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一
　
は
じ
め
に

プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
中
核
に
あ
る
形
而
上
学
説
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
、『
パ
イ
ド
ン
』
に
お
い
て
、
登
場
人
物
の
ソ
ク
ラ
テ
ス

が
対
話
相
手
の
ケ
ベ
ス
か
ら
出
さ
れ
た
反
論
に
応
答
し
て
い
く
箇
所 

（95a4 -107b10

） 

の
重
要
性
は
、
プ
ラ
ト
ン
著
作
集
の
な
か
で
も

一
二
を
争
う
。
し
か
し
そ
こ
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
提
示
す
る
説
に
関
し
て
は
、
そ
の
基
本
的
理
解
の
水
準
で
も
、
学
者
た
ち
の
間
で
同
意

が
成
立
し
て
お
ら
ず
、
学
者
た
ち
は
対
立
す
る
立
場
を
と
り
な
が
ら
論
争
を
続
け
て
い
る
。
現
状
で
は
、
プ
ラ
ト
ン
哲
学
は
そ
の
基
本

構
造
に
お
い
て
も
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
一
般
的
に
は
こ
こ
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
提
示
す
る
説
は
、
日
本
語
で
「
イ
デ
ア
原
因
論
」、
英
語
で
は
大
文
字
で
は
じ
ま

るForm
s

と
い
う
言
葉
を
使
っ
てthe theory of Form

s as causes

な
ど
と
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
こ
の
呼
び
方
と
こ
の
理
論
内
で
の

「
イ
デ
ア
」
に
関
す
る
基
礎
的
理
解
と
は
、
た
ん
に
『
パ
イ
ド
ン
』
の
議
論
か
ら
取
り
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
多
く
を
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
証
言
に
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る（

1
）

。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
形
而
上
学
』
に
よ
る
と
、
プ
ラ
ト
ン
は
倫
理
学
的
領
域
で
普

遍
を
探
究
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
を
引
き
継
ぐ
が
、
そ
の
普
遍
を
離
在
さ
せ
て
「
イ
デ
ア
」 （

） 

と
呼
ん
だ
と
い
う（

2
）

。
多
く

の
学
者
た
ち
は
、
こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
証
言
に
も
と
づ
き
、
い
わ
ゆ
る
「
超
越
的
イ
デ
ア
」 （transcendent Form

s

） 

が
は
じ
め

早
　
瀬

　
　
　
篤

プ
ラ
ト
ン
『
パ
イ
ド
ン
』
に
お
け
る
形
相
原
因
説
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四
四

て
本
格
的
に
論
じ
ら
れ
る
の
が
こ
の
対
話
篇
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
箇
所
で
そ
の
よ
う
な
「
イ
デ
ア
」
を
原
因
と
す
る
理
論
が
提
示
さ
れ

る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

『
パ
イ
ド
ン
』
で
は102b1

で

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
お
り
、

と

と
は
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
は
あ
る
も
の

の
、
交
換
可
能
な
表
現
な
の
で
、
こ
れ
が
「
イ
デ
ア
原
因
論
」
と
い
う
呼
び
方
の
直
接
の
典
拠
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し

と
い
う
言
葉
は
、
日
常
用
語
と
し
て
の
用
例
は
さ
て
お
き
、
哲
学
用
語
と
し
て
も
、
プ
ラ
ト
ン
が
哲
学
的
探
究
の
さ
ま
ざ
ま
な

場
面
で
使
う
言
葉
で
あ
る
。
例
え
ば
、
初
期
の
『
ヒ
ッ
ピ
ア
ス
（
大
）』
で
は
美
し
さ
の
定
義
が
探
究
さ
れ
る
が
、「
す
べ
て
の
美
し
い

も
の
は
美
し
さ
に
よ
っ
て
美
し
い
」 （

 287c8 -d1

） 

と
確
認
さ
れ
た
後
で
、
こ
の
「
美
し
さ

に
よ
っ
て
」
は
「
あ
の

が
付
け
加
わ
る
と
き
に
」 （289d4

） 

と
言
い
換
え
ら
れ
る
。
ま
た
中
期
の
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
で
は
、「
錯

乱
を
、
我
々
の
う
ち
に
本
性
的
に
あ
る
ひ
と
つ
の

と
見
做
し
た
上
で
」 （266a2 -3

）、
そ
れ
を
分
割
し
て
い
く
と
い
う
手
法
が
、

分
割
の
手
続
き
の
例
と
し
て
示
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の

に
関
し
て
は
、『
パ
イ
ド
ン
』
の
問
題
と
な
る
箇
所
と
異
な
り
、
学
者
た

ち
は
一
般
的
に
「
イ
デ
ア
」 （Form
s

） 

と
見
做
す
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
少
な
く
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の

（
あ
る
い
は
そ
れ
と
交
換
可
能
な

） 

は
「
形
相
」「
実
相
」「
相
」、
英
語
な
ら
小
文
字
で
は
じ
ま
るform

s

と
訳
す
の
が
一
般
的
で

あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
学
者
た
ち
が
『
パ
イ
ド
ン
』
で
提
示
さ
れ
る
理
論
を
「
イ
デ
ア
原
因
論
」
と
呼
ぶ
と
き
に
、
す
で
に
そ
れ

が
右
に
引
用
し
た
『
ヒ
ッ
ピ
ア
ス
（
大
）』
や
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
の
箇
所
に
現
れ
る

