
二
番
目
の
引
用
で
は
、
紙
に
描
か
れ
た
図
は
、
「
観
念
の
コ
ピ
ー
」
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
表
現
は
、

観
念
が
、
形
や
大
き
さ
と
い
っ
た
性
質
を
、
紙
に
描
か
れ
た
図
と
岡
じ
よ
う
な
仕
方
で
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
素
朴
な
解
釈
に
は
、
幾
つ
か
の
間
題
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
最
も
深
刻
な
問
題
は
形
而
上
学
的
問
題

　
（
弓
）

で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ぽ
、
観
念
は
「
知
覚
、
思
考
、
知
性
の
直
接
的
対
象
」
と
し
て
定
義
さ
れ
る
心
的
存
在
者
で
あ
る
（
瓢
9
・
。
”
。
。
℃
。
。
）
。

一
方
、
性
質
は
、
物
体
の
中
に
存
在
し
、
心
の
中
に
観
念
を
産
出
す
る
「
力
（
8
≦
魯
）
」
で
あ
る
（
薫
鳥
）
。
観
念
と
性
質
と
の
問
に
、
形

而
上
学
的
身
分
に
関
す
る
、
こ
の
よ
う
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
存
在
す
る
場
合
、
「
類
似
」
を
素
朴
な
仕
方
で
解
釈
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
よ
う
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に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
素
朴
な
解
釈
に
よ
れ
ば
、
丸
い
ト
マ
ト
の
観
念
は
、
そ
れ
自
体
が
丸
い
形
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ

が
、
物
理
的
性
質
で
あ
る
延
長
を
、
心
的
存
在
者
で
あ
る
観
念
が
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
事
実
、
多
く
の
ロ
ッ
ク
研
究

者
は
、
バ
ー
ク
リ
ー
の
「
観
念
は
観
念
以
外
の
も
の
に
似
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
主
張
に
倣
い
、
類
似
に
関
す
る
形
而
上
学
的
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

を
避
け
る
た
め
に
、
反
素
朴
的
解
釈
を
模
索
し
て
き
た
。
し
か
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
反
素
朴
的
解
釈
は
間
違
っ
て
い
る
。
本
稿
が
目
標
と

す
る
の
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。
第
　
に
、
素
朴
な
解
釈
が
類
似
の
テ
ー
ゼ
に
関
す
る
正
し
い
解
釈
で
あ
る
こ
と
を
、
二
つ
の
代
表
的
な
反

素
朴
的
解
釈
を
退
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
す
。
第
二
に
、
素
朴
な
解
釈
を
採
っ
て
も
形
而
上
学
的
周
題
を
圃
質
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
、

ロ
ッ
ク
の
認
識
論
的
方
法
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
す
。

二
　
類
似
の
テ
ー
ゼ
の
再
構
成

　
ま
ず
、
予
備
的
考
察
と
し
て
、
一
次
性
質
と
二
次
性
質
と
の
区
界
に
お
い
て
、
類
似
の
テ
ー
ゼ
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
現
れ
て
い
る
の
か

を
、
簡
単
に
再
構
成
し
て
お
こ
う
。
前
節
に
お
け
る
『
知
性
論
輪
第
二
巻
第
八
熱
型
十
五
節
か
ら
の
引
用
（
「
こ
こ
か
ら
、
次
の
こ
と
が
容
易

に
導
か
れ
る
と
思
う
…
…
」
）
が
示
す
よ
う
に
、
類
似
の
テ
ー
ゼ
は
、
そ
の
章
に
お
い
て
そ
れ
ま
で
提
示
さ
れ
て
き
た
議
論
の
「
結
論
」
と

　
　
　
　
　
　
（
6
）

し
て
機
能
し
て
い
る
。
実
際
、
繕
事
に
見
る
よ
う
に
、
こ
の
テ
ー
ゼ
は
、
物
体
の
一
次
性
質
が
心
の
中
に
観
念
を
産
出
す
る
機
構
に
関
す
る

因
果
的
説
明
か
ら
帰
結
し
て
い
る
。
こ
の
説
明
は
、
当
時
、
物
体
の
性
質
に
関
す
る
「
理
解
で
き
る
（
ぎ
け
⑦
霞
ぴ
q
薫
Φ
と
説
明
の
中
で
最
も

進
ん
で
い
る
も
の
と
し
て
ロ
ッ
ク
が
受
け
容
れ
て
い
た
、
粒
子
仮
説
の
｝
部
で
あ
る
（
口
d
”
♪
ω
」
O
）
。

　
単
純
に
言
え
ば
、
粒
子
仮
説
と
は
、
物
体
を
微
小
な
粒
子
の
集
△
口
に
還
元
し
、
物
体
が
持
つ
性
質
を
そ
れ
ら
粒
子
が
有
す
る
幾
何
学
的
性

質
に
よ
っ
て
機
械
論
的
に
説
明
す
る
仮
説
で
あ
る
。
こ
の
仮
説
に
よ
れ
ば
、
物
体
の
性
質
は
、
内
在
的
性
質
と
非
内
在
的
性
質
の
二
つ
に
大

望
さ
れ
る
。
前
者
は
、
巨
視
的
で
あ
れ
微
視
的
で
あ
れ
、
物
体
が
そ
れ
自
体
に
お
い
て
持
つ
性
質
で
あ
り
、
コ
次
性
質
」
と
呼
ば
れ
る

（
出
d
る
”
。
。
”
り
）
。
一
次
性
質
の
リ
ス
ト
に
は
、
延
長
、
大
き
さ
、
形
、
運
動
と
静
止
、
固
性
（
ω
o
一
窪
蔓
）
、
数
、
位
置
、
構
造
が
含
ま
れ
る
。



一
方
、
非
内
在
的
性
質
は
、
物
体
の
　
次
性
質
に
基
づ
い
て
、
他
の
物
体
に
様
々
な
仕
方
で
作
用
す
る
「
烏
豆
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
の
非

内
在
的
性
質
に
は
、
心
の
中
に
、
色
や
音
や
臭
い
や
味
な
ど
の
可
感
的
性
質
の
観
念
を
産
出
す
る
力
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
力
は
「
二
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

性
質
」
と
呼
ば
れ
る
（
類
d
闇
N
。
。
為
）
。

　
観
念
の
産
出
に
関
す
る
説
明
は
、
粒
子
が
持
つ
…
次
性
質
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
こ
の
説
明
の
中
核
と
な
る
の
は
、
粒
子
に
よ
る
「
衝

突
」
で
あ
る
（
出
9
b
。
”
。
。
讐
巨
）
。
ま
ず
、
一
次
性
質
の
観
念
が
産
出
さ
れ
る
た
め
に
は
、
「
単
独
で
は
知
覚
不
斑
能
な
物
体
が
、
そ
こ
〔
対

象
〕
か
ら
目
の
方
に
来
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
脳
に
そ
れ
ら
の
観
念
を
産
む
よ
う
な
運
動
を
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
出
9
b
。
讐
。
。
”
這
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

こ
の
脳
内
の
運
動
か
ら
、
人
問
に
は
不
可
知
の
過
程
を
経
て
、
心
の
中
に
観
念
が
産
出
さ
れ
る
。
次
に
、
物
体
が
持
つ
二
次
性
質
の
観
念
の

産
出
も
、
「
同
じ
仕
方
で
」
、
す
な
わ
ち
、
一
次
性
質
の
み
を
有
す
る
粒
子
の
感
官
に
対
す
る
衝
突
に
よ
っ
て
、
機
械
論
的
に
説
明
さ
れ
る

（
国
ご
b
”
。
。
し
ω
）
。
こ
こ
で
、
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
、
こ
の
説
明
は
、
色
や
音
な
ど
の
可
感
的
性
質
を
、
物
体
の
内
在
的
性
質
と
し
て
措

定
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
ロ
ッ
ク
は
、
一
次
性
質
に
つ
い
て
は
観
念
と
性
質
は
類
似
し
て
い
る
が
、
二
次
性
質
の
観
念

に
類
似
し
て
い
る
も
の
は
物
体
の
中
に
は
存
在
し
な
い
と
結
論
付
け
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
、
観
念
が
産
出
さ
れ
る
機
構
の
因
果
的
説
明
に
お
い
て
、
類
似
の
テ
ー
ゼ
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
現
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
の

概
略
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
我
々
は
、
ロ
ッ
ク
が
、
こ
の
因
果
的
説
明
か
ら
正
確
に
は
何
を
結
論
付
け
て
い
る
の
か
と
い
う
点
を
見
極
め
て
お

か
ね
ば
な
ら
な
い
。
特
に
留
意
す
る
べ
き
は
、
類
似
の
概
念
自
体
は
、
粒
子
仮
説
と
は
全
く
独
立
し
た
要
素
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
観

念
の
産
出
に
関
す
る
因
果
的
説
明
か
ら
帰
結
し
て
い
る
の
は
、
性
質
の
区
別
に
応
じ
て
、
観
念
と
性
質
と
の
類
似
は
非
対
称
的
に
取
り
扱
わ

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
尉
の
雷
い
方
を
す
れ
ば
、
こ
の
説
明
自
体
は
、
類
似
の
概
念
を
何
も
説
明
し
て
い
な
い
の
で

あ
る
。
む
し
ろ
、
類
似
の
概
念
は
、
類
似
の
テ
ー
ゼ
が
粒
子
仮
説
か
ら
導
か
れ
る
際
に
前
提
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
粒
子
仮
説
の
内
容

を
幾
ら
吟
味
し
て
も
、
「
類
似
」
と
は
何
か
に
関
す
る
洞
察
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
認
識
論
に
お
け
る
観
念
と
性
質
の
類
似
に
つ
い
て

六
七
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三
　
二
つ
の
反
素
朴
的
解
釈

　
そ
れ
で
は
、
類
似
の
テ
ー
ゼ
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
が
擁
護
し
た
い
の
は
、
一
次
性
質
に
関
し
て

