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ブ
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と
形
象

　
ー
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
認
識
理
論
と
の
関
連
で
一

川
　
添
　
信
介

は
じ
め
に

　
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
認
識
の
正
当
化
に
関
し
て
内
在
主
義
者
で
あ
る
の
か
外
在
主
義
者
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
こ
こ
十
数
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
工
）

の
あ
い
だ
に
盛
ん
に
議
論
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
わ
た
し
た
ち
の
信
念
が
知
識
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
は
、
認
識
者
が
自

分
の
心
的
状
態
に
ア
ク
セ
ス
し
て
い
る
こ
と
が
最
低
限
必
要
と
さ
れ
る
と
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
考
え
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
知
識
が
知
識
と
し

て
成
立
す
る
の
に
そ
の
よ
う
な
心
的
状
態
へ
の
ア
ク
セ
ス
可
能
性
は
要
請
さ
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
念

頭
に
お
い
て
ア
ク
ィ
ナ
ス
を
読
む
と
、
こ
の
一
見
す
る
と
こ
ろ
両
立
し
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
二
つ
の
立
場
の
両
方
を
支
持
す
る
よ
う
な

テ
キ
ス
ト
が
見
い
だ
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
彼
の
認
識
理
論
に
関
し
て
は
も
う
一
つ
の
論
争
点
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
事
物
の
本
質
的
特
質
・
野
性
（
ρ
鼠
＆
冨
ω
）
の
認
識

に
お
い
て
人
間
知
性
は
原
理
的
に
は
誤
る
こ
と
は
な
い
と
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
主
張
し
て
お
り
、
楽
観
主
義
的
で
あ
る
と
見
え
る
側
面
が
見
い
だ

さ
れ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
い
く
つ
か
の
テ
キ
ス
ト
で
は
事
物
の
何
性
の
認
識
は
人
間
に
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
の

ウ
ェ
ル
ブ
ム
と
形
象
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で
あ
る
。
こ
の
論
点
に
つ
い
て
も
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
矛
盾
す
る
主
張
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
り
、
彼
の
立
場
に
は
何
ら
か
の
解

釈
を
与
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
さ
ら
に
第
三
に
は
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
知
性
認
識
理
論
は
一
種
の
表
象
説
（
捲
嶺
①
ω
Φ
三
舞
§
9
・
一
一
ω
ヨ
）
だ
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
伝

統
的
な
解
釈
で
は
む
し
ろ
直
接
実
在
論
（
住
一
H
①
O
け
　
村
①
P
一
一
ω
ヨ
）
だ
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
こ
の
伝
統
的
解
釈
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と

も
問
題
を
孕
む
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
論
点
に
つ
い
て
も
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
問
題
を
残
し
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
の
テ
キ
ス
ト
を
読
み
直

し
て
何
ら
か
の
整
合
性
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
認
識
理
論
を
現
代
的
な
議
論
の
場
に
お
い
て
み
る
と
き
、
次
の
三
つ
の
論
点
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
に
な
る
。

　
（
1
）
　
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
内
在
主
義
者
か
外
在
主
義
者
か
。

　
（
2
）
　
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
認
識
に
お
け
る
楽
観
主
義
者
な
の
か
。

　
（
3
）
　
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
表
象
説
論
者
な
の
か
直
接
実
在
論
者
な
の
か
。

　
だ
が
私
に
は
、
こ
の
三
つ
の
論
点
を
ま
と
め
て
論
じ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
し
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
知
性
的
認
識
に
関
す
る
理
論
を
全
体
と

し
て
理
解
す
る
た
め
に
は
そ
う
す
る
こ
と
が
有
意
義
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
三
つ
の
問
題

が
相
互
に
密
接
に
連
関
し
て
い
る
こ
と
が
明
白
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
別
の
理
由
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
「
ウ
ェ
ル
ブ

ム
・
言
葉
（
く
①
『
σ
¢
ヨ
）
」
（
こ
れ
は
「
概
念
（
o
o
琴
①
O
窪
ρ
　
o
o
づ
。
Φ
℃
臨
。
）
」
と
呼
ば
れ
た
り
「
知
性
認
識
さ
れ
た
イ
ン
チ
ン
テ
ィ
オ
（
藁
葺
暮
δ

葺
Φ
濠
。
雷
）
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
）
な
る
も
の
が
、
先
の
三
つ
の
異
な
っ
た
論
点
を
考
え
る
た
め
の
結
節
点
の
位
置
を
占
め
て
い
る

と
私
に
は
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
「
ウ
ェ
ル
ブ
ム
」
が
「
可
知
的
形
象

（
ω
冨
。
冨
ω
葺
①
臣
α
q
筐
｝
一
ω
）
」
と
の
対
比
の
も
と
で
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
概
念
の
間
に
ど
の
よ
う
な
区

別
が
た
て
ら
れ
て
い
る
の
か
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
認
識
理
論
に
関
し
て
、
曖
昧
に
見
え
る
三
つ
の
論
点
に
対
す
る
ア
ク
ィ
ナ
ス
の



立
場
に
一
定
の
理
解
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
二
つ
の
概
念
の
間
の
区
別
を
ア
ク
ィ

ナ
ス
が
ど
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
の
か
を
再
検
討
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
、
三
つ
の
論
点
に
つ
い
て
の
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
立
場
を
検
討
す
る

こ
と
と
し
た
い
。

一
節
　
二
種
類
の
「
そ
れ
に
よ
っ
て
知
性
認
識
さ
れ
る
も
の
」

　
最
初
に
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
直
接
的
に
「
こ
こ
ろ
の
ウ
ェ
ル
ブ
ム
と
は
可
知
的
形
象
で
あ
る
の
か
」
を
論
じ
て
い
る
『
随
時
討
論
集
』
の
テ

キ
ス
ト
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
知
性
が
何
か
に
よ
っ
て
知
性
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
二
様
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
は
形
相
的
に
で
あ
っ
て
、
知
性
が
そ

　
　
れ
に
よ
っ
て
現
実
態
と
な
る
可
知
的
形
象
に
よ
っ
て
知
性
認
識
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
う
一
つ
は
他
の
も
の
を
知
性
認
識
す
る
た
め
に

　
　
用
い
る
道
具
に
よ
っ
て
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
様
態
で
は
知
性
は
ウ
ェ
ル
ブ
ム
に
よ
っ
て
知
性
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

　
　
ウ
ェ
ル
ブ
ム
を
形
成
す
る
の
は
事
物
を
知
性
認
識
す
る
た
め
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
随
時
討
論
集
』
五
第
五
問
二
項
異
論
解
答
一
）

　
こ
の
短
い
テ
キ
ス
ト
を
十
分
に
理
解
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
が
、
関
連
し
た
他
の
テ
キ
ス
ト
を
も
参
看
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
課

題
で
あ
る
二
つ
の
概
念
の
基
本
的
な
特
質
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
周
知
の
よ
う
に
、
可
知
的
形

象
は
わ
れ
わ
れ
の
知
的
な
認
識
作
用
の
直
接
的
な
対
象
で
は
な
く
、
外
的
世
界
を
そ
れ
に
よ
っ
て
認
識
す
る
よ
う
な
媒
介
者
あ
る
い
は
道
具

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
可
知
的
形
象
が
認
識
の
対
象
と
し
て
の
内
容
と
な
る
こ
と
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
形
象

で
あ
る
限
り
の
形
象
が
対
象
と
な
る
に
は
外
的
世
界
に
つ
い
て
の
一
次
的
な
知
性
認
識
が
前
提
さ
れ
、
そ
れ
へ
の
反
省
作
用
が
必
要
な
の
だ

と
い
う
の
が
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
立
場
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
知
性
認
識
の
媒
介
で
あ
る
と
い
う
特
質
は
、
右
の
テ
キ
ス
ト
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
＞

ウ
ェ
ル
ブ
ム
も
岡
じ
な
の
で
あ
る
。

ウ
ェ
ル
ブ
ム
と
形
象

三
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こ
の
共
通
し
た
特
質
の
ほ
か
に
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
多
く
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
ウ
ェ
ル
ブ
ム
と
可
知
的
形
象
の
両
方
を
事
物
の
「
類
似

（
ω
晒
邑
霧
＆
o
）
」
と
し
て
特
徴
づ
け
て
い
る
。
典
型
的
な
『
対
異
教
徒
大
全
聯
の
箇
所
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

　
　
　
さ
て
、
知
性
認
識
さ
れ
た
イ
ン
チ
ン
テ
ィ
オ
は
、
知
性
的
作
用
の
い
わ
ぽ
終
極
で
あ
る
か
ら
、
知
性
を
現
実
態
に
も
た
ら
し
知
性
的

　
　
作
用
の
発
端
だ
と
考
え
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
可
知
的
形
象
と
は
甥
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
両
者
は
知
性
認
識
さ
れ
た
事
物
の
類
似

　
　
な
の
で
は
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
V

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
対
異
教
徒
大
全
隔
第
㎝
巻
五
三
章
）

こ
の
共
通
す
る
第
二
の
特
質
が
第
一
の
特
質
、
つ
ま
り
ウ
ェ
ル
ブ
ム
と
可
知
的
形
象
は
と
も
に
わ
れ
わ
れ
の
知
性
的
認
識
作
用
に
と
っ
て
媒