と
は
異
な
る

が
問
題
に
な
っ
て
い
る

と
想
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
想
定
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
証
言
に
依
拠
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
そ
し
て
こ

の
想
定
に
も
と
づ
い
て
『
パ
イ
ド
ン
』
で
提
示
さ
れ
る
説
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
学
者
た
ち
は
対
立
す
る
立
場
に
帰
属
し
て
、

深
刻
な
諸
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
本
稿
で
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
報
告
を
い
っ
た
ん
保
留
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
の
テ
ク
ス
ト
に
立
ち
戻
っ
て
こ
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五

の
箇
所
を
考
え
直
し
た
い
と
思
う
。
ま
ず
、
従
来
の
「
イ
デ
ア
原
因
論
」
と
い
う
呼
び
方
を
保
留
し
、
よ
り
中
立
的
な
「
形
相
原
因

説
」
と
い
う
呼
び
方
を
採
用
し
た
い（

3
）

。
そ
し
て
「
イ
デ
ア
論
」
を
読
み
込
む
解
釈
（
イ
デ
ア
解
釈
）
が
共
通
に
も
つ
特
性
を
抽
出
し

て
、
そ
れ
と
異
な
る
道
を
歩
ん
で
「
形
相
原
因
説
」
を
よ
り
整
合
的
に
解
釈
で
き
な
い
か
を
考
察
す
る
。
さ
ら
に
そ
の
別
の
道
か
ら

「
形
相
原
因
説
」
の
も
つ
意
味
と
役
割
を
改
め
て
見
定
め
よ
う
と
試
み
る
。
こ
の
重
要
問
題
に
は
今
後
も
多
く
の
議
論
を
積
み
重
ね
て

い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
は
疑
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
私
は
こ
の
よ
う
な
手
続
き
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
プ
ラ
ト
ン
の
形
而
上
学
説
を
理

解
す
る
た
め
に
重
大
な
貢
献
が
で
き
る
と
信
じ
る
の
で
あ
る
。

以
下
で
は
次
の
よ
う
な
手
順
で
議
論
を
進
め
た
い
。
ま
ず
、
第
二
節
に
お
い
て
形
相
原
因
説
が
提
示
さ
れ
る
箇
所
と
そ
の
前
後
の
文

脈
を
確
認
し
、
ま
た
形
相
原
因
説
を
め
ぐ
っ
て
こ
れ
ま
で
学
者
た
ち
の
間
で
議
論
さ
れ
て
き
た
二
つ
の
主
要
問
題
を
確
認
す
る
。
そ
の

ひ
と
つ
目
は
形
相
の
存
在
論
的
身
分
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
り
、
二
つ
目
は
形
相
原
因
説
の
有
意
義
性
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
第
三
節

と
第
四
節
は
ひ
と
つ
目
の
主
要
問
題
を
議
論
す
る
。
ま
ず
第
三
節
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
提
示
さ
れ
て
き
た
解
釈
を
確
認
す
る
。
従
来

の
学
者
た
ち
は
「
イ
デ
ア
解
釈
」
を
と
る
点
で
は
一
致
す
る
が
、「
離
在
解
釈
」
と
「
内
在
解
釈
」
と
い
う
二
つ
の
陣
営
に
分
か
れ

る
。
両
陣
営
と
も
対
抗
陣
営
に
対
し
て
深
刻
な
諸
問
題
を
提
起
し
て
お
り
、
現
状
で
は
行
き
詰
ま
り
に
陥
っ
て
い
る
。
続
く
第
四
節
で

は
、
こ
の
行
き
詰
ま
り
を
打
開
す
る
た
め
の
私
自
身
の
新
し
い
解
釈
を
提
示
す
る
。
私
は
「
イ
デ
ア
解
釈
」
の
枠
組
み
を
撤
廃
し
、
例

え
ば
美
し
さ
の
形
相
が
そ
れ
自
体
で
も
、
ま
た
或
る
事
物
の
う
ち
に
も
存
在
す
る
と
い
う
新
た
な
枠
組
み
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
二
つ

の
陣
営
か
ら
提
示
さ
れ
た
深
刻
な
諸
問
題
が
す
べ
て
解
消
さ
れ
、
整
合
的
な
解
釈
を
与
え
ら
れ
る
と
論
じ
る
。
第
五
節
で
私
は
二
つ
目

の
主
要
問
題
に
取
り
組
み
、
従
来
学
者
た
ち
が
形
相
原
因
説
は
情
報
皆
無
で
あ
る
と
主
張
す
る
と
き
に
示
す
根
拠
が
誤
っ
て
い
る
こ
と

を
示
し
、
形
相
原
因
説
は
定
義
探
究
の
出
発
点
を
構
成
す
る
と
い
う
意
味
で
哲
学
的
に
有
意
義
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
。
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四
六

二
　
形
相
原
因
説
の
お
か
れ
る
文
脈
と
二
つ
の
主
要
問
題

ま
ず
は
問
題
と
な
る
テ
ク
ス
ト
の
内
容
と
そ
の
主
要
問
題
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
る
形
相
原
因
説
の

説
明 

（100b1 -e4

） 

は
ご
く
簡
潔
で
あ
り
、
長
さ
に
し
て
1
ス
テ
パ
ヌ
ス
ペ
ー
ジ
に
も
満
た
な
い
。
し
か
し
形
相
原
因
説
を
め
ぐ
る
解

釈
上
の
主
要
問
題
お
よ
び
学
者
た
ち
の
こ
れ
ま
で
の
論
争
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
箇
所
だ
け
に
焦
点
を
絞
る
の
で
は
不