は
、
観
念
は
、
性
質
と
現
象
的
に
類
似
し
た
特
性
を
有
し
て
い
る
と
い
う
「
素
朴
」
な
解
釈
で
あ
る
。
実
際
、
本
稿
第
一
節
で
見
た
よ
う
に
、

素
朴
な
解
釈
に
は
幾
つ
か
の
テ
ク
ス
ト
上
の
証
拠
が
存
在
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
解
釈
者
は
、
類
似
の
テ
ー

ゼ
に
関
し
て
反
素
朴
的
解
釈
を
提
出
し
て
き
た
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
反
素
朴
的
解
釈
が
、
ロ
ッ
ク
解
釈
と
し
て
間
違
っ
て
い
る
こ
と
を

示
す
た
め
に
、
ω
因
果
的
解
釈
と
②
志
向
的
対
象
解
釈
と
い
う
、
二
つ
の
代
表
的
な
反
素
朴
的
解
釈
を
吟
味
す
る
。

　
ω
の
吟
味
か
ら
始
め
よ
う
。
ω
は
、
類
似
の
意
味
を
、
知
覚
の
因
果
的
説
明
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
獄
則
の
種
類
の
岡
一
性
と
見
な
す
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

と
に
よ
っ
て
、
形
而
上
学
的
問
題
を
回
避
す
る
解
釈
で
あ
る
。
粒
子
仮
説
を
前
提
し
た
場
合
、
感
官
に
対
す
る
粒
子
の
衝
突
か
ら
脳
内
の
運

動
に
至
る
因
果
的
過
程
の
説
明
に
お
い
て
は
、
形
、
大
き
さ
、
運
動
な
ど
の
一
次
性
質
に
関
す
る
表
現
が
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
…
次
性
質
に
関
し
て
は
、
知
覚
の
因
果
的
過
程
を
説
明
す
る
場
合
と
、
そ
の
過
程
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
観
念
を
記
述
す
る
場
合
と
の

両
方
に
お
い
て
、
岡
じ
種
類
の
表
現
が
使
用
さ
れ
る
。
反
対
に
、
二
次
性
質
に
関
し
て
は
、
因
果
的
過
程
を
説
明
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
表

現
と
、
観
念
を
記
述
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
表
現
と
は
異
な
る
。
例
え
ば
、
「
赤
さ
」
の
観
念
が
心
の
中
に
ど
の
よ
う
に
産
出
さ
れ
る
の

か
を
説
明
す
る
た
め
に
、
「
赤
さ
扁
と
い
う
表
現
は
用
い
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
使
用
さ
れ
る
の
は
、
粒
子
が
持
つ
一
次
性
質
を
記
述
す
る
表

現
に
限
ら
れ
る
。
ω
の
提
唱
者
は
、
類
似
は
こ
の
よ
う
な
表
現
の
種
類
に
関
す
る
同
一
性
に
存
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
類
似
の
テ
ー
ゼ
は

「
観
念
が
延
長
し
て
い
る
」
と
い
っ
た
よ
う
な
形
而
上
学
的
主
張
に
は
コ
ミ
ッ
ト
し
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
残
念
な
が
ら
、
前
節
で
捲
卑
し
た
、
類
似
の
概
念
は
粒
子
仮
説
か
ら
独
立
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
考
慮
す
れ
ぽ
、
ω
は
空
虚
な
解

釈
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
例
え
ば
、
「
形
の
観
念
」
を
考
え
て
み
よ
う
。
た
し
か
に
、
知
覚
の
因
果
的
説
明
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
唯
一

の
奇
霊
は
、
　
次
性
質
を
記
述
す
る
表
現
で
あ
る
。
し
か
し
、
ピ
；
タ
ー
・
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
形
の
観
念
」
と
い



う
表
現
が
正
し
い
表
現
で
あ
る
た
め
に
は
、
「
そ
の
観
念
は
形
を
持
た
ね
ぽ
な
ら
な
い
が
、
心
的
な
も
の
が
形
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
有
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

味
な
仕
方
で
主
張
さ
れ
う
る
の
か
否
か
が
、
ま
さ
に
問
題
な
の
で
あ
る
」
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ぽ
、
ω
は
、
一
次
性
質
が
心
の
中
に
観
念

を
ど
の
よ
う
に
し
て
産
出
す
る
の
か
に
関
す
る
因
果
的
説
明
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
次
に
、
②
の
吟
味
に
移
ろ
う
。
こ
の
解
釈
の
代
表
者
は
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
で
あ
る
。
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
に
よ
れ
ば
、
類
似
の
概
念
は
、
ロ

ッ
ク
の
観
念
の
本
性
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
分
節
化
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
彼
の
戦
略
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
ロ

ッ
ク
の
観
念
が
知
覚
の
志
向
的
対
象
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
我
々
に
現
れ
て
い
る
限
り
で
の
物
体
の
性
質
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
そ
の

上
で
、
類
似
は
、
こ
れ
ら
の
志
向
的
対
象
と
物
体
が
実
在
的
に
有
す
る
性
質
と
の
間
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
ロ
ッ
ク
の
観
念
が
持
つ
存
在
論
的
身
分
を
特
定
す
る
こ
と
は
、
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
観
念
は
、
心
の
中
に
お
け
る
知
覚
の
直
接
的
対
象

と
し
て
定
義
さ
れ
る
が
、
ロ
ッ
ク
自
身
は
、
そ
の
よ
う
な
直
接
的
対
象
自
体
が
持
つ
本
性
を
特
定
し
て
い
な
い
。
伝
統
的
に
は
、
感
覚
の
単

純
観
念
は
、
心
像
（
ヨ
①
暮
巴
一
B
鋤
肋
q
Φ
ω
）
、
す
な
わ
ち
、
知
覚
に
お
い
て
外
的
対
象
の
代
理
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
な
、
知
覚
可
能
な
特
性
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
ー
2
）

内
在
的
に
持
つ
心
的
存
在
者
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
に
よ
れ
ぽ
、
観
念
は
、
そ
の
よ
う
な
心
像
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

む
し
ろ
、
観
念
は
、
「
私
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
た
事
物
」
、
す
な
わ
ち
、
知
覚
の
志
向
的
対
象
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
主
張
を
支
持
す
る
た
め
に
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
は
二
つ
の
理
由
を
提
出
し
て
い
る
。
第
　
に
、
「
観
念
は
心
の
中
に
存
在
し
て
い
る
」

と
い
う
主
張
は
、
文
字
通
り
に
受
け
取
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
、
観
念
は
「
心
の
中
に
」
存
在
す
る
と
主
張
さ
れ
る
。
こ
の
主
張

は
、
観
念
が
心
の
中
に
存
在
論
的
に
位
置
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
必
要

は
な
い
。
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
に
よ
れ
ば
、
観
念
が
「
心
の
中
に
」
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
、
観
念
が
心
－
依
存
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

す
な
わ
ち
、
「
観
念
は
、
対
象
と
心
と
の
相
互
作
用
か
ら
生
じ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
に
過
ぎ
な
い
。
第
二
に
、
ロ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

ク
の
観
念
は
「
物
理
的
空
薫
に
お
け
る
位
置
」
を
有
し
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
は
、
ス
コ
ラ
的
な
概
念
を
用
い
て
、
観
念
を
「
心
象
、
思
念
、
形

象
（
9
p
簿
愛
日
b
o
叶
剛
。
鐸
紹
Φ
9
Φ
ω
）
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
る
全
て
の
も
の
」
と
し
て
特
徴
付
け
て
い
る
（
国
d
レ
鮒
。
。
）
。
そ
れ
ら
の
中
で
、

ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
認
識
論
に
お
け
る
観
念
と
性
質
の
類
似
に
つ
い
て

六
九
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「
形
象
」
は
、
し
ば
し
ぽ
、
心
の
外
に
あ
る
も
の
を
表
す
概
念
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
事
実
か
ら
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
は
、
「
彼

〔
ロ
ッ
ク
〕
が
使
用
す
る
「
観
念
」
は
、
心
－
依
存
性
だ
け
で
は
な
く
…
…
、
あ
る
意
味
で
の
外
部
性
（
Φ
×
冨
3
£
。
一
一
身
）
の
示
唆
を
含
む
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

う
な
、
疑
い
を
招
き
や
す
い
語
で
あ
る
よ
う
に
意
図
さ
れ
て
い
た
」
と
結
論
付
け
る
。

　
さ
ら
に
、
観
念
が
持
つ
こ
の
外
部
性
は
、
ロ
ッ
ク
が
観
念
と
性
質
と
の
類
似
に
関
す
る
一
般
曲
見
解
を
記
述
す
る
際
に
用
い
た
「
鏡
」
の

類
比
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
。
旗
ッ
ク
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
炎
は
熱
く
て
明
る
く
、
雪
は
白
く
て
冷
た
く
、
マ
ナ
は
白
く
て
甘
い
と
、
炎
や
雪
や
マ
ナ
が
我
々
の
中
に
産
む
観
念
か
ら
呼
称
さ
れ
る
。

　
　
普
通
は
、
こ
れ
ら
の
性
質
が
そ
れ
ら
物
体
の
中
に
存
在
し
て
い
る
の
と
、
そ
れ
ら
の
観
念
が
我
々
の
中
に
存
在
し
て
い
る
の
と
は
同
じ

　
　
で
あ
り
、
観
念
は
、
鏡
の
中
に
存
在
す
る
よ
う
に
、
性
質
の
完
全
な
類
似
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
も
し
別
様
の
考
え
を
唱
え

　
　
れ
ぽ
、
ほ
と
ん
ど
の
人
に
途
方
も
な
い
と
判
断
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
（
国
d
』
”
。
。
し
①
）