介
者
で
あ
る
と
い
う
特
質
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
外
的
事
物
そ
れ
自
体
が
心
の
中
に

現
前
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
認
識
し
て
い
る
と
き
に
心
の
中
に
あ
る
の
は
外
的
事
物
の
類
似
な
の
で
あ
り
、
そ
の
類
似
が
認
識
を
成
立
さ

せ
て
い
る
媒
介
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
右
に
引
用
し
た
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
ウ
ェ
ル
ブ
ム
と
可
知
的
形
象
に
共
通
し
た
二
つ
の
特
質
を
引
き
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ

の
二
つ
の
箇
所
が
両
者
の
共
通
性
と
い
う
よ
り
は
、
実
は
そ
の
相
違
を
明
確
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は

次
の
よ
う
な
相
違
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
わ
れ
わ
れ
の
知
性
的
な
認
識
は
外
的
な
実
在
的
事
物
の
認
識
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
で
ま
ず
第
　
段
階
と
し
て
、
可
能
態
と
し
て
の
知
性
が
薄
知
的
形
象
に
よ
っ
て
現
実
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
生
じ

る
。
質
料
的
事
物
に
お
け
る
第
一
質
料
が
そ
れ
自
体
と
し
て
は
形
相
を
持
た
ず
何
も
の
で
も
な
い
の
と
尚
じ
よ
う
に
、
人
間
の
知
性
そ
れ
自

体
は
可
能
態
に
あ
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
知
性
が
知
性
と
し
て
の
固
有
な
あ
り
方
を
獲
得
し
認
識
と
い
う
琴
芝
の
状
態
に
入
る
に
は
何
ら
か

の
形
綱
…
に
よ
っ
て
現
実
化
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
㎎
随
時
討
論
集
徳
の
箇
所
で
可
知
的
形
象
が
「
知
性
が
そ
れ
に
よ
っ
て
形
梢
的
に
知

性
認
識
す
る
も
の
」
と
い
う
よ
う
に
記
述
さ
れ
る
の
は
以
上
の
理
由
に
よ
る
の
で
あ
り
、
他
の
箇
所
で
は
「
知
性
的
作
用
の
端
緒
」
と
か

「
そ
れ
に
よ
っ
て
知
性
認
識
さ
れ
る
第
｝
の
も
の
」
と
呼
ば
れ
る
の
も
岡
様
で
あ
る
。



　
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
知
性
は
以
上
の
よ
う
な
現
実
化
の
過
程
の
最
初
の
段
階
に
到
達
し
た
後
で
、
認
識
の
第
二
段
階
に
進
む
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
第
二
段
階
に
お
い
て
道
翼
・
媒
介
者
と
し
て
の
ウ
ェ
ル
ブ
ム
が
知
性
の
う
ち
に
形
成
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ

わ
れ
は
実
在
的
世
界
と
い
う
知
性
の
本
来
の
対
象
を
捉
え
る
こ
と
に
な
る
。
先
に
も
確
認
し
た
よ
う
に
、
可
知
的
形
象
も
「
そ
れ
に
よ
っ
て

知
性
認
識
さ
れ
る
も
の
」
と
し
て
「
道
具
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
に
し
て
も
、
『
随
時
討
論
集
』
で
は
可
知
的
形
象
は
「
形
相
的
に
」

と
し
か
呼
ば
れ
ず
、
「
道
具
と
し
て
」
と
い
う
記
述
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
ウ
ェ
ル
ブ
ム
に
限
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
限
定
は
何

を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
の
理
解
に
と
っ
て
肝
要
な
の
は
、
可
知
的
形
象
が
知
性
的
作
用
の
「
端
緒
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
の

に
対
し
て
ウ
ェ
ル
ブ
ム
が
知
性
的
認
識
の
「
終
極
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
知
性
認
識
作
用
に
と
っ
て
の
「
道
具
」
と

い
う
特
徴
づ
け
が
ウ
ェ
ル
ブ
ム
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
た
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
知
性
に
実
在
的
世
界
を
現
実
的
に
認
識
さ
せ
て
い
る
直
接
の
媒

介
者
で
あ
る
の
は
ウ
ェ
ル
ブ
ム
で
あ
り
、
可
知
的
形
象
は
間
接
的
な
媒
介
者
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
る
と
、

外
部
の
実
在
を
認
識
す
る
た
め
に
存
在
し
て
い
る
知
性
の
は
た
ら
ぎ
は
、
そ
の
内
部
に
ウ
ェ
ル
ブ
ム
を
生
成
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
終
極
に

達
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
の
対
比
に
お
い
て
可
知
的
形
象
は
現
実
的
な
認
識
作
用
に
と
っ
て
準
備
的
な
役
割
を
担
う
心
的
存
在
者
な
の

で
あ
る
。

　
さ
ら
に
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
ウ
ェ
ル
ブ
ム
（
あ
る
い
は
「
概
念
（
0
8
8
管
¢
ω
）
」
と
か
「
知
性
認
識
さ
れ
た
イ
ン
チ
ン
テ
ィ
オ

（一

_ρ

ｯ
Φ
昌
け
鴎
O
　
一
類
什
Φ
＝
①
O
け
餌
）
」
と
呼
ば
れ
る
心
的
存
在
者
）
は
、
わ
れ
わ
れ
の
知
性
の
能
動
的
な
作
用
の
産
物
あ
る
い
は
結
果
と
し
て
特
徴
づ

け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
先
に
引
用
し
た
『
随
時
討
論
集
』
の
「
知
性
は
ウ
ェ
ル
ブ
ム
を
形
成
す
る
（
♂
「
日
甲

器
）
」
と
い
う
言
葉
が
示
し
て
い
る
し
、
『
真
理
諭
』
で
は
同
様
の
事
態
が
制
作
者
の
精
神
の
う
ち
に
お
い
て
「
考
え
出
さ
れ
た
形
相

（
♂
吋
ヨ
⇔
Φ
×
。
○
α
q
凶
窮
緯
ご
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
比
喩
は
ウ
ェ
ル
ブ
ム
の
形
成
に
お
い

て
わ
れ
わ
れ
の
知
性
が
能
動
的
な
原
因
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
が
、
可
知
的
形
象
は
対
比
的
に
「
形
相
化
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

れ
る
（
一
⇒
h
O
憎
目
P
鋤
巴
Φ
）
」
と
記
述
さ
れ
る
も
の
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ウ
ェ
ル
ブ
ム
と
形
象

五
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以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
ウ
エ
ル
ブ
ム
と
可
知
的
形
象
に
つ
い
て
は
、

が
で
き
る
と
奮
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
知
性
認
識
の
端
緒

　
　
（
実
在
と
の
類
似
）

　
　
可
知
的
形
象
　
　
↓
↓
↓
　
知
　
性

　
　
　
　
　
　
　
（
形
相
化
す
る
）

　
　
　
　
知
性
認
識
の
終
極

　
　
　
　
　
（
実
在
と
の
類
似
）

　
↓
毒
↓
　
　
ウ
ェ
ル
ブ
ム

（
形
成
す
る
）

山A

次
の
よ
う
に
図
示
で
き
る
基
本
的
な
関
係
を
取
り
出
す
こ
と

二
節
　
類
似
と
表
象
説

　
さ
て
、
可
知
的
形
象
と
ウ
ェ
ル
ブ
ム
が
も
つ
共
通
の
特
質
と
相
違
と
を
ご
く
大
ま
か
に
示
し
た
の
で
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
表
象
説
論
者
で
あ

っ
た
の
か
直
接
実
在
論
者
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
第
一
の
論
点
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
い
ま
見
た
よ
う
に
、
実
在

を
認
識
す
る
た
め
に
は
二
つ
の
「
類
似
」
が
欠
か
せ
な
い
と
い
う
の
が
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
説
明
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
種
の
類
似
が
わ
れ

わ
れ
の
知
性
の
内
部
に
あ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
実
在
的
世
界
に
つ
い
て
の

認
識
を
得
る
た
め
に
わ
れ
わ
れ
は
自
分
の
知
性
の
う
ち
に
何
ら
か
の
表
象
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
と
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
主
張
し

て
い
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
と
思
わ
れ
る
。
可
知
的
形
象
と
い
う
事
物
と
の
類
似
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
よ
う
に
＝
疋
の
留
保
が
必
要
で

あ
る
が
、
す
く
な
く
と
も
ウ
ェ
ル
プ
ム
と
い
う
類
似
の
必
要
性
を
考
え
る
と
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ウ
ェ

ル
ブ
ム
は
わ
れ
わ
れ
の
知
性
的
認
識
作
用
を
最
終
段
階
に
も
た
ら
す
道
異
・
媒
介
考
で
あ
り
、
し
か
も
わ
れ
わ
れ
の
知
性
自
身
が
形
成
し
た

産
物
と
見
な
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
知
性
の
う
ち
で
表
象
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
と
ら
え
て
よ
い
の
で
あ

る
。
こ
の
点
で
は
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
知
性
的
認
識
作
用
に
お
け
る
心
的
表
象
の
必
要
性
を
・
王
黙
し
て
い
る
表
象
説
論
者
で
あ
る
こ
と
に
わ
れ