十
分
で
あ
り
、
前
後
の
文
脈
も
視
野
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
ま
ず
最
初
に
、
形
相
原
因
説
が
提
示
さ
れ
る

箇
所
を
前
後
の
文
脈
の
な
か
に
位
置
づ
け
、
関
連
す
る
部
分
を
辿
り
直
し
、
そ
の
後
で
、
こ
の
説
を
解
釈
す
る
上
で
の
主
要
問
題
を
確

認
す
る
と
い
う
手
続
き
を
と
る
こ
と
に
し
た
い
。

も
と
も
と
形
相
原
因
説
が
提
示
さ
れ
る
契
機
と
な
る
の
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
相
手
ケ
ベ
ス
の
反
論
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、

死
後
に 

（
哲
学
者
の
） 

魂
は
善
き
神
々
の
も
と
に
赴
く
と
い
う
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る 

「
循
環
議
論
」 （70c4 -72d10

）

「
想
起
説
」 （73c1 -77a5

） 「
親
和
性
議
論
」 （78b4 -80c1

） 

と
い
う
三
つ
の
議
論
を
提
示
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ケ
ベ
ス
は
、
一
方

で
、
こ
れ
ら
の
議
論
に
よ
っ
て
、
魂
が
身
体
に
宿
る
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
魂
が
身
体
よ
り
も
頑
強
で
永
続
的
で
あ
る

こ
と
は
十
分
に
証
明
さ
れ
た
と
認
め
る
が
、
他
方
で
、
魂
が
転
生
を
繰
り
返
し
た
く
さ
ん
の
身
体
を
使
い
果
た
し
た
後
、
つ
い
に
は
消

滅
す
る
と
い
う
可
能
性
が
残
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る 

（86e6 -88a1

）。
そ
し
て
彼
は
、
魂
が
そ
の
本
性
に
お
い
て
不
死
・
不
滅
で
あ

る
と
論
証
す
る
こ
と
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
要
請
す
る
の
で
あ
る 

（88a1 -b8

）。
（
4
）

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
し
ば
ら
く
考
え
こ
ん
だ
後
で
、
ケ
ベ
ス
の
要
請
に
応
え
る
た
め
に
は
ま
ず
「
生
成
と
消
滅
に
つ
い
て
の
原
因（

5
）

を
全
体

と
し
て
徹
底
的
に
議
論
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」 （95e10 -96a1

） 

と
述
べ
て
、
次
の
よ
う
な
手
続
き
を
と
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
つ
ま
り
彼

は
、
最
初
に
、
①
生
成
と
消
滅
と
あ
る
こ
と（

6
）

の
原
因
を
め
ぐ
る
自
分
の
経
験
を
ケ
ベ
ス
に
話
し
て
聞
か
せ
、
そ
の
後
で
、
②
こ
の
経
験

談
か
ら
関
連
す
る
要
素
を
取
り
出
し
て
彼
の
反
論
に
直
接
応
答
を
す
る（

7
）

、
と
い
う
手
続
き
を
と
る
こ
と
を
提
案
す
る
の
だ 

（96a1 -3

）。
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ソ
ク
ラ
テ
ス
は
実
際
に
こ
の
手
続
き
に
沿
っ
て
議
論
を
進
め
る
の
で
、
我
々
も
①
原
因
を
め
ぐ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
経
験
談 （95e8 -102a3

）

と
②
ケ
ベ
ス
へ
の
直
接
的
応
答 

（102a11 -107b10

） 

と
の
区
分
を
利
用
し
て
、
こ
の
先
の
議
論
を
辿
っ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

 

①
原
因
を
め
ぐ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
経
験
談 

（95e8 -102a3

）

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
こ
で
、
自
分
が
こ
れ
ま
で
考
察
し
た
三
つ
の
原
因
の
説
明
方
式
と
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
自
分
の
見
解
を
ケ
ベ

ス
に
話
し
て
聞
か
せ
る
。
彼
は
ま
ず
「
自
然
学
的
原
因
説
明
」
に
つ
い
て
論
じ 

（96a5 -97b7

）、
次
に
「
知
性
に
も
と
づ
く
原
因
説

明
」
に
話
を
移
し 

（97b8 -99c6

）、
そ
し
て
最
後
に
自
ら
が
編
み
出
し
た
と
い
う 

「
形
相
原
因
説
」 

を
提
示
す
る 

（99d4 -102a3

）
（
8
）。

ソ

ク
ラ
テ
ス
は
は
じ
め
の
二
つ
の
説
明
方
式
を
結
局
の
と
こ
ろ
放
棄
し
た
と
語
る
の
で
、
こ
こ
で
は
形
相
原
因
説
だ
け
に
焦
点
を
絞
っ
て

内
容
を
確
認
し
た
い
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
（
仮
説
を
出
発
点
と
す
る
考
察
方
法
に
つ
い
て
ご
く
簡
単
に
解
説
し
た
後
で
）
形
相
原
因
説
を
二
つ
の
仮
説
と
し
て

提
示
し
て
い
る（

9
）

。
こ
れ
ら
を
「
形
相
仮
説
」
と
「
原
因
仮
説
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
テ
ク
ス
ト
で
は
最
初
に
形
相
仮
説
が
次
の
よ