あ
る
対
象
が
鏡
の
前
に
あ
る
場
合
、
そ
の
鏡
は
対
象
の
像
を
中
に
含
ん
で
い
る
。
こ
の
像
は
、
そ
の
対
象
の
形
や
大
き
さ
を
持
ち
な
が
ら
物

理
的
空
間
の
中
に
位
置
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
、
位
置
し
て
い
る
よ
う
に
晃
え
る
の
で
あ
り
、
も
し
対
象
が
動
け
ば
、
そ
の
像
も
動
く
。
ア

レ
ク
サ
ン
ダ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
鏡
像
が
持
つ
特
性
を
観
念
に
適
用
す
る
。
例
え
ば
、
あ
る
形
の
観
念
が
「
心
の
中
」
に
存
在
す
る
場
合
、

こ
の
観
念
は
、
鏡
の
中
の
像
が
持
つ
の
と
同
じ
仕
方
で
、
形
を
有
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
観
念
は
、
鏡
像
が
持
つ
の
と
岡
じ
仕
方
で
、

物
理
空
間
上
の
位
置
を
有
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
観
念
の
本
性
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
一
種
の
直
接
実
在
論
を
示
唆
す
る
。
た
し
か
に
、
ロ
ッ
ク
の
知
覚
論
は
本
質
的
に
表
象
説

で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
は
、
た
と
え
実
在
と
現
象
と
の
問
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
知
覚
の
直
接
的
対
象
が
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

の
内
在
的
特
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
帰
結
し
な
い
と
主
張
す
る
。
む
し
ろ
、
知
覚
の
直
接
的
対
象
は
、
か
く
か
く
の
特
性
を
有
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
、
空
間
に
お
け
る
事
物
そ
の
も
の
な
の
で
あ
り
、
「
観
念
」
は
、
こ
の
よ
う
な
志
向
的
対
象
を
表
す
専
門
用
語
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
与
え
ぱ
、
我
々
が
丸
い
ト
マ
ト
の
観
念
を
持
っ
て
い
る
場
合
、
「
観
念
」
が
表
し
て
い
る
の
は
、
心
の



内
在
的
特
性
で
は
な
く
、
丸
く
見
え
る
空
間
上
の
ト
マ
ト
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
も
し
、
ロ
ッ
ク
の
知
覚
論
を
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
知
覚
の
直
接
的
対
象
は
外
的
対
象
そ
の
も
の
と
な
る
の

で
、
類
似
に
関
す
る
形
而
上
学
的
問
題
は
解
決
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
形
の
観
念
と
対
象
が
持
つ
形
と
の
類
似
は
、
そ
の
よ
う
な
形
を
持
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

い
る
よ
う
に
見
え
る
対
象
が
、
そ
の
形
を
実
在
的
に
も
有
し
て
い
る
と
い
う
事
態
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
私
は
、
観
念
が
ど
の
よ
う
に
し
て
延
長
し
う
る
の
か
と
い
う
問
題
を
、
観
念
の
本
性
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い

る
点
で
、
②
は
見
込
み
が
あ
る
解
釈
で
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
残
念
な
こ
と
に
、
②
に
よ
る
観
念
の
解
明
は
間
違
っ
て
い
る
。
こ
の
間
違

い
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
が
知
覚
の
志
向
的
対
象
と
表
象
自
体
と
を
混
同
し
て
い
る
点
に
存
し
て
い
る
。
彼
の
戦
略
は
、
心
的
存
在
老
が
延

長
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
を
、
観
念
を
志
向
的
対
象
と
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
回
避
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
、
も
し
、
観

念
が
志
向
的
対
象
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は
外
的
対
象
か
ら
存
在
論
的
に
区
別
さ
れ
る
心
的
存
在
者
で
は
な
く
な
る
の
で
、
延
長
し
て
い
る

と
言
っ
て
も
問
題
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
ロ
ッ
ク
の
観
念
は
志
向
的
対
象
で
は
な
い
。
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
ロ
ッ
ク
は
、
「
観

念
」
を
心
の
内
在
的
特
性
と
し
て
の
表
象
自
体
を
指
示
す
る
よ
う
に
用
い
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
現
代
の
心
の
哲
学
に
お
い
て
、
志
向
的
対
象
と
表
象
自
体
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
も
は
や
常
識
で
あ
る
。
例
え

ば
、
猫
の
絵
を
考
え
て
み
よ
う
。
そ
の
場
合
、
こ
の
絵
の
志
向
的
対
象
は
、
屋
根
の
上
な
ど
の
実
在
的
な
世
界
に
存
在
す
る
猫
で
あ
る
。
一

方
、
絵
の
具
や
紙
か
ら
作
ら
れ
て
い
る
猫
の
絵
は
、
実
在
的
な
猫
を
志
向
す
る
表
象
自
体
に
過
ぎ
な
い
。
も
し
、
ロ
ッ
ク
の
観
念
が
志
向
的

対
象
な
ら
ば
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
物
理
的
空
間
に
存
在
す
る
。
だ
が
、
次
の
ロ
ッ
ク
の
文
雷
は
、
観
念
が
別

の
場
所
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
　
心
が
観
想
す
る
事
物
は
、
心
自
体
を
除
い
て
、
何
も
の
も
知
性
に
現
前
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
何
か
別
の
も
の
が
考
察
さ
れ
て
い
る

　
　
事
物
の
記
号
、
あ
る
い
は
、
表
象
と
し
て
、
知
性
に
現
前
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
観
念
な
の
で
あ
る
。
（
頃
d
讐
心
b
押
心
）

こ
の
引
用
で
は
、
ロ
ッ
ク
は
、
表
象
と
し
て
の
観
念
が
存
在
論
的
に
「
知
性
に
現
前
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
断
言
し
て
い
る
。
た
し
か

ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
認
識
論
に
お
け
る
観
念
と
性
質
の
類
似
に
つ
い
て

七
一
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七
二

に
、
ロ
ッ
ク
は
、
し
ぼ
し
ぼ
、
観
念
が
外
界
に
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
語
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
観
念
と
性
質
と
の
区
別
を
導
入
す
る

際
に
、
彼
は
、
「
私
が
〔
観
念
を
〕
時
々
、
事
物
自
体
の
中
に
あ
る
よ
う
に
語
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
〔
観
念
〕
を
我
々
の
中
に
産
出
す
る

対
象
の
性
質
を
意
味
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
た
い
」
と
警
告
し
て
い
る
（
缶
q
”
卜
。
”
。
。
”
。
。
）
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
観
念
が
本
当
に
物
理
的
空
聞

に
位
置
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
警
告
の
含
意
は
、
た
と
え
空
間
の
中
に
位
置
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
て
も
、
存
在
論
的
に
は
、
観
念
は
、
対
象
の
表
象
と
し
て
心
の
中
に
位
置
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
μ
ッ
ク
の
観
念
は
、
表
象

自
体
と
し
て
整
合
的
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
理
由
で
、
②
は
拒
否
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
、
観
念
は
知
覚
内
容
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
存
在
論
的
身
分
は
、

心
に
内
在
的
な
特
性
と
し
て
の
表
象
自
体
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ロ
ッ
ク
の
観
念
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
が
言
う
よ
う
な
「
私
に
よ
っ
て
知

覚
さ
れ
た
事
物
」
と
は
同
一
視
さ
れ
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
形
而
上
学
的
問
題
を
回
避
す
る
彼
の
戦
略
は
、
失
敗
に
終
わ
る
の
で
あ
る
。

四
　
物
質
的
像
と
し
て
の
観
念

　
前
節
の
議
論
は
、
素
朴
な
解
釈
の
妥
当
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
だ
が
、
素
朴
な
解
釈
が
受
け
容
れ
ら
れ
た
場
合
、
類
似
の
テ
ー
ゼ
を
理
解

可
能
な
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
ロ
ッ
ク
の
観
念
が
延
長
し
う
る
こ
と
が
示
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
本
節
で
は
、
そ
の
こ
と
を
示
す
試

み
の
一
つ
を
、
批
判
的
に
検
討
し
て
お
く
。
そ
の
試
み
と
は
、
ロ
ッ
ク
の
観
念
を
物
質
的
像
と
し
て
解
釈
す
る
試
み
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
ま
ず
、
感
覚
の
単
純
観
念
は
、
あ
る
種
の
像
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
簡
単
に
論
じ
て
お
こ
う
。
前
節
で
見
た
、
観
念
は
、

対
象
の
代
理
物
と
し
て
心
に
存
在
論
的
な
仕
方
で
現
前
し
て
い
る
と
い
う
ロ
ッ
ク
の
主
張
は
、
観
念
が
あ
る
種
の
像
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し

て
い
惹
。
さ
ら
に
、
鴨
知
性
論
蜘
に
は
、
ロ
ッ
ク
の
観
念
が
像
で
あ
る
こ
と
を
示
す
箇
所
が
、
他
に
も
幾
つ
か
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
ロ
ッ

ク
は
、
実
体
の
観
念
に
つ
い
て
、
「
粘
々
、
そ
れ
ら
は
、
存
在
す
る
事
物
に
お
い
て
発
見
さ
れ
う
る
諸
性
質
の
観
念
か
ら
構
成
さ
れ
る
、
心

の
中
の
そ
れ
ら
事
物
の
写
像
（
豆
9
嚢
⑦
ω
）
や
表
象
で
あ
る
だ
け
の
よ
う
に
意
図
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
寓
d
”
b
。
る
ど
①
）
。
ま
た
、
二
次



元
の
対
象
の
観
念
か
ら
、
奥
行
き
の
観
念
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
る
の
か
を
説
明
す
る
際
に
、
ロ
ッ
ク
は
、
「
我
々
が
そ
こ
〔
球
〕
か
ら

受
け
取
る
観
念
は
、
絵
画
の
場
合
に
明
白
な
よ
う
に
、
様
々
な
色
を
持
っ
た
平
面
に
過
ぎ
な
い
」
と
主
張
し
て
い
る
（
国
d
聾
P
G
。
）
。
さ
ら