わ
れ
は
同
意
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。



　
し
か
し
、
そ
も
そ
も
ウ
ェ
ル
ブ
ム
の
持
つ
類
似
と
可
知
的
形
象
の
持
つ
類
似
と
い
う
二
種
類
の
類
似
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ど
の

よ
う
に
理
解
す
べ
き
な
の
か
と
い
う
問
題
は
残
る
の
で
あ
る
。
こ
の
両
者
が
、
一
方
は
知
性
的
認
識
作
用
の
端
緒
と
さ
れ
他
方
は
そ
の
終
極

だ
と
さ
れ
て
い
た
以
上
、
ま
っ
た
く
同
じ
心
的
存
在
者
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
次
に
引
用
す
る
『
対
異
教
徒
大
全
』
の
テ
キ

ス
ト
か
ら
は
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
二
つ
の
類
似
の
間
の
順
序
を
想
定
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
知
性
の
形
相
で
あ
り
知
性
認
識
作
用
の
端
緒
で
あ
る
可
知
的
形
象
が
外
的
事
物
の
類
似
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
知
性
は
そ
の
事
物
に
類

　
　
署
し
た
イ
ソ
テ
ン
テ
ィ
オ
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
応

　
　
じ
て
、
は
た
ら
き
を
な
す
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
知
性
認
識
さ
れ
た
イ
ン
チ
ソ
テ
ィ
オ
が
何
ら
か
の
事
物
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
か

　
　
ら
、
知
性
が
そ
の
よ
う
な
イ
ン
チ
ン
テ
ィ
オ
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
事
物
を
知
性
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
の
で

　
　
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
対
異
教
徒
大
全
』
第
一
巻
五
三
章
）

　
ウ
ェ
ル
ブ
ム
と
可
知
的
形
象
は
た
し
か
に
と
も
に
外
的
世
界
の
類
似
で
あ
る
が
、
認
識
の
プ
ロ
セ
ス
の
最
初
の
段
階
に
お
か
れ
て
い
る
可

知
的
形
象
の
方
に
起
源
と
な
る
よ
う
な
第
一
の
類
似
が
措
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
ウ
ェ
ル
ブ
ム
に
帰
属

す
る
第
二
の
類
似
は
、
可
知
的
形
象
の
も
つ
類
似
か
ら
知
性
が
能
動
的
働
き
に
よ
っ
て
得
た
類
似
で
あ
る
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
見
い
だ
さ
れ

る
最
初
の
「
帰
結
す
る
」
と
い
う
表
現
は
こ
の
事
態
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
り
詳
し
く
は
次
節
で
考
察
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
、

第
二
段
階
の
類
似
と
し
て
の
ウ
ェ
ル
ブ
ム
の
形
成
は
わ
れ
わ
れ
の
知
性
の
長
く
労
苦
の
多
い
探
求
と
い
う
も
の
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、

ウ
ェ
ル
ブ
ム
あ
る
い
は
概
念
が
認
識
対
象
で
あ
る
外
的
事
物
と
の
あ
い
だ
に
持
つ
類
似
に
は
程
度
の
差
が
あ
る
の
だ
と
い
う
の
が
ア
ク
ィ
ナ

ス
の
考
え
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
外
的
事
物
の
認
識
に
至
る
に
は
た
し
か
に
最
終
的
な
道
具
・
媒
介
者
と
し
て
の
ウ
ェ
ル
ブ

ム
と
い
う
類
似
が
必
要
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
可
知
的
形
象
の
も
つ
第
一
の
類
似
と
い
う
よ
り
基
礎
的
な
類
似
か
ら
作
り
上
げ
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
「
ま
た
、
知
性
認
識
さ
れ
た
も
の
〔
ウ
ェ
ル
ブ
ム
〕
は
、
知
性
が
事
物
を
知
性
認
識

ウ
ェ
ル
ブ
ム
と
形
象

七
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八

す
る
た
め
に
そ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
知
性
認
識
さ
れ
た
事
物
の
類
似
〔
可
知
的
形
象
〕
で
は
自
体
的
に
は
な
い
扁
と
い
う
テ
キ
ス
ト
の

　
（
9
）

よ
う
に
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
ウ
ェ
ル
ブ
ム
と
可
知
的
形
象
と
い
う
二
つ
の
心
的
表
象
の
間
の
非
同
一
性
を
強
調
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
「
心
的
表
象
」
と
い
う
も
の
が
「
あ
る
個
人
の
う
ち
に
存
在
し
、
そ
の
精
神
の
内
に
あ
っ
て
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

味
論
的
な
内
容
を
付
与
さ
れ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
記
号
的
な
ト
ー
ク
ン
」
を
意
味
す
る
も
の
と
し
た
ら
、
そ
の
よ
う
な
表
象
と
し
て
の
ウ
ェ
ル

ブ
ム
の
必
要
性
を
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
主
張
し
て
い
る
以
上
、
彼
は
表
象
説
論
者
だ
と
み
な
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
ウ
ェ
ル
ブ
ム
は
外
的
事
物
の

類
似
と
い
う
意
味
論
的
な
内
容
を
も
っ
た
記
号
で
あ
り
、
概
念
と
呼
ん
で
よ
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ウ
ェ
ル
ブ
ム
は
人
間
の
知

性
的
認
識
作
用
に
と
っ
て
、
単
に
道
具
・
媒
介
者
の
位
置
だ
け
で
は
な
く
、
い
わ
ぽ
「
認
識
対
象
」
の
地
位
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

テ
キ
ス
ト
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
層
群
〔
ウ
ェ
ル
ブ
ム
〕
は
第
一
義
的
に
は
、
知
性
認
識
者
の
は
た
ら
き
が
何
ら
か
の
関
係
を
通
じ
て
そ
れ
へ
と

　
　
終
極
す
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
「
知
性
認
識
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
あ
り
方
を
し
て
い
る
。
だ
が
第

　
　
二
義
的
に
、
「
そ
れ
に
よ
っ
て
知
性
認
識
さ
れ
る
も
の
」
と
い
う
あ
り
方
を
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
考
え
出
さ
れ
た
こ
の
よ

　
　
う
な
知
性
認
識
作
周
に
お
い
て
形
根
を
通
じ
て
、
そ
の
よ
う
な
形
相
を
通
じ
て
認
識
さ
れ
る
外
的
事
物
へ
の
何
ら
か
の
類
似
と
い
う
関

　
　
係
が
生
み
出
さ
れ
る
か
ぎ
り
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
ゆ
え
知
性
認
識
者
の
う
ち
に
あ
る
第
　
…
種
の
〔
非
反
省
的
な
〕
認
識
さ
れ
る
も
の
に
関
し
て
は
、
可
知
的
な
形
相
は
二
種
類
の

　
　
も
の
が
考
察
の
対
象
と
な
る
。
　
つ
は
知
性
認
識
者
が
そ
れ
に
よ
っ
て
知
性
認
識
す
る
だ
け
の
も
の
〔
驚
知
的
形
象
〕
で
あ
り
、
そ
れ

　
　
を
通
じ
て
知
性
認
識
作
用
へ
向
け
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
も
う
～
つ
は
知
性
認
識
者
が
そ
れ
に
よ
っ
て
知
性
認
識
す
る
と
同
時

　
　
に
知
性
認
識
さ
れ
る
当
の
も
の
と
も
な
る
も
の
〔
ウ
ェ
ル
ブ
ム
）
で
あ
り
、
そ
れ
は
知
性
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
と
と
も
に
外
的
事
物

　
　
へ
と
知
性
を
形
樒
に
お
い
て
［
致
さ
せ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
隅
対
異
教
徒
大
全
㎞
第
～
巻
五
三
章
　
初
稿
）



　
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
外
的
世
界
を
現
に
認
識
し
て
い
る
時
に
は
（
認
識
に
つ
い
て
の
反
省
約
考
察
で
は
な
く
）
、
可
知

的
形
象
そ
れ
自
体
は
わ
れ
わ
れ
の
意
識
に
現
れ
て
く
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ウ
ェ
ル
ブ
ム
の
方
は
、
ま
ず

認
識
作
用
の
内
的
対
象
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
そ
の
次
に
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
に
よ
っ
て
実
在
的
事
物
を
認
識
す
る
よ
う
な
媒
介
者
と
し
て

特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
知
性
に
と
っ
て
固
有
の
意
味
で
「
知
性
認
識
さ
れ
る
も
の
」
は
外
的
事
物
で
あ
る
と
語
ら

れ
る
の
で
あ
る
が
、
知
性
認
識
と
い
う
は
た
ら
ぎ
に
は
、
そ
れ
が
は
た
ら
き
の
主
体
の
内
に
内
在
し
そ
こ
に
と
ど
ま
る
は
た
ら
き
で
あ
る
以

上
、
知
性
に
と
っ
て
内
的
な
「
対
象
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
内
在
的
な
は
た
ら
き
と
し
て
の
知
性
的
認
識
作
用
が
そ
こ
に

向
か
っ
て
終
極
す
る
よ
う
な
対
象
が
ウ
ェ
ル
ブ
ム
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
知
性
が
自
身
で
形
成
し
そ
こ
で
自
己
の
は
た
ら
き
が
終
極