う
に
提
示
さ
れ
る
。

（
P1
） 

 【
形
相
仮
説
1
】「
美
し
さ
そ
の
も
の
は
そ
れ
自
体
で
何
ら
か
の
も
の
で
あ
り（

10
）

、
そ
し
て
善
さ
や
大
き
さ
も
、
そ
れ
か
ら
他
の
す

べ
て
の
も
の
も
そ
れ
自
体
で
何
ら
か
の
も
の
で
あ
る
」 （

） （100b6 -7

）

 

（
こ
れ
以
降
、
簡
潔
さ
の
た
め
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
使
う
「
美
し
さ
」「
善
さ
」「
大
き
さ
」
な
ど
の
言
葉
を
必
要
に
応
じ
て
一
般
的
に

「
F
さ
」
と
表
す
こ
と
に
し
た
い（

11
）

。） 

ケ
ベ
ス
が
こ
の
仮
説
を
立
て
る
こ
と
に
同
意
す
る
と
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
続
い
て
原
因
仮
説
を
提
示
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す
る
。
原
因
仮
説
は
は
じ
め
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
る
。

（
P2
） 

 【
原
因
仮
説
1
】「
も
し
美
し
さ
そ
の
も
の
を
除
い
て
何
か
他
の
も
の
が
美
し
い
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
あ
の
美
し
さ
を
分
有
す
る

こ
と
を
原
因
と
し
て
美
し
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
ま
っ
た
く
何
も
原
因
と
し
な
い
」 （

） （100c4 -6

）

し
か
し
す
ぐ
後
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は 

（
P2
） 

に
補
足
説
明
を
加
え
る
。
つ
ま
り
、
原
因
仮
説
を
記
述
す
る
さ
い
に
は
、「
あ
の
美
し
さ
を
分

有
す
る
こ
と
」
と
い
う
表
現
で
は
な
く
、
あ
の
美
し
さ
が
「
現
在
す
る
こ
と
」 （

） 

あ
る
い
は
「
共
有
関
係
を
も
つ
こ

と
」 （

） 

な
ど
の
表
現
を
使
用
し
て
も
か
ま
わ
な
い
、
と
断
る
の
で
あ
る 

（100d4 -7

（
12
）

）。
だ
か
ら
、（
P2
） 

は
原
因
仮
説
の
唯

一
の
記
述
方
式
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
事
実
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
原
因
仮
説
を
次
の
よ
う
に
記
述
し
直
し
て
い
る
。

（
P3
） 

 【
原
因
仮
説
2
】「
全
て
の
美
し
い
も
の
は
美
し
さ
に
よ
っ
て
美
し
く
な
る
」 （

（
13
）

） （100d7 -8

）

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
発
言
に
も
と
づ
い
て
形
相
原
因
説
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
確
認
さ
れ
た 

（
P1
） 

の
「
形
相
仮
説
」
と

（
P2
）、（
P3
） 

の
「
原
因
仮
説
」
と
の
組
み
合
わ
せ
が
主
要
な
手
が
か
り
と
な
る
。

し
か
し
こ
の
他
に
、
死
刑
直
前
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
議
論
を
回
想
・
報
告
し
て
い
る
パ
イ
ド
ン
が
、
形
相
原
因
説
を
自
分
の
言
葉
で
述

べ
直
す
箇
所
が
あ
る
。
彼
は
、
ち
ょ
う
ど
ケ
ベ
ス
へ
の
直
接
的
応
答
に
移
行
す
る
場
面
で
形
相
原
因
説
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
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（
P4
） 

 「
以
上
の
こ
と
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
同
意
さ
れ
る
と
、
つ
ま
り
【
形
相
仮
説
2
】
も
ろ
も
ろ
の
形
相
の
そ
れ
ぞ
れ
が
何
ら
か
の
も

の
で
あ
る
こ
と 

（

）、
そ
し
て
【
原
因
仮
説
3
】
そ
の
他
の
も
の
は
こ
れ
ら
の
も
の
を
分
有
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
呼
び
名
を
も
つ
こ
と 

（

） 

が
同
意
さ
れ
る
と
、
そ
の
後
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
次
の
よ
う
に
尋
ね
ま
し
た
」 （102a11 -b3

）

こ
こ
で
「
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
呼
び
名
を
も
つ
」
と
は
、
例
え
ば
或
る
人
が
「
美
し
さ
」
の
形
相
を
分
有
す
る
こ
と
で
「
美
し
い
」
と
呼

ば
れ
る
よ
う
に
、
或
る
も
の
が
F
さ
の
形
相
を
分
有
す
る
こ
と
で
F
と
呼
ば
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
パ
イ
ド
ン
の
発
言
は
、
こ

の
対
話
篇
で
は
じ
め
て
「
形
相
」
と
い
う
表
現
を
テ
ク
ニ
カ
ル
な
意
味
で
使
う 

― 

そ
こ
か
ら
我
々
は
こ
の
原
因
説
明
を
「
形
相
原
因

説
」
と
呼
ぶ 

― 

と
い
う
点
で
注
目
す
べ
き
箇
所
で
あ
る
だ
け
な
く
、
①
原
因
を
め
ぐ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
経
験
談
と
②
ケ
ベ
ス
へ
の
直

接
的
応
答
と
の
つ
な
が
り
を
我
々
に
再
び
思
い
起
こ
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
も
重
要
で
あ
る
。

 

②
ケ
ベ
ス
へ
の
直
接
的
応
答 

（102a11 -107b10
）

形
相
原
因
説
の
提
示
の
あ
と
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ケ
ベ
ス
へ
の
直
接
的
応
答
に
着
手
す
る
。
こ
の
議
論
は
三
段
階
に
区
分
で
き
る