に
、
記
憶
の
観
念
を
論
じ
る
際
に
、
ロ
ッ
ク
は
、
そ
れ
を
、
時
々
、
意
志
に
よ
っ
て
呼
び
起
こ
さ
れ
る
「
眠
れ
る
写
像
」
と
呼
ん
で
い
る

（
翻
ρ
卜
。
払
ρ
刈
）
。
こ
れ
ら
の
箇
所
は
、
ロ
ッ
ク
が
、
感
覚
の
単
純
観
念
を
画
像
の
よ
う
な
も
の
と
見
な
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
だ
が
、
た
と
え
感
覚
の
単
純
観
念
が
像
で
あ
る
と
し
て
も
、
も
し
、
そ
の
像
が
心
像
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
延
長
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
答
え
る
た
め
に
は
、
二
つ
の
方
法
が
あ
る
。
一
つ
は
、
㈹
観
念
が
心
的
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
方

法
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
㈲
物
質
的
存
在
者
の
み
が
延
長
で
き
る
と
い
う
考
え
方
を
否
定
す
る
方
法
で
あ
る
。
次
節
で
論
じ
る
よ
う
に
、

ロ
ッ
ク
は
、
後
者
の
方
法
を
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
節
で
は
、
㈹
は
ロ
ッ
ク
が
採
っ
た
立
場
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
て
お
こ

う
。　

㈲
は
、
ロ
ッ
ク
の
観
念
を
物
質
的
像
と
見
な
す
方
法
で
あ
る
。
例
え
ば
、
マ
イ
ケ
ル
・
ジ
ャ
コ
ヴ
ァ
イ
ズ
は
、
ロ
ッ
ク
の
観
念
が
心
像
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

あ
っ
た
可
能
性
を
認
め
な
が
ら
、
そ
れ
は
物
質
的
像
で
も
あ
り
え
た
と
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
「
観
念
は
心
の
中
に
存
在
す
る
」

と
い
う
ロ
ッ
ク
の
主
張
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
馬
鹿
げ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
ロ
ッ
ク
の
認
識
論
的
態
度
を
詳
細
に

検
討
す
れ
ば
、
④
は
そ
れ
ほ
ど
馬
鹿
げ
た
解
釈
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
こ
こ
で
、
鍵
と
な
る
の
は
、
心
の
本
性
に
関
す
る

ロ
ッ
ク
の
不
可
知
論
で
あ
る
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ロ
ッ
ク
は
観
念
の
存
在
論
的
身
分
を
特
定
し
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
彼
の
認

識
論
的
方
法
に
求
め
ら
れ
る
。
『
知
性
論
』
序
論
で
、
ロ
ッ
ク
は
、
自
分
の
認
識
論
的
方
法
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　
　
私
は
、
今
は
、
心
の
物
理
的
考
察
（
o
ξ
餓
。
巴
o
o
器
乙
①
鑓
賦
。
昌
）
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
心
の
本
質
は
ど
こ
に
存
す
る
の

　
　
か
、
精
気
の
ど
の
よ
う
な
運
動
、
あ
る
い
は
、
身
体
の
ど
の
よ
う
な
変
化
で
、
我
々
は
感
官
に
よ
る
感
覚
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
あ
る

　
　
い
は
、
知
性
に
お
け
る
観
念
を
持
つ
よ
う
に
な
る
の
か
、
ま
た
、
こ
の
観
念
は
、
そ
れ
が
形
成
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
何
れ
か
、
あ
る

　
　
い
は
、
全
て
が
物
質
に
依
存
す
る
の
か
ど
う
か
な
ど
、
そ
う
し
た
こ
と
の
検
討
に
は
煩
わ
さ
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
思
索
が
、
ど
れ
ほ
ど

ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
認
識
論
に
お
け
る
観
念
と
性
質
の
類
似
に
つ
い
て

七
三
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好
奇
心
を
そ
そ
る
も
の
で
あ
リ
ハ
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
今
の
私
の
意
図
か
ら
外
れ
て
い
る
の
で
、
私
は
そ
れ
を
行
わ
な
い
。

　
　
今
の
私
の
目
的
に
と
っ
て
は
、
人
間
の
識
劉
機
能
が
、
そ
の
取
り
扱
う
べ
き
対
象
に
携
わ
る
様
子
を
考
察
す
れ
ぽ
十
分
で
あ
ろ
う
。
そ

　
　
し
て
、
も
し
、
こ
う
し
た
記
述
誌
的
で
平
明
な
方
法
（
寓
ω
8
ユ
。
巴
も
或
コ
日
⑦
昏
。
岱
）
で
、
我
々
の
知
性
が
、
様
々
な
事
物
に
つ
い
て
、

　
　
我
々
の
持
つ
思
念
を
獲
得
す
る
よ
う
に
な
る
道
筋
を
何
か
解
明
で
き
、
知
識
の
確
実
性
に
関
す
る
何
ら
か
の
尺
度
や
、
人
々
の
問
で
見

　
　
出
さ
れ
る
は
ず
の
様
々
な
信
条
の
根
拠
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
私
は
、
こ
う
し
た
場
合
に
、
私
の
考
え
て
い
く
こ
と
が
全
く

　
　
の
聞
違
い
で
も
な
か
っ
た
と
思
う
で
あ
ろ
う
。
（
鵠
d
し
し
る
）

「
物
理
的
考
察
」
と
は
、
心
や
物
体
の
「
構
造
、
特
性
、
作
用
」
に
関
す
る
思
弁
的
探
究
で
あ
り
、
観
念
の
本
性
の
解
明
は
こ
の
探
求
に
属

す
る
（
国
ご
”
駆
る
｝
る
）
。
逆
に
、
「
記
述
誌
的
で
平
明
な
方
法
」
と
は
、
当
蒔
の
イ
ギ
リ
ス
王
立
協
会
に
お
い
て
重
視
さ
れ
て
い
た
、
経
験
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

な
方
法
論
で
あ
る
。
こ
の
方
法
に
よ
れ
ぽ
、
我
々
は
、
事
物
の
本
性
を
、
我
々
の
観
察
を
超
え
て
ま
で
探
求
す
る
こ
と
は
な
い
。

　
記
述
誌
的
方
法
は
、
ロ
ッ
ク
の
観
念
が
物
質
的
像
で
あ
り
え
た
こ
と
を
含
意
す
る
。
ジ
ャ
コ
ヴ
ァ
イ
ズ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
証
拠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

は
、
ジ
ョ
ン
・
ノ
リ
ス
に
対
す
る
ロ
ッ
ク
の
返
答
に
見
出
さ
れ
る
。
ノ
リ
ス
は
、
『
知
性
論
轍
に
対
す
る
最
初
の
批
評
家
の
一
人
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

ロ
ッ
ク
が
観
念
の
本
性
を
特
定
し
て
い
な
い
と
い
う
不
満
を
述
べ
て
い
た
。
こ
の
批
判
に
対
し
て
、
ロ
ッ
ク
は
、
「
記
述
誌
的
で
平
明
な
方

法
」
に
従
う
限
り
で
は
、
観
念
の
本
性
を
「
知
覚
の
直
接
的
対
象
」
以
上
の
も
の
と
し
て
特
定
す
る
必
要
は
な
い
と
返
答
し
て
い
る
（
8
0

鼠
。
霞
β
ワ
ド
O
）
。
さ
ら
に
、
ロ
ッ
ク
は
、
「
〔
観
念
が
〕
実
体
で
あ
る
の
か
、
実
体
の
変
様
で
あ
る
の
か
、
ま
た
、
そ
の
実
体
は
物
質
的
で
あ

る
の
か
、
非
物
質
的
で
あ
る
の
か
」
と
い
っ
た
考
察
を
行
わ
な
い
と
も
断
言
し
て
い
る
（
↓
0
2
0
鼠
ω
も
」
ド
）
。
こ
の
返
答
は
、
ロ
ッ
ク
が
、

観
念
は
物
質
的
で
あ
る
町
龍
性
を
否
定
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
㎎
知
性
論
魅
第
四
巻
第
三
章
第
六
節
に
お
い
て
示
唆
さ
れ
る
心
の
唯
物
論
の
可
能
性
も
㈲
を
支
持
す
る
。
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、

人
間
は
、
認
識
能
力
の
脆
弱
さ
ゆ
え
に
実
体
の
本
性
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
思
考
す
る
実
体
が
非
物
質
的
で
あ
る
の

か
否
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
論
点
を
示
す
た
め
に
、
ロ
ッ
ク
は
神
の
全
能
性
に
訴
え
て
、
入
問
は
、
全
能
で
あ
る
神
が



「
適
当
に
配
置
さ
れ
た
物
質
の
あ
る
体
系
に
、
知
覚
し
た
り
思
考
し
た
り
す
る
力
を
お
与
え
に
な
ら
な
か
っ
た
か
ど
う
か
」
を
決
定
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
・
王
張
す
る
（
韻
9
♪
ω
”
①
）
。
も
し
、
心
を
唯
物
論
的
に
説
明
す
る
可
能
性
が
否
定
で
き
な
い
な
ら
ば
、
心
的
な
観
念
も
物

質
的
で
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
。

　
ロ
ッ
ク
の
観
念
が
物
質
的
像
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
観
念
が
延
長
し
て
い
る
こ
と
に
何
の
問
題
も
な
く
な
る
の
で
、
形
而
上
学
的
問
題
は
解
消

さ
れ
る
。
だ
が
、
私
は
、
ロ
ッ
ク
の
観
念
を
物
質
的
像
と
見
な
す
こ
と
は
、
次
の
二
つ
の
理
由
か
ら
難
し
い
と
考
え
る
。
第
一
に
、
ロ
ッ
ク