す
る
よ
う
な
ウ
ェ
ル
ブ
ム
に
つ
い
て
は
、
可
知
的
形
象
の
場
合
と
は
ち
が
っ
て
、
知
性
は
意
識
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
と
は
い
え
、
表
象
説
と
い
う
も
の
が
心
的
表
象
と
さ
れ
る
も
の
の
「
す
べ
て
」
に
つ
い
て
、
認
識
者
に
よ
る
直
接
的
な
気
づ
き
・
意
識
を

持
っ
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
立
場
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ぽ
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
認
識
理
論
は
十
全
な
意
味
で
の
表
象
説
で
あ
る
と
は

呼
べ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
可
知
的
形
象
も
何
ら
か
の
意
味
で
外
的
世
界
の
類
似
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
お
り
（
本
稿

四
節
を
参
照
）
そ
れ
を
表
象
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
に
し
て
も
、
知
性
的
認
識
の
内
的
対
象
と
し
て
の
位
置
は
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ

に
つ
い
て
の
直
接
的
な
気
づ
き
・
意
識
を
わ
れ
わ
れ
は
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
理
解
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
右

に
引
用
し
た
『
対
異
教
徒
大
全
』
第
一
巻
五
三
章
の
愚
稿
の
説
明
で
は
、
可
知
的
形
象
が
表
象
し
て
い
る
類
似
は
「
そ
れ
に
よ
っ
て
知
性
認

識
す
る
だ
け
の
も
の
し
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
「
知
性
認
識
さ
れ
る
当
の
も
の
で
も
あ
る
」
ウ
ェ
ル
ブ
ム
と
対
比
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
可
知
的
形
象
の
も
つ
類
似
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
の
知
性
が
外
的
世
界
を
現
実
に
認
識
し
て
い
る
状

態
に
な
っ
て
い
る
根
拠
だ
と
し
て
も
、
反
省
的
認
識
の
場
合
を
別
に
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識
に
は
決
し
て
現
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ

る
。
と
い
う
の
は
、
現
実
的
な
作
用
者
と
な
っ
た
後
の
知
性
が
自
分
が
産
出
す
る
ウ
ェ
ル
ブ
ム
に
つ
い
て
の
意
識
・
気
づ
き
を
も
っ
と
し
て

も
、
知
性
を
そ
の
よ
う
な
現
実
的
作
用
者
と
し
て
存
立
さ
せ
て
い
る
の
が
可
知
的
形
象
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ウ
ェ
ル
ブ
ム
と
形
象

九
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「
○

　
わ
れ
わ
れ
の
知
性
的
能
力
は
可
知
的
形
象
に
よ
っ
て
「
形
相
化
さ
れ
」
、
そ
の
う
ち
に
外
的
事
物
と
の
類
似
と
い
う
関
係
が
実
現
さ
れ
る

と
さ
れ
る
が
、
こ
の
類
似
と
い
う
関
係
は
決
し
て
物
理
的
次
元
で
生
じ
る
の
で
は
な
く
、
心
的
な
次
元
・
イ
ソ
テ
ソ
テ
ィ
オ
の
次
元
で
生
じ

る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
上
記
の
よ
う
な
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
こ
の
心
的
な
次
元
と

い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
そ
の
心
的
表
象
内
容
が
意
識
に
現
れ
て
気
づ
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て
は
い
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
、
表
象
説
に
関
す
る
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
立
場
は
、
認
識
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
ウ
ェ
ル
ブ
ム
成
立
の
段
階
に
注
目
す
る
な
ら
ぽ

彼
を
表
象
説
論
者
に
分
類
し
て
よ
い
に
し
て
も
、
可
知
的
形
象
の
段
階
に
お
い
て
も
同
じ
だ
と
言
う
に
は
、
「
心
的
衷
象
」
の
概
念
を
拡
張

し
て
意
識
さ
れ
て
い
な
い
心
的
存
在
者
を
も
そ
れ
に
含
め
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
見
な
し
う
る
の
で
あ
る
。

三
節
　
認
識
…
に
お
け
る
楽
観
主
義
に
つ
い
て

　
そ
れ
で
は
、
ウ
ェ
ル
ブ
ム
と
可
知
的
形
象
と
い
う
二
つ
の
表
象
の
相
違
は
、
楽
観
的
と
見
え
る
こ
と
も
あ
る
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
認
識
理
論
と

ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
人
間
の
知
性
が
そ
の
固
有
対
象
で
あ
る
質
料
的
事
物
の
本
質
・
何
性
の
認
識
に

関
し
て
は
常
に
真
で
あ
り
誤
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
す
る
。
こ
の
主
張
を
そ
の
典
型
的
な
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
確
か
め
て
お

こ
う
。

　
　
　
感
覚
が
固
有
の
可
感
的
事
象
と
の
類
似
に
よ
っ
て
薩
接
的
に
形
相
化
さ
れ
る
の
と
同
様
に
、
知
性
は
事
物
の
何
性
と
の
類
似
に
よ
っ

　
　
て
形
相
化
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
知
性
は
「
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
」
に
関
し
て
は
誤
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
感
覚
も
固
誉
な

　
　
可
感
的
事
象
に
関
し
て
は
誤
る
こ
と
が
な
い
の
と
岡
じ
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
知
性
が
複
合
／
分
綱
し
て
〔
命
題
を
形
成
す

　
　
る
〕
場
合
に
は
誤
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
何
性
を
知
性
認
識
し
て
い
る
事
物
に
そ
の
何
性
に
付
随
し
な
い
よ
う
な
何
か
や
そ
れ
に
対

　
　
立
す
る
何
か
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
隅
神
学
大
全
輪
一
部
第
十
七
間
三
項
主
文
）



　
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
考
え
で
は
、
國
有
な
意
味
で
の
真
理
は
事
物
の
何
性
を
結
合
し
て
肯
定
命
題
や
否
定
命
題
を
形
成
す
る
判
断
作
用
に
お
い

て
見
い
だ
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
何
性
を
と
ら
え
る
単
純
把
握
に
お
い
て
は
真
も
偽
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

「
人
間
漏
や
「
動
物
」
と
い
っ
た
単
純
な
概
念
に
つ
い
て
は
真
偽
を
雷
う
こ
と
が
で
き
ず
、
「
人
間
は
動
物
で
あ
る
／
動
物
で
な
い
」
と
い

う
判
断
に
お
い
て
認
識
の
真
偽
が
成
立
す
る
。
以
上
の
こ
と
は
ま
っ
た
く
と
る
に
足
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
ア
ク
ィ
ナ

ス
が
こ
の
よ
う
な
主
張
に
よ
っ
て
正
確
に
何
を
意
味
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
ほ
ど
簡
単
な
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
ず
最
初
に
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
ウ
ェ
ル
ブ
ム
と
い
う
概
念
が
単
純
把
握
だ
け
で
は
な
く
判
断
に
よ
る
複
合
を
も
含
意

し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
の
塾
頭
で
挙
げ
た
『
随
時
討
論
集
』
と
同
じ
項
に
あ
る
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
言
葉
を
引
用
す

る
。　

　
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
魂
に
つ
い
て
』
第
三
巻
に
よ
れ
ば
、
知
性
に
は
二
つ
の
は
た
ら
き
が
あ
る
。
一
つ
は
門
不
可
分
な
も
の
の
理

　
　
解
偏
と
呼
ば
れ
、
知
性
が
自
己
自
身
の
う
ち
に
何
ら
か
の
非
複
合
的
な
も
の
の
定
義
あ
る
い
は
概
念
を
形
成
す
る
は
た
ら
き
で
あ
る
。

　
　
も
う
一
つ
は
複
合
／
分
割
す
る
知
性
の
は
た
ら
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
命
題
を
知
性
は
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
知
性
の

　
　
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
れ
ら
い
ず
れ
も
が
こ
こ
ろ
の
ウ
ェ
ル
ブ
ム
と
呼
ば
れ
、
第
一
の
は
た
ら
き
が
非
複
合
的
な
項
辞
に

　
　
よ
っ
て
、
第
二
の
は
た
ら
き
が
文
に
よ
っ
て
意
味
表
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
随
時
討
論
集
』
五
第
五
問
二
項
主
文
）

　
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
知
性
の
単
純
把
握
の
は
た
ら
き
が
判
断
と
同
じ
よ
う
に
、
事
物
の
定
義
や
何
性
を
「
形

成
す
る
（
h
寒
冷
錠
Φ
と
と
か
「
構
成
す
る
（
8
房
定
器
器
）
」
と
か
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
真
偽
は
判
断
の
中
に
し
か
あ
り
え
な
い

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
先
に
確
認
し
た
が
、
そ
れ
は
実
は
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
そ
う
な
の
で
あ
っ
て
、
定
義
の
形
成
作
用
に
お
い
て
も

「
付
帯
的
に
は
」
真
偽
の
あ
り
得
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
単
純
把
握
の
は
た
ら
き
に
対
す
る

ウ
ェ
ル
ブ
ム
と
形
象

＝
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一

「
形
成
・
構
成
す
る
」
と
い
う
特
徴
づ
け
が
、
こ
の
付
帯
的
真
偽
の
考
え
の
背
景
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
付
帯
的
真
偽
に
関
す
る