が
、
本
稿
の
議
論
に
と
っ
て
と
く
に
重
要
な
の
は
第
一
段
階 
（102b3 -103a3

） 

で
あ
り
、
そ
れ
は
、
シ
ミ
ア
ス 

（
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
も
う

一
人
の
対
話
相
手
） 

が
「
も
つ
」 （102c3 

） 

あ
る
い
は
「
シ
ミ
ア
ス
の
う
ち
に
あ
る
」 （102b5 

） 

と
言
わ

れ
る
「
大
き
さ
」
と
「
小
さ
さ
」
を
例
と
す
る
議
論
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ま
ず 

（
i
） 「
シ
ミ
ア
ス
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
よ
り
も
大
き

い
」
と
い
う
事
態
が
成
立
す
る
と
き
、
そ
の
原
因
は
「
シ
ミ
ア
ス
が
も
つ
大
き
さ
」 （102c2 -3 

） 

あ

る
い
は
「
シ
ミ
ア
ス
が
大
き
さ
を
も
つ
」 （cf. 102c4 -5 
（
14
）

）
こ
と
で
あ
る
と
確
認
す
る
。
そ
し
て
彼
は
次
に
、

も
と
も
と 

（
ⅰ
） 

の
事
態
が
成
立
し
て
い
た
が
、
シ
ミ
ア
ス
と
比
較
さ
れ
る
対
象
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
パ
イ
ド
ン
に
変
わ
り
、
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（
ⅱ
） 「
シ
ミ
ア
ス
は
パ
イ
ド
ン
よ
り
も
小
さ
い
」
と
い
う
事
態
が
成
立
す
る
場
合
を
考
え
る
。
こ
の
と
き
、
一
方
で
、
大
き
か
っ
た
シ

ミ
ア
ス
の
ほ
う
は
「
小
さ
さ
」
を
受
け
入
れ
て
、
同
じ
シ
ミ
ア
ス
の
ま
ま
で
小
さ
く
な
る
の
だ
が
、
他
方
で
、
シ
ミ
ア
ス
が
も
っ
て
い

た
「
大
き
さ
」
の
ほ
う
は
小
さ
く
は
な
れ
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
は 

（
ⅱ
） 

に
お
い
て
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
軍
事
的
メ
タ

フ
ァ
ー
を
使
っ
て
、「
小
さ
さ
」
が
攻
撃
を
仕
掛
け
る
と
き
に
は
、「
大
き
さ
」
は
撤
退
す
る
か
滅
ぼ
さ
れ
る
の
だ
と
表
現
す
る
。
こ
こ

で
確
立
さ
れ
る
こ
と
は
次
の
よ
う
に
一
般
化
で
き
る
。

（
S1
） 

 

或
る
個
物
の
う
ち
に
あ
る
F
さ
は
、
そ
の
反
対
（
こ
れ
を
「
G
さ
」
と
す
る
）
を
受
け
入
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
G
さ
が
攻
撃
を

仕
掛
け
る
と
き
に
は
、
撤
退
あ
る
い
は
消
滅
し
て
し
ま
う
。

続
く
第
二
段
階 

（103c7 -105b4

） 

で
は
新
た
に
別
の
存
在
者
が
導
入
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
或
る
F
さ
を
常
に
伴
う
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
が
何
か
を
占
拠
す
る
と
き
に
、
そ
の
占
拠
さ
れ
る
も
の
に
そ
れ
自
身
の
形
相
だ
け
で
な
く
、
そ
の
F
さ
を
も
常
に
も
た
ら
す
も
の
」

と
し
て
定
義
さ
れ
る 

（cf. 104d1 -3, 105a3 -5

）。
例
え
ば
「
火
」
は
「
熱
さ
」
を
常
に
伴
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
占
拠
す
る
も
の

に
「
火
」
だ
け
で
な
く
、「
熱
さ
」
を
も
常
に
も
た
ら
す
。
ま
た
「
３
」
は
「
奇
数
」
を
常
に
伴
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
占
拠
す
る

も
の
に
「
３
」
だ
け
で
な
く
、「
奇
数
」
を
も
常
に
も
た
ら
す
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
の
よ
う
な
存
在
者
を
導
入
し
た
上
で
、
F
さ
だ
け

で
な
く
、
こ
れ
ら
の
存
在
者
も
ま
た
F
さ
の
反
対 

（
G
さ
） 

を
決
し
て
受
け
入
れ
な
い
と
論
じ
る
。
こ
の
と
き
彼
は
再
び
軍
事
的
メ
タ

フ
ァ
ー
を
使
っ
て
、「
火
」
は
、「
冷
た
さ
」
が
攻
撃
を
仕
掛
け
る
と
き
に
は
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
な
く
、
む
し
ろ
撤
退
す
る

か
滅
ぼ
さ
れ
る
の
だ
と
表
現
す
る
。
こ
れ
も
次
の
よ
う
に
一
般
化
し
て
お
こ
う
。

（
S2
） 

 

F
さ
を
常
に
伴
い
、
あ
る
事
物
を
占
拠
す
る
と
そ
の
事
物
に
F
さ
を
常
に
も
た
ら
す
も
の
は
、
G
さ
を
受
け
入
れ
な
い
。
そ
れ
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は
、
G
さ
が
攻
撃
を
仕
掛
け
る
と
き
に
は
、
撤
退
あ
る
い
は
消
滅
し
て
し
ま
う
。