は
観
念
が
物
質
的
像
で
あ
る
可
能
性
を
否
定
し
て
は
い
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
観
念
が
物
質
的
で
あ
る
と
肯
定
的
に
述
べ
て
い
る
わ

け
で
も
な
い
。
第
二
に
、
よ
り
決
定
的
な
理
由
と
し
て
、
ロ
ッ
ク
が
観
念
を
物
質
的
像
と
は
区
劉
さ
れ
た
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
テ
ク
ス

ト
上
の
箇
所
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
『
全
て
を
神
の
中
に
見
る
と
い
う
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
神
父
の
意
見
の
吟
味
』
（
一
六
九
三
、
以
下
、

『
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
』
と
略
記
）
第
十
節
に
見
出
さ
れ
る
。
観
念
が
産
出
さ
れ
る
機
構
の
機
械
論
的
説
明
は
理
解
不
可
能
で
あ
る
と
雷
う
マ

ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
に
対
し
て
、
ロ
ッ
ク
は
、
「
像
」
と
「
印
象
」
を
同
義
に
用
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
私
の
仮
説
が
関
わ
る
分
の
質
料
因
に
対
し
て
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
神
父
が
提
出
す
る
反
論
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
私
が
述
べ
た
こ
と

　
　
は
、
物
理
的
光
線
に
よ
っ
て
可
視
的
形
象
が
ど
の
よ
う
に
し
て
目
の
中
に
運
ば
れ
る
の
か
を
理
解
で
き
る
も
の
と
す
る
の
に
十
分
で
あ

　
　
る
。
し
か
し
、
こ
の
仕
方
で
網
膜
上
に
像
が
作
ら
れ
る
と
し
て
も
、
我
々
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
見
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
神

　
　
の
中
に
見
る
と
言
わ
れ
た
場
合
と
同
様
に
、
想
念
す
る
（
O
O
⇔
O
Φ
旨
く
Φ
）
こ
と
は
で
き
な
い
。
光
線
に
よ
っ
て
網
膜
上
に
作
ら
れ
た
印
象

　
　
に
つ
い
て
は
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
そ
こ
か
ら
脳
へ
と
至
る
運
動
も
想
念
さ
れ
う
る
。
だ
が
、
そ
の
運
動
が
我
々
の
心

　
　
の
中
に
観
念
を
産
む
こ
と
に
つ
い
て
は
、
確
信
は
し
て
い
る
が
、
そ
の
仕
方
は
私
に
は
理
解
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
（
国
ζ
ρ
ロ
』
霜
）

こ
の
箇
所
で
は
、
観
念
は
網
膜
上
の
物
質
的
像
で
は
な
く
、
外
的
対
象
の
表
象
で
あ
る
と
明
言
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
理
解
可
能
性
に
関

す
る
、
生
理
的
過
程
と
心
身
関
係
と
の
対
比
は
、
観
念
が
物
質
的
で
は
な
い
こ
と
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
心
の
中
の
観
念
が
脳

内
の
運
動
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
仕
方
を
、
ロ
ッ
ク
が
「
理
解
不
可
能
」
と
表
現
し
て
い
る
点
に
注
意
さ
れ
た
い
。
も
し
、
観
念
が
物
質
的

ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
認
識
論
に
お
け
る
観
念
と
性
質
の
類
似
に
つ
い
て

七
五



哲
掌
研
究
　
第
五
酉
八
十
三
号

七
六

で
あ
る
な
ら
ぽ
、
心
の
中
の
観
念
が
脳
内
の
運
動
か
ら
産
出
さ
れ
る
仕
方
と
脳
内
の
運
動
が
網
膜
上
の
衝
突
か
ら
産
出
さ
れ
る
仕
方
と
の
間

に
内
在
的
な
違
い
は
な
い
は
ず
な
の
で
、
ロ
ッ
ク
は
、
観
念
が
産
出
さ
れ
る
仕
方
を
「
理
解
不
可
能
」
と
い
う
表
現
で
は
な
く
、
脳
内
の
運

動
が
産
出
さ
れ
る
仕
方
に
対
し
て
用
い
た
「
想
念
さ
れ
う
る
」
と
い
う
表
現
で
説
明
し
た
は
ず
で
あ
る
。

　
以
上
の
理
由
か
ら
、
ロ
ッ
ク
の
観
念
は
、
む
し
ろ
、
心
像
、
あ
る
い
は
、
非
物
質
的
像
と
し
て
理
解
さ
れ
る
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
、

上
述
し
た
よ
う
に
、
多
く
の
ロ
ッ
ク
解
釈
者
は
、
ロ
ッ
ク
の
観
念
を
形
や
色
を
何
ら
か
の
仕
方
で
有
し
た
心
的
存
在
者
と
し
て
解
釈
し
て
き

た
。
私
は
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
基
本
的
に
は
正
し
い
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
ロ
ッ
ク
は
、
類
似
の
テ
ー
ゼ
の
素

朴
な
解
釈
が
伴
う
と
思
わ
れ
る
形
而
上
学
的
問
題
を
ど
の
よ
う
に
解
決
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

五
　
ロ
ッ
ク
の
不
可
知
論
と
形
而
上
学
的
問
題

　
ロ
ッ
ク
自
身
は
、
心
像
で
あ
る
観
念
が
ど
の
よ
う
に
延
長
し
え
た
の
か
を
明
示
的
に
は
論
じ
て
い
な
い
が
、
私
は
、
彼
を
形
而
上
学
的
問

題
か
ら
擁
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
本
節
で
は
、
ロ
ッ
ク
が
、
前
節
で
言
及
さ
れ
た
方
法
㈲
、
す
な
わ
ち
、
物
質
的
存
在
者

の
み
が
延
長
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
方
法
に
よ
っ
て
形
而
上
学
的
問
題
を
圓
聾
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

　
㈲
に
は
、
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
。
一
つ
は
、
非
物
質
的
像
も
延
長
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
直
接
的
に
示
す
と
い
う
ア
プ
ロ
…
チ
で

（
2
6
）

あ
る
。
も
う
　
つ
は
、
物
質
的
像
だ
け
が
延
長
し
う
る
と
い
う
見
解
は
独
断
的
で
あ
る
の
で
、
受
け
容
れ
ら
れ
る
必
要
が
な
い
と
い
う
こ
と

を
示
す
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
が
採
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
後
者
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ぽ
、
我
々
は
、
観
念
の
本
性
に
関
し
て
不

蔚
知
論
を
採
り
、
経
験
か
ら
得
ら
れ
る
事
柄
だ
け
を
受
け
容
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
ロ
ッ
ク
が
形
而
上
学
的
問
題
を
認
識
し
て
い
た
と
い
う
点
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
そ
の
証
拠
は
『
マ
ル
ブ
ラ
ソ
シ
ュ
晒
第
十
八
節

に
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
節
で
、
ロ
ッ
ク
は
、
観
念
を
デ
カ
ル
ト
的
な
非
物
質
的
実
体
と
見
な
す
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
晃
解
を
検
討
し
て
い
る
。

マ
ル
ブ
ラ
ソ
シ
ュ
の
観
念
を
「
実
在
的
な
精
神
的
存
在
者
、
す
な
わ
ち
、
実
体
」
と
定
式
化
し
た
後
に
、
ロ
ッ
ク
は
、
そ
の
観
念
を
次
の
よ



う
に
批
判
す
る
。

　
　
こ
こ
で
は
、
精
神
的
な
、
つ
ま
り
、
非
延
長
的
な
実
体
が
、
不
等
辺
三
角
形
や
異
な
る
大
き
さ
を
持
っ
た
二
つ
の
三
角
形
な
ど
の
延
長

　
　
し
た
形
を
心
に
表
象
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
い
か
に
理
解
し
難
い
か
を
注
意
す
る
に
留
め
て
お
こ
う
。
（
国
玉
ρ
や
ト
。
H
㊤
）

こ
の
箇
所
は
、
も
し
、
我
々
が
、
延
長
を
属
性
と
し
て
持
た
な
い
、
デ
カ
ル
ト
的
な
非
物
質
的
実
体
概
念
を
受
け
容
れ
て
、
そ
れ
を
観
念
と

同
一
視
す
れ
ぽ
、
観
念
と
一
次
性
質
と
の
間
に
形
而
上
学
的
問
題
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
を
、
ロ
ッ
ク
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。　

で
は
、
ロ
ッ
ク
が
形
而
上
学
的
問
題
を
認
識
し
て
い
た
の
な
ら
ぽ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
彼
は
そ
の
問
題
を
解
決
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
答
え
は
、
「
ロ
ッ
ク
は
、
非
物
質
的
実
体
を
非
延
長
的
存
在
者
と
見
な
す
デ
カ
ル
ト
的
な
考
え
方
を
拒
否
し
、
非
物
質
的
で
あ
る
観
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

が
延
長
し
う
る
こ
と
を
認
め
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
答
え
は
、
我
々
の
認
識
能
力
に
関
す
る
、
ロ
ッ
ク
の
悲
観
主
義
的
見
解
に
根

ざ
し
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
は
、
彼
の
著
作
を
通
じ
て
、
有
限
で
あ
る
人
間
が
獲
得
し
う
る
知
識
の
範
囲
は
非
常
に
制
限
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

と
を
、
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
。
例
え
ば
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
我
々
は
、
心
の
本
性
を
理
解
す
る
た
め
に
適
切
な
能
力
を
有
し
て
い
な
い
。

岡
じ
こ
と
は
、
心
の
特
性
で
あ
る
観
念
の
本
性
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
た
し
か
に
、
我
々
は
、
前
節
で
、
ロ
ッ
ク
の
観
念
は
心
像
と
し

て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
結
論
付
け
た
。
だ
が
、
た
と
え
、
観
念
が
心
像
で
あ
る
と
い
う
解
釈
が
も
っ
と
も
ら
し
い
と
し
て
も
、
そ
の