代
表
的
な
テ
キ
ス
ト
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
　
と
は
い
え
、
複
合
的
事
物
の
「
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
鳳
に
関
し
て
も
知
性
は
付
帯
的
に
は
誤
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は

　
　
身
体
器
官
の
側
の
問
題
で
は
な
い
。
知
性
は
身
体
器
官
を
用
い
る
ち
か
ら
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
定
義
に
関
与
し

　
　
て
い
る
複
合
の
側
の
問
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ぽ
円
の
定
義
を
三
角
形
に
与
え
る
場
合
の
よ
う
に
、
あ
る
事
物
の
定
義
を

　
　
別
の
も
の
に
与
え
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
「
有
翼
の
理
性
的
動
物
」
と
い
う
定
義
を
何
ら
か
の
事
物
に
与
え
る
場
合
の
よ
う
に
、
両
立

　
　
不
可
能
な
も
の
の
複
合
を
含
意
さ
せ
る
こ
と
で
定
義
そ
れ
自
体
が
偽
で
あ
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
単
純
な
事
物
に
お

　
　
い
て
は
、
そ
れ
の
定
義
に
複
合
は
見
い
だ
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
誤
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
燭
形
而
上
学
撫
九
巻

　
　
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
欠
落
は
そ
の
事
物
に
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
神
学
大
ム
幽
　
　
部
第
八
五
閣
エ
ハ
〃
墳
・
王
⊥
又
）

　
重
要
な
の
は
定
義
の
取
り
違
え
の
場
合
で
は
な
く
、
絹
互
に
矛
盾
す
る
よ
う
な
要
素
を
結
び
つ
け
て
し
ま
う
と
い
う
誤
謬
の
官
舎
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
判
断
の
場
合
と
類
似
し
た
複
合
性
が
定
義
形
成
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
定
義
は
事

物
の
本
質
・
何
性
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
本
質
・
何
性
は
そ
れ
ら
を
複
合
す
る
判
断
の
構
成
要
素
と
な
る
と
い
う
意
味
で
は
単

純
な
内
容
を
持
つ
と
さ
れ
る
。
本
質
を
と
ら
え
る
知
性
の
は
た
ら
き
は
単
純
把
握
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
把
握
さ
れ
る
内
容
が

単
純
だ
か
ら
で
あ
っ
て
、
把
握
す
る
と
い
う
知
性
の
は
た
ら
き
の
方
も
単
純
で
あ
る
か
ら
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
何
ら
か
の

複
合
性
を
も
つ
よ
う
な
適
性
の
把
握
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
が
ウ
ェ
ル
ブ
ム
で
あ
る
こ
と
は
、
知
性
の
能
動
的
な
は
た
ら
ぎ
に
よ
る
産
物
で

あ
る
と
い
う
ウ
ェ
ル
ブ
ム
の
特
質
か
ら
、
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
複
合
的
な
命
題
だ
け
で
は
な
く
定
義
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
形
成
す
る
と
い
う
人
間
知
性
の
産
物
で
あ
る
ウ
ェ
ル
ブ
ム
は
、

複
合
す
る
と
い
う
能
動
約
な
作
用
の
結
果
で
あ
る
限
り
、
偽
と
な
る
可
能
性
を
胚
胎
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
知
性
の
「
何
で
あ



る
の
か
」
を
認
識
す
る
作
用
に
お
い
て
も
、
そ
こ
に
知
性
に
よ
る
複
合
が
混
じ
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
付
帯
的
に
は
偽
の
存
在
の
可
能
性
が

（
1
6
）

あ
る
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
「
わ
れ
わ
れ
の
認
識
は
き
わ
め
て
脆
弱
な
の
で
、
　
匹
の
ハ
エ
の
本
性
を
完
全
に
探
求
し
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

た
哲
学
者
は
い
ま
だ
か
つ
て
い
な
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
き
わ
め
て
悲
観
的
な
主
張
の
理
由
の
、
少
な
く
と
も
一
端
は
以
上
の
立
場
に
基
づ

く
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
事
物
の
何
性
の
完
全
な
認
識
が
定
義
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
、
そ
の
定
義
は
類
と
種
差
か
ら
な
る
と
さ
れ
る
。

た
と
え
ぽ
、
「
人
平
」
の
定
義
は
「
動
物
」
と
い
う
類
と
「
理
性
的
」
と
い
う
種
差
と
か
ら
な
っ
て
い
る
。
定
義
は
単
純
な
も
の
で
あ
る
と

し
て
も
、
そ
れ
は
二
つ
の
構
成
要
素
か
ら
の
複
合
を
含
ん
で
お
り
、
そ
の
複
合
は
人
間
知
性
の
能
動
的
な
作
用
な
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う

に
、
定
義
を
表
示
す
る
ウ
ェ
ル
ブ
ム
は
「
知
性
的
認
識
作
用
の
終
極
」
で
あ
る
か
ら
、
「
人
間
扁
に
つ
い
て
の
完
全
な
定
義
は
（
そ
れ
が
可

能
で
あ
る
と
し
て
）
何
性
を
求
め
る
長
い
探
求
の
成
果
と
し
て
し
か
得
ら
れ
な
い
。
何
性
の
認
識
に
お
け
る
探
求
の
必
要
性
を
明
示
し
て
い

る
テ
キ
ス
ト
を
一
つ
だ
け
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
「
何
で
あ
る
の
か
」
を
把
握
す
る
知
性
の
は
た
ら
き
に
お
い
て
は
、
こ
の
は
た
ら
き
に
お
い
て
も
複
合
し
分
割
す
る
知
性
の
は
た
ら

　
　
き
が
混
入
す
る
と
い
う
限
り
で
、
偽
は
付
帯
的
に
し
か
生
じ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
生
じ
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
知
性
が
何
ら
か

　
　
の
事
物
の
雨
性
の
認
識
へ
と
一
挙
に
到
達
す
る
の
で
は
な
く
、
順
序
だ
て
ら
れ
た
探
求
を
と
も
な
う
限
り
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
対
異
教
徒
大
全
』
第
三
巻
一
〇
八
章
）

こ
の
よ
う
な
・
王
張
を
ふ
く
む
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
認
識
理
論
を
簡
単
に
楽
観
的
と
呼
ぶ
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
と
は
い
え
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
他
方
で
先
に
引
用
し
た
『
神
学
大
全
』
の
テ
キ
ス
ト
で
、
「
そ
の
定
義
に
複
合
が
見
い
だ
さ
れ
得
な
い
よ
う

な
単
純
な
事
物
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
誤
る
可
能
性
は
な
い
」
と
語
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ

ぽ
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
と
き
に
肝
要
な
の
は
、
本
節
の
冒
頭
で
引
用
し
た
テ
キ
ス
ト
を
も
う
一
度
見
直
す
こ
と
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
知
性
が
感
覚
と
平
行
的
に
と
ら
え
ら
れ
、
そ
の
固
有
対
象
の
類
似
が
知
性
を
「
形
相
化
す
る
（
ぎ
♂
機
讐
鍵
①
ご
が
ゆ
え
に
誤

る
こ
と
が
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
た
。
本
稿
の
一
節
で
提
示
し
た
よ
う
に
、
ウ
ェ
ル
ブ
ム
を
「
形
成
す
る
（
8
吋
B
碧
①
）
」
の
が
知
性
で
あ

ウ
ェ
ル
ブ
ム
と
形
象
｝

　
三
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一
四

る
の
と
は
対
比
的
に
、
知
性
を
「
形
相
化
す
る
」
の
は
可
知
的
形
象
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
私
見
で
は
こ
の
「
形
相

化
」
と
「
形
成
」
と
の
対
比
を
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
一
貫
し
て
保
持
し
て
い
る
の
で
、
当
該
テ
キ
ス
ト
で
、
人
間
知
性
を
誤
ら
せ
る
こ
と
の
な
い

「
形
相
化
」
を
生
起
さ
せ
て
い
る
の
は
、
ウ
ェ
ル
ブ
ム
で
は
な
く
可
知
的
形
象
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ウ
ェ
ル
ブ
ム
は
誤
謬
に
陥
る
こ
と

が
あ
っ
て
も
、
可
知
的
形
象
は
そ
う
で
は
な
い
と
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
主
張
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
次
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、
ウ
ェ
ル
ブ
ム
と
可
知
的
形
象
の
相
違
が
、
知
性
と
感
覚
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
も
ち
い
て
説
明
さ
れ
て
い

る
。　

　
　
〔
魂
の
〕
感
覚
的
部
分
に
は
二
つ
の
は
た
ら
き
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
た
だ
変
容
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意
昧
で
は
可
感
的
な
も

　
　
の
に
よ
っ
て
変
容
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
感
覚
の
は
た
ら
き
は
完
成
さ
れ
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
は
た
ら
き
は
形
成
で
あ
り
、
想
像
の

　
　
ち
か
ら
が
現
前
し
て
い
な
い
事
物
あ
る
い
は
一
度
も
見
た
こ
と
の
な
い
事
物
の
な
ん
ら
か
の
像
を
自
己
の
も
と
で
形
成
す
る
こ
と
に
よ