そ
し
て
最
後
の
第
三
段
階 

（105b5 -107a1

） 

で
魂
の
不
死
・
不
滅
が
導
き
出
さ
れ
、
ケ
ベ
ス
へ
の
応
答
が
完
了
す
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス

は
こ
こ
で
「
魂
」
を
第
二
段
階
で
導
入
さ
れ
た
存
在
者
に
組
み
入
れ
る
。
つ
ま
り
、「
魂
」
は
「
生
命
」
を
常
に
伴
う
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
占
拠
す
る
も
の
に
「
魂
」
だ
け
で
な
く
、「
生
命
」
を
も
常
に
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
提
案
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

（
S2
） 

で
は
問
題
と
な
る
存
在
者
に
撤
退
と
消
滅
と
い
う
二
つ
の
選
択
肢
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、「
魂
」
に
か
ぎ
っ
て
は
、「
生
命
」

の
反
対
で
あ
る
「
死
」
を
受
け
入
れ
な
い
た
め
に
「
不
死
」
で
あ
り
、
こ
の
「
不
死
」
は
「
不
滅
」
と
い
う
意
味
な
の
で
、
消
滅
と
い

う
選
択
肢
は
残
さ
れ
な
い（

15
）

。
魂
に
残
さ
れ
た
選
択
肢
は
撤
退
の
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
魂
は
「
死
」
が
攻
撃
を
仕
掛
け
る
と
き
に
も

消
滅
せ
ず
、
た
ん
に
（
善
き
神
々
の
も
と
へ
と
）
撤
退
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
は
じ
め
に
論
証

し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
帰
結
す
る
と
同
時
に
、
魂
が
本
性
的
に
不
死
・
不
滅
で
あ
る
と
証
明
す
る
よ
う
に
要
請
し
た
ケ
ベ
ス
へ
の

応
答
が
完
了
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
で
形
相
原
因
説
が
提
示
さ
れ
る
箇
所
が
前
後
の
文
脈
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
、
次
に
解
釈
上
の
主
要
問
題
へ
と
目
を
移
そ

う
。
こ
れ
ま
で
辿
っ
て
き
た
ケ
ベ
ス
の
反
論
に
対
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
応
答
は
全
体
と
し
て
形
相
原
因
説
の
理
解
に
関
わ
る
と
言
え
る

が
、
本
稿
が
照
準
を
合
わ
せ
る
の
は
、
形
相
原
因
説
の
理
解
に
直
接
的
に
関
わ
る
解
釈
上
の
問
題
で
あ
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
形
相
原
因

説
に
関
し
て
は
、
そ
の
内
実
や
意
義
の
基
礎
的
理
解
を
得
る
た
め
に
同
意
す
べ
き
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
も
、
学
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
同

意
が
成
立
し
て
い
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
と
く
に
次
の
二
つ
の
問
題
が
中
心
的
に
議
論
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
二
つ
を
主
要
問

題
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ひ
と
つ
目
は
、
形
相
の
存
在
論
的
身
分
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
ほ
ぼ
す
べ
て
の
学
者
た
ち
が
、（
P1
） 

の
形
相
仮
説
は
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「
イ
デ
ア
の
存
在
」 （the existence of Form

s

） 

を
仮
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
に
、
形
相
仮
説
で

措
定
さ
れ
る
イ
デ
ア
と
、
ケ
ベ
ス
へ
の
直
接
的
応
答
の
第
一
段
階
で
登
場
す
る
「
シ
ミ
ア
ス
が
も
つ 

（
あ
る
い
は
シ
ミ
ア
ス
の
う
ち
に

あ
る
） 
大
き
さ
」
と
が
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
が
問
題
に
な
る
。
実
際
、「
シ
ミ
ア
ス
が
も
つ
大
き
さ
」
も
ま
た
イ
デ
ア
で
あ
る

と
考
え
る
学
者
が
た
く
さ
ん
い
る
一
方
で
、
イ
デ
ア
の
存
在
論
的
身
分
に
関
す
る
自
ら
の
見
解
に
も
と
づ
い
て
こ
の
こ
と
を
否
定
し
、

む
し
ろ
そ
れ
は
「
内
在
性
格
」
あ
る
い
は
「
イ
デ
ア
コ
ピ
ー
」
と
呼
ぶ
べ
き
別
の
も
の
な
の
だ
と
主
張
す
る
学
者
も
同
様
に
た
く
さ
ん

い
る
。
こ
の
問
題
は
そ
も
そ
も
形
相
仮
説
で
何
が
措
定
さ
れ
て
い
る
の
か
に
関
わ
っ
て
お
り
、
形
相
仮
説
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に

ど
う
し
て
も
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。

二
つ
目
は
、
形
相
原
因
説
は
ど
の
よ
う
に
し
て
有
意
義
な
原
因
説
明
と
な
り
う
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
原
因
仮
説
は
例
え
ば

「
或
る
も
の
が
美
し
い
」
と
い
う
事
態
が
成
立
す
る
と
き
に
、
そ
の
原
因
を
「
そ
の
或
る
も
の
が
美
し
さ
を
分
有
す
る
」
こ
と
だ
と
特

定
す
る
。
し
か
し
多
く
の
学
者
は
、
こ
の
よ
う
な
説
明
は
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
事
態
が
成
立
す
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
と
き
に
は

ま
っ
た
く
何
の
役
に
も
立
た
な
い
の
だ
と
か
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
事
態
が
成
立
す
る
と
き
で
も
、
事
態
と
原
因
説
明
と
の
違
い
が

ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
、
原
因
仮
説
は
た
ん
な
る
同
語
反
復
で
あ
り
、
情
報
皆
無
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。
幾
人
か
の
学
者
た
ち
に

よ
っ
て
原
因
仮
説
の
有
意
義
性
を
説
明
す
る
た
め
の
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
十
分
な
応
答
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い

よ
う
に
見
え
る
。
形
相
原
因
説
の
意
味
や
役
割
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
問
題
に
一
定
の
解
答
を
示
す
必
要
が
あ
る
。

私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
二
つ
目
の
主
要
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
形
相
仮
説
で
何
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら

か
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
以
下
で
は
一
つ
目
の
問
題
か
ら
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
形
相
原
因
説
に
関
連
す
る
問
題
は

他
に
も
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
主
要
問
題
が
解
決
さ
れ
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
我
々
は
プ
ラ
ト
ン
の
形
相
原
因
説
の
基
礎

的
理
解
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
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三

三
　
二
通
り
の
イ
デ
ア
解
釈
と
議
論
の
行
き
詰
ま
り

形
相
の
存
在
論
的
身
分
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
学
者
た
ち
は
二
つ
の
陣
営
に
分
か
れ
て
論
争
を
続
け
て
き
た
。
彼
ら
の
提
示
す
る

解
釈
と
そ
の
争
点
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ま
ず
は
ど
ん
な
点
で
彼
ら
が
共
通
見
解
を
も
つ
の
か
を
見
定
め
て
お
き
た
い
。
私
の
知
る
か

ぎ
り
、
こ
の
問
題
を
論
じ
る
す
べ
て
の
学
者
が
次
の
二
つ
の
点
で
一
致
し
て
い
る
。﹇
1
﹈ 

ひ
と
つ
目
は
、（
P1
） 

の
形
相
仮
説
は
単
純

に
「
イ
デ
ア
の
存
在
」 （the existence of Form

s

） 

を
措
定
す
る
命
題
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て 

﹇
2
﹈ 

二
つ
目
は
、

プ
ラ
ト
ン
が
或
る
同
一
の
事
態
を
描
写
す
る
た
め
に
使
う
異
な
る
記
述
方
式
を
、
イ
デ
ア
に
言
及
す
る
記
述
方
式
と
そ
れ
に
よ
っ
て
説

明
さ
れ
る
記
述
方
式
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
目
の
点
を
少
し
詳
し
く
説
明
し
よ
う
。
第
二
節
で
確
認
し
た
形
相
原

因
説
の
関
連
箇
所
に
お
い
て
、
プ
ラ
ト
ン
は
事
態
を
描
写
す
る
た
め
に
三
通
り
の
記
述
方
式
を
使
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、（
P2
） 

の
原

因
仮
説
で
の
「
或
る
美
し
い
も
の
が
美
し
い
」
と
い
う
記
述
と
そ
の
原
因
を
示
す
「
或
る
美
し
い
も
の
が
あ
の
美
し
さ
を
分
有
す
る
」

と
い
う
記
述
、
ま
た
ケ
ベ
ス
へ
の
直
接
的
応
答
の
第
一
段
階
で
の
「
シ
ミ
ア
ス
が
大
き
い
」
こ
と
の
原
因
を
示
す
「
シ
ミ
ア
ス
が
大
き

さ
を
も
つ
」 （
＝
「
大
き
さ
が
シ
ミ
ア
ス
の
う
ち
に
あ
る
」） 

と
い
う
記
述
で
あ
る
。
或
る
美
し
い
も
の
や
シ
ミ
ア
ス
を
x
で
表
す
な
ら

ば
、
こ
れ
ら
は
次
の
三
通
り
の
記
述
方
式
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
D1
） 

x
は
F
で
あ
る

（
D2
） 

x
は
F
さ
を
も
つ 

（
＝
F
さ
が
x
の
う
ち
に
あ
る
）

（
D3
） 

x
は
F
さ
を
分
有
す
る

従
来
の
解
釈
は
、
こ
の
三
通
り
の
記
述
方
式
の
う
ち
二
つ
を
（
ど
の
二
つ
か
は
こ
の
後
す
ぐ
説
明
す
る
）
ほ
ぼ
同
じ
意
味
の
言
明
と
し
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五
四

て
同
化
し
、
イ
デ
ア
に
言
及
す
る
記
述
方
式
と
そ
れ
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
記
述
方
式
に
分
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の 

﹇
1
﹈ 

と 

﹇
2
﹈

の
特
徴
を
も
つ
解
釈
を
「
イ
デ
ア
解
釈
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

で
は
、
こ
れ
ま
で
学
者
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
対
立
す
る
見
解
を
提
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
一
方
の
陣
営
に
帰
属
す
る
学

者
た
ち
は
、
何
よ
り
も
イ
デ
ア
が
離
在
す
る
と
い
う
事
実
を
強
調
す
る
。
つ
ま
り
、
イ
デ
ア
と
い
う
も
の
は
超
越
的
存
在
者
で
あ
り
、

諸
事
物
の
う
ち
に
あ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
だ 

（
こ
の
解
釈
を
「
離
在
解
釈
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う（

16
）

）。
そ
こ
で
、「
シ
ミ
ア
ス

が
も
つ
」
と
か
「
シ
ミ
ア
ス
の
う
ち
に
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
「
大
き
さ
」
は
イ
デ
ア
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
解
釈
を
と