心
像
が
ど
の
よ
う
な
特
性
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
さ
ら
に
特
定
す
る
こ
と
は
、
我
々
に
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
も
し
、
非
物
質
的
な
観
念
の
本
性
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
観
念
は
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
想
定
す
る
こ
と
は
論
点

先
取
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
我
々
は
、
観
念
の
本
性
に
つ
い
て
、
不
可
知
論
的
態
度
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
ロ
ッ
ク
の

結
論
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
我
々
の
認
識
能
力
の
限
界
は
、
非
物
質
的
な
観
念
は
延
長
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
な
い
と
い
う
点
に
注

意
さ
れ
た
い
。
前
者
は
認
識
玉
上
の
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
る
が
、
後
者
は
形
而
上
学
上
の
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
、
こ
れ
ら
二
種
類
の
問

題
を
峻
別
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
彼
は
、
た
と
え
、
我
々
が
脳
内
の
運
動
か
ら
観
念
が
心
の
中
に
生
み
出
さ
れ
る
機
構
を
理
解
で
き
な
く
て

ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
認
識
論
に
お
け
る
観
念
と
性
質
の
類
似
に
つ
い
て

七
七
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も
、
「
事
物
の
本
性
と
内
的
構
造
を
見
た
り
知
っ
た
り
し
て
い
る
劉
の
精
神
」
な
ら
ば
、
そ
れ
を
理
解
で
き
る
と
考
え
て
い
た
（
属
q
”
♪
ρ

①）

B
同
様
に
、
た
と
え
、
我
々
が
心
像
は
ど
の
よ
う
に
延
長
し
う
る
の
か
を
理
解
で
き
な
く
て
も
、
劉
の
精
神
や
神
が
そ
れ
を
理
解
し
う
る

と
い
う
こ
と
は
、
形
而
上
学
的
に
は
金
く
可
能
な
想
定
な
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
ま
で
は
、
形
而
上
学
的
問
題
に
対
し
て
、
ロ
ッ
ク
が
観
念
の
本
性
に
関
す
る
不
可
知
論
を
用
い
て
解
答
を
与
え
た
こ
と
を
論
じ
て
き

た
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
、
即
座
に
一
つ
の
問
題
が
生
じ
る
。
観
念
の
本
性
が
不
可
知
で
あ
る
以
上
、
形
而
上
学
的
に
は
、
観
念
は
、
最
終

的
に
デ
カ
ル
ト
的
な
非
延
長
的
実
体
と
隅
一
視
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
な
ぜ
、
ロ
ッ
ク
は
観
念
が
延
長
し
て
い
る
と

主
張
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
不
可
知
諭
を
唱
え
な
が
ら
、
観
念
の
延
長
に
つ
い
て
主
張
し
続
け
る
何
ら
か
の
正
当
な
単

磁
を
、
ロ
ッ
ク
は
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
問
題
に
答
え
る
た
め
に
は
、
我
々
は
、
ロ
ッ
ク
の
不
可
知
論
が
「
記
述
誌
的
で
平
明
な
方
法
」
の
帰
結
で
あ
る
点
に
留
意
し
な
け
れ

ぽ
な
ら
な
い
。
こ
の
方
法
の
要
点
の
一
つ
は
、
そ
れ
は
、
形
而
上
学
的
説
明
に
対
し
て
、
我
々
の
経
験
に
認
識
論
的
優
位
性
を
与
え
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
マ
ル
ブ
ラ
ソ
シ
ュ
』
第
十
八
節
で
、
観
念
の
本
性
に
関
す
る
幾
つ
か
の
候
補
を
枚
挙
し
た
後
に
、
ロ
ッ
ク
は

「
そ
れ
ゆ
え
、
い
く
ら
観
念
を
実
在
的
な
精
神
的
事
物
と
想
定
し
て
も
、
そ
れ
が
実
体
で
も
網
羅
で
も
な
け
れ
ぽ
、
そ
れ
が
何
で
あ
れ
、
私

は
そ
の
本
性
に
関
し
て
、
そ
れ
は
私
が
見
出
す
よ
う
な
知
覚
で
あ
る
と
告
げ
ら
れ
る
以
上
に
教
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
結
論
付
け
て
い

　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

る
（
瞬
く
［
ρ
や
b
。
b
。
O
）
。
こ
の
結
論
は
、
観
念
の
形
玉
上
学
的
説
明
に
対
し
て
、
経
験
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
「
知
覚
」
が
認
識
論
的
優
位
性

を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
岡
じ
教
謂
は
、
観
念
の
延
長
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
結
局
の
と
こ
ろ
、

我
々
は
、
知
覚
の
直
接
的
対
象
が
延
長
し
て
い
る
こ
と
を
観
察
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
し
か
に
、
実
際
問
題
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
対
象
の

本
性
を
知
る
こ
と
は
、
我
々
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
だ
が
、
記
述
量
的
方
法
が
採
用
さ
れ
る
限
り
、
そ
の
よ
う
な
対
象
が
延
長
し
て
い
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

い
う
事
実
を
否
定
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
対
象
が
「
観
念
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
論
的
方
法
か

ら
晃
れ
ば
、
我
々
が
採
る
べ
き
態
度
は
、
観
念
が
延
長
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
受
け
容
れ
て
、
心
像
と
し
て
の
観
念
が
持
つ
本
性
に
つ
い



て
は
、
不
可
知
論
を
貫
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。

六
　
結

払薦開

　
要
約
す
れ
ば
、
素
朴
な
解
釈
が
類
似
の
テ
ー
ゼ
に
関
す
る
最
も
妥
当
な
解
釈
で
あ
り
、
我
々
は
、
こ
の
解
釈
を
、
ロ
ッ
ク
の
認
識
論
的
方

法
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
形
而
上
学
的
問
題
か
ら
擁
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ロ
ッ
ク
が
言
う
感
覚
の
単
純
観
念
は
、
心
像
と
し
て
同

定
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
非
物
質
的
存
在
者
が
何
ら
か
の
仕
方
で
延
長
的
性
質
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
含
意
し
、
そ
の
含
意
は
、
形
而
上

学
的
問
題
の
標
的
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
ロ
ッ
ク
は
直
接
的
解
答
を
与
え
て
い
な
い
。
だ
が
、
彼
は
、
形
而
上
学
的
問
題

は
論
点
先
取
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
診
断
を
下
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
を
退
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
、
ロ
ッ
ク
は
、
彼
が
認

識
論
に
お
い
て
採
用
し
て
い
た
記
述
誌
的
方
法
に
よ
っ
て
、
有
限
の
人
間
は
観
念
の
本
性
を
特
定
で
き
な
い
と
い
う
主
張
と
平
行
し
て
、
観

念
は
延
長
し
て
い
る
と
い
う
主
張
を
維
持
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
は
、
ロ
ッ
ク
の
認
識
論
に
お
い
て
、
類
似
の
テ

ー
ゼ
を
素
朴
な
仕
方
で
主
張
す
る
こ
と
に
は
何
の
問
題
も
な
か
っ
た
と
結
論
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
注

（
1
）
本
稿
で
は
、
以
下
の
略
記
を
用
い
る
。
出
⊂
…
謎
謡
雰
的
亀
ら
§
聴
ミ
帖
躇
ミ
§
§
§
§
誘
ミ
謡
ミ
誌
（
回
①
8
）
”
Φ
9
薯
勺
・
頴
．
Z
凱
象
8
げ

　
（
○
×
塙
O
門
鳥
℃
一
㊤
刈
㎝
）
”
閃
ζ
○
…
郎
内
診
§
ミ
§
ミ
賊
§
9
ヤ
さ
N
＆
秘
§
ミ
書
、
。
。
◎
驚
ミ
§
ミ
⑦
ミ
§
晦
》
鳶
§
凡
蕊
題
§
○
ミ
（
δ
り
。
。
）
い
ヨ
§
鳴
§
菱

　
ミ
奇
謝
只
只
8
貫
一
〇
＜
o
一
ω
。
（
H
駈
O
諮
創
O
昌
▼
H
O
Q
N
ω
）
－
＜
o
一
■
P
↓
o
Z
o
霞
冨
“
§
臥
蕊
ミ
ミ
誉
ミ
8
き
、
薗
恥
、
的
肉
匙
Q
ミ
§
題
冒
匿
》
o
≦
o
二
戸
．
．
い
。
葵
Φ
．
ω

霊
誘
叶
菊
8
帯
8
細
。
巨
Z
o
嘆
一
ω
㌦
．
貯
卜
。
審
倒
≧
§
恥
N
ミ
ミ
ト
。
（
δ
刈
一
）
も
や
。
。
ゐ
一
・
『
知
性
論
』
か
ら
の
引
用
は
、
巻
、
章
、
節
で
表
す
。
な
お
、
『
知
性

論
』
の
訳
出
に
際
し
て
は
、
大
槻
春
彦
訳
『
人
間
知
性
論
舳
全
四
冊
（
岩
波
文
庫
、
～
九
七
ニ
ー
七
）
に
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

（
2
）
　
本
稿
で
は
、
特
に
断
り
が
な
い
限
り
、
感
覚
の
単
純
観
念
を
、
単
に
門
観
念
」
と
し
て
言
及
す
る
。

（
3
）
　
素
朴
な
解
釈
の
擁
護
と
し
て
は
、
内
’
℃
．
妻
一
三
二
①
び
．
．
冠
魯
ρ
ω
Φ
馨
ぎ
①
昌
ω
b
巳
ρ
二
9
。
霞
冨
ρ
．
、
冒
ミ
§
掛
ミ
Q
鈴
§
織
○
ミ
題
盆
Φ
q
．
9
即
U
．

　
　
　
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
認
識
論
に
お
け
る
観
念
と
性
質
の
類
似
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九