　
　
る
。
そ
し
て
、
こ
の
両
方
の
は
た
ら
き
が
知
性
に
お
い
て
は
結
合
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ま
ず
最
初
に
可
能
知
性
は
、
可
知

　
　
的
形
象
に
よ
っ
て
形
相
化
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
受
動
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
ら
、
第
二
に
定
義
で
あ
れ
分

　
　
割
あ
る
い
は
複
合
で
あ
れ
、
声
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
も
の
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
王
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
神
学
大
全
㎞
　
　
部
第
八
五
問
二
項
異
論
解
答
三
）

　
感
覚
の
場
合
に
は
「
変
容
」
と
「
形
成
」
の
間
の
区
画
は
実
在
的
な
区
劉
で
あ
る
。
前
者
が
外
部
感
覚
の
は
た
ら
き
で
あ
り
後
者
が
内
部

感
覚
の
は
た
ら
き
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
何
か
実
在
的
に
劉
な
能
力
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
知
性
の
場
合
に
は
、
「
変
容
」
と
「
形

成
」
は
実
在
的
に
異
な
っ
た
二
つ
の
能
力
の
は
た
ら
き
と
は
見
な
し
が
た
い
ほ
ど
に
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
と
は
い
え
、
知
性
に
お
い

て
も
こ
の
二
つ
の
異
な
っ
た
は
た
ら
き
の
様
相
が
区
劉
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
可
知
的
形
象
の
な
す

の
は
「
変
容
扁
と
い
う
知
性
に
と
っ
て
受
動
的
な
様
相
の
は
た
ら
き
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、
次
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、
ウ
ェ
ル
ブ
ム
の

方
に
は
「
形
成
」
が
帰
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。



　
　
　
外
部
感
覚
に
よ
る
認
識
は
胸
像
的
な
も
の
が
感
覚
を
変
容
さ
せ
る
こ
と
だ
け
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、
可
感
的
な
も
の
が

　
　
感
覚
に
対
し
て
刻
印
す
る
形
相
に
よ
っ
て
感
覚
す
る
と
い
う
こ
と
が
生
じ
る
。
だ
が
、
外
部
感
覚
そ
れ
自
体
が
何
ら
か
の
質
感
的
形
相

　
　
を
自
己
の
も
と
に
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
こ
う
い
つ
た
こ
と
を
な
す
の
は
想
像
力
な
の
で
あ
り
、
知
性
の
ウ
ェ
ル
ブ
ム
は
想

　
　
像
力
の
〔
形
成
す
る
）
形
相
に
、
あ
る
意
味
で
類
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
随
時
討
論
集
』
五
第
五
問
二
項
異
論
解
答
二
）

　
以
上
に
よ
れ
ば
、
事
物
の
何
事
の
認
識
に
関
し
て
人
間
の
知
性
は
可
知
的
形
象
の
受
動
・
刻
印
を
通
じ
た
誤
る
こ
と
の
な
い
把
握
と
、
長

い
時
間
の
か
か
る
探
求
に
よ
っ
て
形
成
し
誤
る
可
能
性
を
秘
め
た
ウ
ェ
ル
ブ
ム
に
よ
る
把
握
と
い
う
、
二
つ
の
把
握
の
仕
方
を
持
つ
こ
と
に

な
る
。
後
者
の
ウ
ェ
ル
ブ
ム
す
な
わ
ち
明
確
に
意
識
さ
れ
た
概
念
の
獲
得
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
問
題
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
人
間

知
性
が
決
し
て
誤
る
こ
と
の
な
い
と
ま
で
語
ら
れ
る
可
知
的
形
象
に
よ
る
把
握
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
事
物
の
女
性
の
認
識
だ
と
言
え

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
点
で
参
考
に
な
る
の
は
、
「
単
純
な
何
性
の
認
識
に
お
い
て
、
知
性
は
偽
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
真
で
あ
る
の
か
、
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

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
」
と
い
う
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
言
葉
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
「
単

純
な
何
性
（
ρ
菖
象
沖
鉾
Φ
ω
ω
冒
9
8
ω
）
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
解
釈
が
あ
り
得
る
。
一
つ
は
こ
れ
を
「
単
純
な
も

の
の
持
つ
何
性
」
と
す
る
読
み
方
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
単
純
な
あ
り
方
を
し
て
い
る
何
性
」
と
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
の
解
釈
で

は
、
神
の
よ
う
に
最
単
純
な
存
在
者
、
広
義
に
は
質
料
と
形
相
と
の
複
合
性
を
持
た
な
い
天
使
的
存
在
者
な
ど
が
有
し
て
い
る
何
性
に
つ
い

て
人
間
知
性
は
偽
で
あ
り
得
な
い
の
だ
と
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
と
れ
な
い
。

神
を
含
め
た
非
質
料
的
存
在
者
を
人
間
知
性
は
質
料
的
事
物
に
つ
い
て
の
認
識
か
ら
出
発
す
る
推
論
を
経
て
し
か
認
識
し
得
な
い
と
い
う
の

が
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
基
本
的
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
間
知
性
は
神
の
よ
う
な
単
純
な
存
在
者
に
つ
い
て
は
く
「
そ
れ
が
単
純
な
存
在

者
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
が
真
で
あ
る
こ
と
V
を
認
識
で
き
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
存
在
者
の
単
純
性
と
い
う
何
性
そ
れ
自
体
を
直
接
的

ウ
ェ
ル
ブ
ム
と
形
象

一
五
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一
六

に
捉
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
「
神
が
単
純
な
習
性
を
有
す
る
」
と
い
っ
た
認
識
も
推
論
を
経
た
上
で
の
結
論
的
知
識
で
あ
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
内
容
に
つ
い
て
人
間
知
性
金
般
が
決
し
て
誤
り
得
な
い
と
考
え
る
こ
と
は
と
て
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
ゆ
え
先
の
「
単
純
な
何
性
」
に
つ
い
て
は
「
単
純
な
あ
り
方
を
し
て
い
る
何
性
」
と
い
う
第
二
の
解
釈
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
文
脈
上
も
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
先
述
し
た
円
の
定
義
を
三
角
形
に
当
て
は
め
た
り
「
有
翼
の
理
性
的
動
物
」
と
い
う
内
部

矛
盾
を
持
つ
定
義
を
与
え
る
と
き
の
よ
う
に
、
凋
断
で
は
な
く
何
性
の
把
握
の
場
合
に
も
讐
知
性
に
よ
る
複
合
が
混
じ
る
㎏
場
合
に
は
付
帯

的
に
誤
り
が
生
じ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
す
ぐ
後
に
、
「
以
上
の
ゆ
え
に
、
単
純
な
何
性
の
認
識
に
お
い
て
は
」
と
行
論
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
有
翼
の
理
性
的
動
物
」
と
い
う
定
義
に
表
現
さ
れ
て
い
る
何
性
の
認
識
は
、
根
互
に
両
立
し
な
い
構
成
要
素
を
複
合

し
て
い
る
が
故
に
偽
で
あ
る
が
、
そ
の
構
成
要
素
で
あ
る
「
有
翼
」
、
「
理
性
的
偏
、
「
動
物
扁
の
把
握
は
「
単
純
な
何
性
偏
の
掘
握
と
し
て
決

し
て
誤
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
「
単
純
な
何
性
」
の
認
識
に
関
し
て
人
間
の
知
性
は
「
真
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
全
く
何
も
知
性
認
識
し
て
い
な
い
か
」

の
ど
ち
ら
か
だ
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
吟
味
し
て
き
た
ウ
ェ
ル
ブ
ム
と
可
知
的
形
象
に
つ
い
て
の
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
寒
国

を
勘
案
す
る
と
き
、
こ
の
「
単
純
な
脳
性
」
に
関
す
る
人
間
知
性
の
不
潔
謬
性
は
、
知
性
認
識
作
用
の
端
緒
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
外
的
事
物

に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
知
性
の
「
変
容
」
で
あ
る
苺
知
的
形
象
に
帰
さ
れ
る
も
の
だ
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
可
知
的
形
象
が
人
間
知
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
V

の
う
ち
で
生
起
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
知
性
と
外
的
事
物
と
の
「
接
触
」
の
結
果
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
生
起
し
た
可
知
的
形
象

を
素
材
と
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
長
い
探
求
を
経
て
、
ウ
ェ
ル
ブ
ム
と
い
う
認
識
作
朋
の
終
極
に
位
鐙
づ
け
ら
れ
る
概
念
を
獲
得
す
る
の

で
あ
り
、
そ
の
過
程
で
は
し
ぼ
し
ば
誤
謬
に
陥
る
。
し
か
し
、
探
求
が
何
か
岡
　
の
事
物
に
つ
い
て
の
探
求
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
保
さ

れ
て
い
な
け
れ
ぽ
、
探
求
は
そ
も
そ
も
探
求
で
あ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
探
求
の
端
緒
と
な
る
「
接
触
」
の
場
面
で
は
、
接
触
の

結
果
と
し
て
の
「
単
純
な
慣
性
偏
と
外
酌
事
物
と
は
類
似
と
し
て
の
対
等
性
・
真
理
性
が
保
証
さ
れ
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ

そ
真
で
な
い
な
ら
ば
、
「
ま
っ
た
く
何
も
知
性
認
識
し
て
い
な
い
扁
、
つ
ま
り
、
そ
も
そ
も
知
性
認
識
作
用
が
そ
の
端
緒
に
も
つ
い
て
い
な
い



と
す
る
べ
き
だ
と
い
う
の
が
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
考
え
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
以
上
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
認
識
論
上
の
楽
観
主
義
者
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う

に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
「
複
合
的
な
真
性
」
の
把
握
と
判
断
に
よ
る
ウ
ェ
ル
ブ
ム
の
形
成
過
程
で
は
わ
れ
わ
れ
の
知
性
に
は

い
つ
も
誤
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
限
り
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
を
楽
観
主
義
者
と
呼
ぶ
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
。
し
か
し
、
「
単

純
な
何
性
」
の
把
握
（
と
い
う
よ
り
生
起
）
は
知
性
の
意
識
さ
れ
た
能
動
的
作
用
の
産
物
で
は
な
く
外
的
世
界
と
の
接
触
に
よ
る
も
の
と
し

て
常
に
真
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
す
る
な
ら
ぽ
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
を
楽
観
主
義
者
と
呼
ぶ
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
函
嶺
な
こ
と
で
は

な
い
の
で
あ
る
。

四
節
　
「
真
と
し
て
存
在
す
る
知
性
」
と
正
当
化
の
問
題

　
最
後
に
、
認
識
に
お
け
る
正
当
化
の
問
題
と
の
連
関
で
、
こ
れ
ま
で
の
吟
昧
を
整
理
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
認
識
理
論
は

内
在
主
義
的
な
も
の
と
言
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
ウ
ェ
ル
ブ
ム
に
関
す
る
限
り
、
内
在
主
義
的
な
理
論
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
ウ
ェ
ル
ブ
ム
と
は
わ
れ
わ
れ
の
知
性
が
生
み
だ
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ウ
ェ
ル
ブ
ム
と
い
う
心
的
状
態
に
対
し
て
人
間
知
性

は
直
接
に
接
近
で
き
る
。
そ
し
て
、
外
的
世
界
に
つ
い
て
の
人
間
知
性
の
認
識
は
ウ
ェ
ル
ブ
ム
を
獲
得
す
る
ま
で
は
完
遂
さ
れ
な
い
の
で
あ

る
以
上
、
ウ
ェ
ル
ブ
ム
と
い
う
こ
こ
ろ
の
内
部
に
あ
る
何
ら
か
の
存
在
者
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
信
念
は
知
識
の
身
分
を
得
て
い
る
と
ア
ク

ィ
ナ
ス
は
見
な
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
常
に
強
調
す
る
の
で
あ
る
が
、
「
真
理
」
が
成
立
す
る
の
は

知
性
の
判
断
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
外
的
事
物
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
判
断
こ
そ
が
知
性
で
あ
る
限
り
で
の
知
性
に
固
有
な
も
の
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
何
性
の
単
純
把
握
は
外
的
事
物
の
類
似
に
す
ぎ
な
い
と
見
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
代
表
的
な
『
真
理
論
』
の
テ

キ
ス
ト
を
引
用
し
よ
う
。

　
　
　
事
物
の
何
性
を
形
成
し
て
い
る
知
性
と
い
う
の
は
、
魂
の
外
に
存
在
し
て
い
る
事
物
の
類
似
で
し
か
な
い
。
そ
れ
は
可
感
的
形
象
を

ウ
ェ
ル
ブ
ム
と
形
象

一
七
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八

　
　
受
け
取
っ
て
い
る
限
り
で
の
感
覚
も
そ
う
で
あ
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
知
性
が
把
握
さ
れ
た
事
物
に
つ
い
て
判
断
し
は
じ
め

　
　
る
と
き
に
、
知
性
の
判
断
そ
れ
自
体
は
外
の
事
物
の
内
に
は
磨
い
だ
さ
れ
な
い
、
知
性
に
固
有
な
何
か
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
真
理
論
隔
第
一
問
三
項
主
文
）

　
何
性
の
単
純
把
握
と
い
う
は
た
ら
き
に
お
い
て
も
、
知
性
と
外
的
事
物
と
の
問
に
た
し
か
に
類
似
と
い
う
関
係
が
成
立
し
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
の
関
係
を
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
そ
れ
に
よ
っ
て
「
事
物
と
知
性
と
の
合
致
」
と
し
て
の
真
理
を
認
識
す
る
と
い
う
関
係
で
は
な
い
と
み
な

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
真
理
が
成
立
す
る
の
は
知
性
の
外
的
事
物
に
対
す
る
、
単
純
把
握
を
越
え
た
高
次
の
関
係
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
異
な
っ
た
種
類
の
関
係
が
次
め
テ
キ
ス
ト
に
よ
く
表
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
そ
れ
ゆ
え
た
し
か
に
、
何
ら
か
の
事
物
に
関
し
て
感
覚
が
真
で
あ
る
と
か
、
「
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
知
性

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

　
　
る
。
（
中
略
）
そ
れ
ゆ
え
、
感
覚
や
「
何
で
あ
る
か
」
を
認
識
し
て
い
る
知
性
に
お
い
て
真
理
が
存
在
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

　
　
何
ら
か
の
真
な
る
事
物
の
う
ち
に
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
認
識
者
の
う
ち
に
認
識
さ
れ
た
も
の
と
し
て

　
　
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
後
者
を
「
真
」
と
い
う
名
称
は
舎
畏
し
て
い
る
。
知
性
の
完
成
で
あ
る
真
と
は
認
識
さ

　
　
れ
た
も
の
と
し
て
の
真
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
職
神
学
大
ム
血
㎞
　
一
部
脾
粥
一
六
問
二
瑠
ぐ
王
文
）

　
こ
の
門
知
性
が
糞
で
あ
る
こ
と
（
真
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
）
」
と
「
知
性
が
真
を
認
識
す
る
、
あ
る
い
は
語
る
こ
と
」
の
区
劉
が
何
性

の
掘
握
と
判
断
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
感
覚
認
識
と
器
性
に
つ
い
て
の
知
性
的
単
純
把
握

と
の
問
の
差
異
に
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
す
こ
し
も
言
及
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
感
覚
は
反
省
的
な
は
た
ら
き
を
な

し
え
な
い
が
知
性
に
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
差
異
が
常
に
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
両
者
の
平
行
性
だ
け
が
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
何
性
の
単
純
把
握
と
い
う
知
性
の
は
た
ら
き
が
非
反
省
的
な
も
の
で
あ
る
と
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
・
王
張



し
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
真
を
真
と
し
て
認
識
し
て
い
る
判
断
に
お
い
て
は
、
人
間
知
性
は
自
己
に
固
有
な
も
の
と

し
て
の
真
理
の
成
立
に
つ
い
て
な
ん
ら
か
の
意
識
的
で
反
省
的
な
認
識
を
持
っ
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
と
は
対
照
的
な
の
で
あ
る
。

外
的
事
物
の
何
性
を
人
間
知
性
が
保
持
し
て
い
る
と
き
に
、
何
か
を
真
だ
と
認
識
し
て
お
ら
ず
そ
の
事
物
に
つ
い
て
の
意
識
を
持
っ
て
い
な

い
に
し
て
も
、
そ
の
知
性
は
「
真
で
あ
る
」
と
語
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
の
で
あ
る
。
引
用
し
た
テ
キ
ス
ト
の
「
何
ら
か
の
真
な
る
事
物
の
う

ち
に
存
在
し
て
い
る
よ
う
な
真
理
」
と
い
至
蕎
葉
が
、
こ
の
事
態
を
表
現
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
事
物
が
そ
れ
に
固
有
の
本
性
を
持
つ
も

の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
き
に
、
そ
の
「
事
物
が
真
で
あ
る
、
本
物
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
何
性
を
捉
え
て
い
る
状

態
の
「
知
性
は
真
で
あ
る
、
本
物
で
あ
る
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
知
性
に
固
有
な
も
の
と
し
て
の
判
断
の
真
理
に
お
い
て
は
た
し
か
に
内
在
主
義
的
な
立
場
が
明
ら
か
で
あ

る
と
し
て
も
、
何
性
の
単
純
把
握
に
関
し
て
は
そ
う
簡
単
に
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
内
在
主
義
的
だ
と
は
雷
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
何
性
と
い
っ
て

も
「
単
純
な
何
性
」
と
い
わ
ば
「
複
合
的
な
蔓
性
」
の
相
違
が
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
前
節
で
の
吟
味
を
受
け
入
れ
る
な
ら
ぽ
、

外
的
事
物
に
よ
る
知
性
の
変
容
・
刻
印
と
し
て
の
可
知
的
形
象
の
生
起
は
、
知
性
内
部
で
生
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
も
、
知
性
自
身

に
は
接
近
不
可
能
な
出
来
事
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
何
ら
か
の
真
な
る
事
物
の
う
ち
に
存
在
し
て
い
る
よ
う
な
」
と
い
う
真
理
の
あ
り
方
は
、

そ
の
可
知
的
形
象
の
生
起
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
可
知
的
形
象
と
い
う
知
性
認
識
の
発
端
（
あ
る
い
は
原
理
）