哲
学
研
究
　
第
五
百
八
十
三
号

八
○

O
償
罪
証
ぎ
ω
碧
匹
Q
．
N
α
濠
門
℃
乏
自
穿
》
ヨ
㊦
嵩
O
P
昌
囚
磐
け
ω
O
O
δ
硲
ω
西
諸
δ
ω
ぎ
勺
琶
霧
0
9
ざ
く
◎
「
b
っ
（
肉
叉
島
α
q
Φ
＜
一
〇
≦
｝
一
の
り
N
）
と
竃
軍
書
O
O
＜
嬢
Φ
ρ

　
＾
．
ピ
O
O
冨
げ
影
⑦
ω
9
5
三
窪
8
↓
ぴ
Φ
ω
β
．
』
コ
き
§
の
愚
ミ
ミ
、
鵠
§
§
奄
N
塗
（
お
㊤
㊤
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
4
）
　
形
而
上
学
的
問
題
の
他
に
、
素
朴
な
解
釈
は
認
識
論
的
問
題
を
有
し
て
い
る
。
観
念
は
知
覚
の
直
接
的
対
象
な
の
で
、
外
界
に
対
し
て
「
知
覚
の
ヴ

　
エ
ー
ル
」
と
し
て
作
用
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
我
々
は
観
念
と
性
質
と
の
類
似
を
原
理
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
で
、
類
似
の
テ

　
ー
ゼ
は
そ
の
有
意
味
性
と
正
当
化
を
炎
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
幸
い
な
こ
と
に
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
℃
．
と
①
×
二
三
Φ
さ
§
参
◎
§
、
賊
職
霧
§
職

　
O
o
愚
義
災
塁
（
O
餌
ヨ
σ
二
儀
ひ
q
ρ
H
り
。
。
α
）
も
や
ち
窃
る
が
説
得
力
の
あ
る
解
答
を
与
え
て
い
る
。

（
5
）
O
．
¢
¢
巴
（
⑦
δ
ざ
郎
§
蒔
ミ
帖
題
§
§
ミ
帖
轟
導
Q
、
ミ
N
§
、
塁
ミ
奪
§
§
映
遷
§
貯
曹
（
嵩
§
ー
ヨ
○
◆
じ
d
9
（
①
嗣
Φ
ざ
き
§
恥
魯
ミ
ミ
ぎ
碁
恥

　
討
q
、
～
ミ
§
頓
～
書
き
落
的
。
恥
四
§
§
辞
0
9
9
鼠
。
勾
◆
》
《
巽
。
・
（
白
く
。
蔓
同
ご
四
ジ
お
胡
γ
戸
ゆ
b
。
■

（
6
）
　
こ
の
点
は
、
勺
。
》
δ
×
鍵
益
㊦
朗
0
9
0
搾
、
や
お
O
に
負
っ
て
い
る
。

（
7
）
　
二
次
性
質
に
繍
え
て
、
物
体
に
は
「
単
な
る
力
」
と
呼
ば
れ
る
穽
内
在
的
性
質
が
あ
る
（
麟
O
”
b
。
矯
。
。
”
器
）
。
こ
の
盤
質
は
、
他
の
物
体
が
持
つ
　
次

　
性
質
に
変
化
を
も
た
ら
し
、
そ
の
中
に
異
な
る
可
感
的
性
質
を
生
じ
さ
せ
る
。

（
8
）
　
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
心
身
関
係
は
人
間
に
は
不
可
知
で
あ
る
（
頃
¢
讐
《
ω
る
。
。
噌
国
竃
ρ
℃
．
曽
刈
）
。

（
9
）
　
因
果
的
解
釈
の
提
唱
考
に
は
、
日
じ
σ
2
ぎ
簿
戸
卜
。
簿
魯
馳
ミ
碁
Q
、
曼
b
き
点
§
免
O
ミ
き
ミ
§
恥
、
ミ
器
（
○
×
h
o
噌
9
回
㊤
謡
）
・
縫
箔
・
一
〇
？
N
両
」
≦
・
○
ξ
冴
ざ

　
．
．
U
o
o
ズ
ρ
じ
ご
。
覧
ρ
鍵
益
二
お
U
圃
の
甑
g
甑
。
讃
σ
興
≦
8
昌
℃
巨
’
蜀
受
餌
昌
島
ω
①
8
尉
鉱
9
。
曙
の
諾
9
。
酬
箭
Φ
ρ
．
、
ヨ
ぎ
職
長
ミ
｝
ミ
ミ
、
沁
ミ
蹄
N
噂
Q
。
一
（
6
お
γ
℃
や
ホ
甲

　
蔦
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
1
0
）
　
勺
◆
》
δ
×
銭
乱
㊦
び
O
℃
噂
息
f
唱
．
ち
o
G
’
蜜
凸
冨
8
く
茂
霧
噌
O
や
O
一
f
鶯
Ψ
継
①
薄
闇
も
岡
じ
批
判
を
提
出
し
て
い
る
。

（
1
1
）
　
℃
’
≧
①
×
讐
伍
。
さ
。
㌻
o
凶
『
切
℃
℃
．
お
。
。
ゐ
O
G
。
を
見
よ
。
同
じ
よ
う
な
解
釈
に
は
、
』
．
轡
．
ζ
郎
。
ζ
P
、
き
昏
鳶
ミ
恥
ミ
鳩
起
卜
。
簿
驚
（
○
×
｛
o
『
9
お
蕊
γ
℃
や

　
お
1
窃
O
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
1
2
）
　
伝
統
的
解
釈
に
つ
い
て
は
、
労
．
一
．
》
自
。
巴
§
闇
冒
、
§
ト
ミ
ぎ
る
乙
⑦
α
。
（
○
×
h
o
乙
」
ψ
謡
γ
勺
錠
轟
b
7
ω
し
．
¢
箒
。
呂
①
芦
8
「
o
閂
F
Ω
“
」
”
9
．
》
器
量

　
卜
。
簿
3
笛
く
2
幹
（
涛
。
露
δ
色
鵬
や
回
㊤
の
一
）
”
＜
戴
◆
押
℃
効
轟
同
を
鶯
兄
よ
。

（
1
3
）
　
℃
■
》
一
〇
×
蜜
凱
。
さ
。
℃
●
息
貯
讐
宰
N
O
P
門
彼
〔
ロ
ッ
ク
）
が
感
覚
の
概
念
や
観
念
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
蒋
に
、
こ
れ
〔
心
像
〕
を
意
味
し
て
い
る
と

　
想
定
す
る
こ
と
は
、
特
に
ミ
ス
リ
…
デ
ィ
ン
グ
で
あ
る
」
（
刷
げ
葬
，
P
霧
）
。

（
1
4
）
　
や
≧
Φ
×
餌
富
号
び
o
P
o
圃
r
℃
．
昏
。
O
ピ



（
1
5
）
　
勺
■
》
一
Φ
×
餌
づ
伍
Φ
が
。
℃
曾
鼠
け
こ
O
●
b
。
8
■

（
1
6
）
　
℃
●
≧
①
×
凶
巳
Φ
さ
o
P
9
汁
二
質
」
O
ρ

（
1
7
）
　
同
様
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、
田
村
均
「
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
と
微
粒
子
説
」
、
井
上
庄
七
・
小
林
道
夫
編
著
『
自
然
観
の
展
開
と
形
而
上
学
－
西
洋
古

　
代
よ
り
現
代
ま
で
1
幅
（
紀
伊
國
屋
書
店
、
　
九
八
八
）
所
収
、
二
〇
九
頁
を
見
よ
。
こ
こ
で
、
直
接
実
在
論
は
知
覚
表
象
説
と
は
相
容
れ
な
い
と
考
え

　
る
向
き
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
考
え
な
く
て
も
よ
い
。
例
え
ば
、
我
々
は
「
知
覚
の
副
詞
説
」
を
両
者
の
ア
マ
ル
ガ
ム

　
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ロ
ッ
ク
の
観
念
説
を
直
接
実
在
論
と
見
な
す
解
釈
に
つ
い
て
は
、
旨
芝
。
磯
。
一
8
P
諭
§
愚
ミ
ミ
》
ら
Q
§
§
ミ
ミ
偽
書
§

　
b
湧
ら
ミ
駐
ミ
肉
恥
ミ
（
匹
餌
。
搾
≦
Φ
F
H
¢
。
。
e
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
8
）
　
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
に
よ
れ
ぽ
、
我
々
は
、
鏡
像
を
指
差
す
と
き
に
、
鏡
を
指
差
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
「
我
々
は
、
鏡
の
門
中
に
」
、
あ

　
る
い
は
、
私
は
こ
ち
ら
の
言
い
方
を
好
む
が
、
鏡
を
「
通
じ
て
」
、
像
を
指
差
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
扁
（
℃
．
》
H
①
×
餌
欝
篇
Φ
「
｝
O
℃
■
O
臨
け
こ
℃
．
b
Q
O
一
）
。

（
1
9
）
　
「
観
念
が
性
質
に
類
似
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
、
事
物
が
、
あ
る
側
薗
に
お
い
て
、
実
在
的
に
そ
う
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
我
々
に
見
え
て
い

　
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
」
（
℃
．
≧
①
惹
a
Φ
び
o
P
葺
．
も
・
b
。
O
H
）
。

（
2
0
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
O
．
頃
餌
域
旨
Q
翻
．
、
6
げ
⑦
H
冨
時
言
。
。
圃
。
の
償
9
Ω
由
緒
o
h
国
×
O
①
甑
Φ
⇔
o
軌
、
（
H
㊤
㊤
O
γ
言
○
■
頃
鋤
「
ヨ
山
P
肉
恥
禽
q
ミ
轟
ミ
蟄
器
帖
轟
匙
§
蹴

　
ミ
§
織
（
O
×
h
o
門
傷
　
H
ゆ
O
㊤
　
　
　
　
　
　
”
）
も
O
■
厳
？
詔
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
1
）
　
感
覚
の
単
純
観
念
が
像
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
観
念
が
概
念
的
要
素
を
全
く
含
ん
で
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
逆
に
、

　
冨
田
恭
彦
『
ロ
ッ
ク
哲
学
の
隠
さ
れ
た
論
理
駈
（
語
草
書
房
、
一
九
九
　
）
、
二
一
九
三
頁
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ロ
ッ
ク
の
観
念
の
多
く
は
概
念
的
要
素

　
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
2
2
）
　
鼠
．
冨
8
く
こ
Φ
ρ
o
℃
■
9
f
O
戸
ミ
♀
。
。
O
を
見
よ
。

（
2
3
）
　
ロ
ッ
ク
は
王
立
協
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
。
ロ
ッ
ク
が
記
述
誌
的
方
法
を
好
ん
だ
理
由
は
、
科
学
に
お
け
る
経
験
の
役
翻
を
重
視
し
な
い
、
ス
ロ

　
ラ
的
な
独
断
論
を
避
け
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
2
4
）
　
］
≦
．
鰍
鋤
o
o
く
遂
①
ρ
o
P
o
算
．
”
唱
や
ミ
ω
－
画
．

（
2
5
）
　
回
窺
。
旨
凶
ρ
9
誘
。
藁
肉
ミ
ミ
§
遮
⇔
§
§
賢
b
軽
。
簿
§
鳶
、
後
転
蕊
雰
の
塁
q
§
融
ミ
帖
三
冬
ミ
§
§
駄
鴨
誘
ミ
謡
ミ
薦
（
お
8
）
匂
冒
旨
窯
。
「
「
β

　
G
隷
謬
ミ
蕊
鴨
駐
的
ミ
ミ
鴇
（
○
震
莚
詳
負
6
刈
。
。
γ
O
P
ω
底
’

（
2
6
）
　
ジ
ャ
課
ヴ
ァ
イ
ズ
は
、
心
像
が
非
確
定
的
な
形
や
大
き
さ
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
興
味
深
い
仕
方
で
論
じ
て
い
る
（
鼠
．
冒
。
o
〈
こ
Φ
ρ
o
や

ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
認
識
論
に
お
け
る
観
念
と
性
質
の
類
似
に
つ
い
て
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八
二

。
鉾
O
Ψ
ミ
。
。
－
。
。
O
）
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
非
確
定
的
な
形
や
大
き
さ
が
正
味
な
と
こ
ろ
何
で
あ
る
の
か
は
、
未
だ
に
不
明
で
あ
る
。

（
2
7
）
　
同
様
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、
ζ
■
冨
o
o
く
己
Φ
ω
－
◎
や
。
貫
。
「
ミ
α
を
参
照
さ
れ
た
い
。
た
だ
し
、
ジ
ャ
コ
ヴ
ァ
イ
ズ
は
、
心
を
「
非
物
質
的
様
相
と
し

　
て
の
観
念
を
伴
っ
た
非
物
質
的
実
体
」
と
想
定
し
た
場
合
に
は
、
観
念
が
延
長
し
て
い
る
と
想
像
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
り
、
ロ
ッ
ク
は
、
特
別
な
場
會

　
を
除
い
て
、
そ
の
よ
う
な
想
定
を
拒
ん
で
い
た
と
主
張
し
て
い
る
。
だ
が
、
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
、
非
物
質
的
実
体
で
あ
る
と
い
う
想
定
だ
け
か
ら
は
、

観
念
が
非
延
長
的
で
あ
る
こ
と
は
帰
結
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
記
述
誌
的
方
法
に
従
う
限
り
、
観
念
は
非
物
質
的
で
あ
る
と
い
う
想
定
を
特
に
拒
む
必
要

　
は
、
ロ
ッ
ク
に
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
2
8
）
　
例
え
ば
、
『
知
性
論
』
第
四
巻
第
三
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
9
）
　
同
様
の
発
言
と
し
て
は
、
「
観
念
が
何
で
あ
れ
、
心
が
知
覚
す
る
以
上
の
も
の
で
あ
る
は
ず
が
な
い
」
（
出
盛
b
。
－
b
。
P
朝
）
が
あ
る
。

（
3
0
）
　
ロ
ッ
ク
は
、
経
験
か
ら
受
け
取
ら
れ
る
デ
ー
タ
を
、
バ
イ
ア
ス
の
掛
か
っ
た
仮
説
に
よ
っ
て
歪
め
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
警
告
し
て
い
る
（
譲
¢
』
－

ω
る
）
。
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　　The　third　argument　relies　both　on　the　Kripkean　thesis　that　dispositional　predi－

cates　are　non－rigid　designators　and　on　a　logical　possibility　that　one　and　the　same

disposition　might　behave　differently　in　a　possible　world　where　different　natural

laws　obtain．　While　accepting　the　former　（Kripkean　thesis）　，　1　argue　that　we　are　not

forced　to　accept　the　latter．　We　can　explain　the　apparent　contingency　of　natural

laws　by　means　of　objects’　contingent　Possession　of　dispositions．

　　In　section　5，　1　propose　an　essentialistic　theory　of　dispositions　as　an　alternative　to

Prior’s．　The　theory　claims　that　there　exist　ungrounded　（bare）　dispositions．

According　to　the　theory，　the　ungrounded　dispositions　are　identical　with　their

causal　bases，　and　are　causally　potent　for　that　reason．　lt　is　also　claimed　that

dispositions　are　intrinsic　and　actual　properties　of　their　bearers．

Locke　on　the　Resemblance　between　ldeas　and　Qualities

Seishu　NismMuRA

COE　Research　Fellow

　　Kyoto　University

　　In　An　Essay　concer－ning　lluman　Understanding，　Locke　argues　that，　in　the　case　of

primary　qualities　such　as　size，　shape　or　motion，　ideas　resemble　the　qualities　they

represent，　while　in　the　case　of　secondary　qualities　such　as　color，　taste　or　sound，

ideas　are　not　like　the　qualities　they　represent．　The　puzzle　is　what　exactly　Locke

means　by　“resemblance．”　Lockean　ideas　are　mental　entities，　whereas　qualities　are

physical　properties．　Given　this　rnetaphysical　gap　between　ideas　and　qualities，　it

seems　too　naive　to　say　that　ideas　may　or　may　not　resemble　qualities　literally．　For

this　reason，　many　Locke　scholars　have　interpreted　“resemblance”　in　an　anti－naive

way．　My　aim　in　this　paper　is　twofold：　first，　to　argue　that　the　naive　interpretation

is　indeed　the　right　interpretation　of　“resemblance”；　secondly，　to　explain　how

Locke’s　epistemological　rnethod　allows　him　to　maintain　that　ideas　may　literally

resemble　qualities．

　　We　can　vindicate　the　naive　interpretation　by　dismissing　the　two　leading　anti－

naive　interpretations：　causal　interpretation　and　intentional－object　interpretation．

The　former　is　an　interpretation，　which　avoids　the　above　metaphysical　problem　by

identifying　the　resemblance　with　the　sameness　of　the　vocabularies　used　for　denot－

ing　ideas　and　qualities　in　the　causal　account　of　perception，　as　far　as　the　primary

4



qualities　are　concerned．　Unfortunately，　this　interpretation　begs　the　question

because　it　presupposes　the　very　point　that　an　idea　can　have　size，　shape　or　motion

as　physical　objects　do．　The　latter　interpretation　is　an　attempt　to　disrriiss　the

metaphysical　problem　by　assimiiating　Lockean　ideas　with　intentional　objects，　that

is，　the　objects　which　appear　to　us．　However，　since　Locke　denies　that　ideas　can　be

characterized　as　such　objects，　this　interpretation　must　be　rejected．

　　Furthermore，　Locl〈e　can　avoid　the　metaphysical　ptoblem，　while　maintaining　that

the　naive　interpretation　is　plausible．　Judging　from　the　textual　evidence，　Lockean

ideas　should　be　understbod　as　mental　images．　Now，　the　question　is　how　these

mental　images　can　have　properties　such　as　size，　shape　or　motion．　We　can　find　the

answer　to　this　question　in　Locke’s　episteinological　method．　ln　the　metaphysical

problem　it　is　assumed　that　no　mental　entities，　including　ideas，　can　be　extended，

unlike　physical　properties．　This　idea　can　be　dismissed　in　Locl〈e’s　epistemology．　Kis

main　epistemological　device　is　a　“historical，　plain　method，”　a　scientific　method

entirely　based　on　our　observations．　This　method　implies　that　we　must　take　an

agnostic　attitude　towards　the　nature　of　mind　because　any　inquiries　into　it　go

beyond　our　observations．　This　means　that，　in　this　method，　the　idea　that　no　mental

entities　can　be　extended　must　be　rejected　as　a　dogmatic　opinion．　Thus，　since　Locke

does　not　have　to　take　the　metaphysical　problem　seriously，　there　is　no　problem　for

him　to　maintain　the　resemblance　between　ideas　and　qualities　in　the　naive　way．

The　lnterpretation　Problem　of　Quantum　Mechanics
　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Scientific　Realism

　　　　Yuichiro　KITAJIMA

　　　　　　Part－time　lecturer

International　Buddhist　University

　　Scientific　realism　holds　that　the　physical　world　exists　independently　of　human

perception，　and　that　the　aim　of　science　is　to　provide　a　true　description　of　the　world．

Entities，　properties　of　entities　and　structures　consisting　of　relations　between

entities　could　be　regarded　as　the　elements　of　reality　from　a　realistic　point　of　view．

The　interpretation　problem　of　quantum　mechanics　is　an　attempt　to　answer　the

question；　which　properties　of　physical　entities　are　real　in　quantum　mechanics？

That　is，　this　prob｝em　presupposes　that　properties　of　physical　entities　can　be
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