に
つ
い
て
は
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
内
在
主
義
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
な
い
と
雷
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
認
識
理
諭
を
考
え
る
と
き
に
ウ
ェ
ル
ブ
ム
と
可
知
的
形
象
と
い
う
二
つ
の
類
似
の
区
別

と
関
係
を
理
解
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
彼
の
立
場
を
現
代
の
認
識
理
論
や
知
識
論
の
な
か
で
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
と
り

わ
け
そ
う
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
本
稿
で
の
吟
味
の
結
果
分
か
っ
た
の
は
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
理
論
が
表
象
説
と
直
接
実
在
論
、

ウ
ェ
ル
ブ
ム
と
形
象

一
九
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二
〇

認
識
に
関
わ
る
楽
観
・
王
義
と
悲
観
主
義
、
そ
れ
に
内
在
・
王
義
と
外
在
主
義
と
い
っ
た
対
抗
す
る
諸
理
論
の
ア
マ
ル
ガ
ム
の
よ
う
な
曖
昧
な
も

の
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
見
る
角
度
を
変
え
る
と
ち
が
つ
た
色
を
放
つ
プ
リ
ズ
ム
の
よ
う
な
も
の
で
し
か
な
い
と
い
う
批

判
は
蔦
能
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
よ
う
な
批
判
の
意
義
は
認
め
る
と
し
て
も
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
理
論
が
両
立
不
可
能
な
諸
芸
薗
の
混
合
に
し
か
見
え
な
い
の
は
、
現
代

的
な
枠
組
を
無
批
判
に
前
提
し
て
い
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
と
、
考
え
て
み
る
必
要
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
8
ぴ
Q
＝
三
〇
や

凶
湾
①
葭
α
q
興
①
と
い
う
語
に
よ
っ
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
現
在
「
認
識
」
と
か
「
理
解
す
る
」
と
か
い
っ
た
雷
葉
で
表

現
し
て
い
る
こ
と
と
は
、
も
し
か
し
た
ら
大
き
く
異
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
「
何
か
を
理
解
し
て
い
る
」
と
語
る

と
き
に
は
、
そ
の
何
か
に
つ
い
て
の
意
識
を
現
に
持
っ
て
い
る
か
、
そ
の
つ
も
り
に
な
れ
ぽ
す
ぐ
に
持
つ
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
含
意
さ
れ

て
い
る
。
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
ウ
ェ
ル
ブ
ム
に
よ
る
貯
8
毎
鐙
①
お
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
が
奮
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
外
的
事

物
に
つ
い
て
の
可
知
的
形
象
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
状
態
の
知
性
に
つ
い
て
は
、
そ
う
で
は
な
い
。
可
知
的
形
象
と
は
駒
暮
亀
磯
⑦
冨
と
い
う

は
た
ら
き
を
発
動
さ
せ
る
最
初
の
一
歩
で
あ
っ
て
、
意
識
化
と
い
う
ぎ
轡
⑦
謹
鷺
冨
を
可
能
に
す
る
根
拠
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
自
体
は
意
識

化
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
の
が
本
稿
の
解
釈
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
人
間
の
知
性
は
「
欝
知
的
形
象
に
よ
っ
て
葺
①
磨

薦
窪
①
す
る
」
と
い
う
語
り
方
を
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
凶
簿
Φ
笹
継
q
㊦
惹
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
出
来
事
は
、
わ
れ
わ
れ
の
雷
う

「
理
解
」
よ
り
も
領
域
が
広
く
、
幡
を
持
っ
た
プ
ロ
セ
ス
全
体
を
指
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
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は
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さ
れ
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も
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な
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燈
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全
体
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る
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は
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う
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向
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ら
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に
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ら
れ
て
い
る
の
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あ
る
。
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じ
る
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で
き
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認
識
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れ
る
世
界
と
認
識
す
る
知
性
と
が
岡
じ
神
に
よ
っ
て
、
同
じ
目
的
の
た
め
に
劇
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て
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る
限
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で
の
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の
な
か
に
お
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て
で
は
な
く
、
世
界
の
中
で
の
人
間
本
性
の
位
置
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
．
い
う
の
が
、
ア
ク
ィ

ナ
ス
の
最
終
的
な
立
場
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
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開
催
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際
中
世
哲
学
会

　
れ
た
英
語
の
原
稿
を
基
礎
に
し
て
い
る
。
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

Verbum and　SPecies　in　Thomas　Aquinas’s

　　Theory　of　Cognition

　　　　　　　　　　　　　　Shinsuke　KAwAZoE

Professor　of　the　History　of　Western　Medievel　Philosophy

　　　　　　　　　　　　Graduate　School　of　Letters

　　　　　　　　　　　　　　　　　Kyoto　University

　　Over　the　past　few　decades　a　considerable　number　of　studies　have　been　made　on

the　following　different　questions　all　of　which　are　indispensable　for　understanding

accurately　the　theory　of　cognition　in　Thomas　Aquinas．

1．　ls　Aquinas　an　intemalist　or　an　externalist？

2．　ln　what　sense　can　we　call　him　an　epistemological　optimist？

3．　ls　he　a　representationalist　or　a　direct　realist？

　　We　believe　that　it　is　possible　and　meaningful　to　discuss　them　together　to

understand　his　theory　of　cognition．　lt　is，　needless　to　say，　because　these　questions

are　closely　related　each　others，　but　it　is　not　all　of　my　reasons　to　do　so．　For　it　seems

that　the　notion　of　verbztm　（or　concePtits，　concePtio，　intentio　intellecta）　could　be　a

connecting　knot　of　the　three　djfferent　problems．　Especially，　vvThat　is　pivota3　here　for

us　is，　1　assume，　to　clarify　in　what　manner　the　notion　of　verbum　is　characterized　by

Aquinas　in　contrast　with　that　of　sPec21es　intelligibilis．

　　First，　we　will　begin　by　considering　in　what　way　Aquinas　differentiated　the

verbttm　from　the　species　i7ztelligibilis　whi？e　taking　both　of　them　as　some　media　or

“similitudines”　by　which　（quo）　our　intellect　cognize　the　extramental　worlcl．

Sl）ecies　is　regarded　as　the　beginning　of　our　intellectual　cognition　process　while

verbum　is　taken　as　a　“formata”　（product）　by　our　intellect’s　active　operation

which　presupposes　the　“informatio”　by　the　sPecies．

1



　　This　di’fferentiation　by　Aquinas　o’f　the　two　mental　resemblances　will　elucidate

tlae　qLiestion　w・hether　he　is　a　representationalist　or　a　direct　realist．　lf　the　re－

presentationalism　claims　that　any　1〈ind　of　mental　i’epresentation　needs　to　be

accessible　to　the　cognizer，　Aquinas　cannot　be　called　a　representationalist．　lt　is

because　his　theory　requires　the　sPecies　xvhich　represents　the　outer　world　and　o’f

which　the　cognizer　caRnot　have　any　awareness．

　　As　to　the　second　question　whetlaer　Aquinas　was　an　epistemological　optimist，　we

could　safel＞r　claim　that　he　is　an　optimist　in　the　sense　that　we　easily　mal〈e　mistakes

in　the　f’ormation　of　verbttm　which　requires　our　intellect’s　compositional　operations．

Aquinas　acknowledges，　howexrer，　that　species’s　“informatio”　of　simple　quiddity　is

always　veridical　because　it　includes　no　active　composition　by　our　intellect，　which

cotild　not　let　us　cal｝　him　an　epistemological　optimist　in　its　full　sense．

　　Concerning　the　fk－st　intemalist／externalist　qtiestion　as　well，　we　could　conclude

that　Aquinas’s　theory　of　cognition　would　adiinit　the　validity　of　the　both　of　tlie

see面ngly　inco1算patible　positions，　for　it　Heeds　to　have　both　of蜘。～’es　and〃ω加1π

as　indispensable　media　of　ourintellectual　cogRition．　SPecies　does　not　appear　to　our

consciousness　in　our　first－order　cognition　about　the　extramental　things，　while

witliout　it　our　intellect　¢ould　not　form　the　verbttm　of　thein　which　appears，　needless

to　say，　to　our　aw・areness　as　the　end　of　our　cognitive　process．　Aquinas　is　an

intemalist　as　to　the　characterization　of　the　vej’bum，　but　according　to　hlm　our

intellectual　cognition　as　a　whole　is　supported　by　the　sPecies　the　warrant　of　which

is　not　the　internal．　evidence　in　our　consciousness．

Aik　Attempt　at　Phenomenology　of　Scientific　Works
　　Interaction　between　algebraic　and　geometric　perspectives，

　　with　reference　to　the　noeion　of　locality　in　quantum　physics

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の・

　　　　　　　　　　　Masaki　HARADA

　　　　　Associate　Professor　of　Philosophy，

Department　of　Human　Developmental　Science，

　　　　　Sendai　Shirayuri　Women’s　College．

　　G．一G．　Granger　considers　science　as　“works”，　which　fix　concepts，　and　which　go

beyond　their　author＄’　consciottsness　because　of　their　fixed　structure．　With　recourse

to　his　notion　of　“work”，　this　paper　proposes　’a　“phenomenology　of　scientific

works”，　as　distinguished　from　Husserl’s　pure　phenomenology．　“Phenomenology　of

2