る
学
者
た
ち
は
こ
れ
を
「
内
在
性
格
」
と
か
「
イ
デ
ア
コ
ピ
ー
」
と
呼
ん
で
、
イ
デ
ア
か
ら
区
別
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
内
在
性
格

は
基
本
的
に
感
覚
知
覚
さ
れ
る
も
の
で
あ
る（

17
）

。
だ
か
ら
「
シ
ミ
ア
ス
は
大
き
さ
を
も
つ
」
も
「
シ
ミ
ア
ス
は
大
き
い
」
も
感
覚
知
覚
さ

れ
る
事
態
を
そ
の
ま
ま
報
告
す
る
形
式
の
命
題
で
あ
り
、
両
者
は
た
ん
な
る
言
い
換
え
に
過
ぎ
な
い
と
見
做
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
わ

け
で
、
離
在
解
釈
で
は
上
述
の
三
通
り
の
記
述
方
式
の
う
ち
イ
デ
ア
に
言
及
す
る 

（
D3
） 

だ
け
が
原
因
説
明
に
な
り
、

（
D1
） 

と 

（
D2
） 

と
は
同
化
さ
れ
て
、（
D3
） 

に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
記
述
方
式
に
な
る
の
で
あ
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
こ
の
解
釈
を
と
る
代

表
的
な
学
者
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
形
相
原
因
説
を
次
の
よ
う
に
定
式
化
し
て
い
る
。

ど
の
F
と
い
う
性
格
、
ど
の
個
物
x
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
と
同
名
の
イ
デ
ア
Φ
が
存
在
し
、
x
が
Φ
を
分
有
す
る
と
き
、
そ
の
と

き
に
の
み
、
x
は
F
で
あ
る 

（i.e. 

x
は
F
と
い
う
性
格
を
も
つ
）。（V

lastos 1981 

﹇1969

﹈ , 85 -86

）

「
x
は
F
で
あ
る
」 （
あ
る
い
は
x
は
﹇
イ
デ
ア
﹈
Φ
の
名
を
受
け
て
F
と
呼
ば
れ
る
） 

と
い
う
こ
と
は
、
x
が
F
を
も
つ 

（

）

こ
と
を
意
味
し
、
そ
し
て
、
x
が
F
で
あ
り
、
F
を
も
つ
と
い
う
事
態
は
、
x
が
Φ
を
分
有
す
る 

（

） 

こ
と
に
よ
っ
て
成

立
す
る
。（
藤
澤 2000 [1974], 116 

＝Fujisaw
a 1974,

35

）
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五

こ
れ
に
対
し
て
、
他
方
の
陣
営
に
帰
属
す
る
学
者
た
ち
は
、
イ
デ
ア
が
離
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
絶
対
視
せ
ず
、
少
な
く
と
も
或
る

仕
方
で
は
そ
れ
が
諸
事
物
に
内
在
し
う
る
と
い
う
の
が
プ
ラ
ト
ン
の
立
場
な
の
だ
と
主
張
す
る 

（
こ
の
解
釈
を
「
内
在
解
釈
」
と
呼
ぶ

こ
と
に
し
よ
う（

18
）

）。
こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、（
P1
） 

の
形
相
仮
説
で
存
在
が
確
認
さ
れ
る
も
の
が
イ
デ
ア
で
あ
る
の
は
当
然
だ
が
、
シ
ミ

ア
ス
の
う
ち
に
あ
る
「
大
き
さ
」
も
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
特
別
な
仕
方
で
諸
事
物
に
内
在
す
る
イ
デ
ア
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

内
在
解
釈
を
と
る
学
者
た
ち
は
、（
D2
） 

と 

（
D3
） 

と
で
は
使
わ
れ
て
い
る
動
詞
こ
そ
違
う
も
の
の
、「
も
つ
」
と
「
分
有
す
る
」
と
は

結
局
の
と
こ
ろ
交
換
可
能
な
動
詞
だ
と
考
え
て
、
こ
の
二
つ
の
記
述
方
式
を
同
化
す
る
の
だ
。
こ
う
し
て 

（
D2
） 

と 

（
D3
） 

と
は
ど
ち
ら

も
原
因
と
し
て
の
イ
デ
ア
に
言
及
す
る
記
述
方
式
に
な
り
、
そ
れ
に
対
し
て 

（
D1
） 

は
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
記
述
方
式
に
な

る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
す
で
に
両
方
の
陣
営
か
ら
対
抗
陣
営
に
向
け
て
強
力
な
反
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
う
ち
で
と
く

に
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
反
論
を
、
イ
デ
ア
解
釈
を
と
る
学
者
が
提
示
し

た
も
の
と
し
て
記
述
し（

19
）

、
ま
た
後
の
議
論
の
た
め
に
通
し
番
号
を
つ
け
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
は
、
離
在
解
釈
側
か
ら
提
示
さ
れ
た
内
在
解
釈
に
対
す
る
二
つ
の
反
論
を
見
よ
う
。【
問
題
1
】
第
一
に
、
プ
ラ
ト
ン
が
或
る

イ
デ
ア
を
取
り
あ
げ
て
そ
れ
を
最
も
詳
し
く
描
写
す
る
の
は
『
饗
宴
』210e2 -b5

で
あ
る
が（

20
）

、
こ
の
基
幹
的
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、

諸
事
物
が
イ
デ
ア
を
分
有
す
る
と
い
う
言
い
方
は
さ
れ
る
が
、
イ
デ
ア
が
諸
事
物
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
は
異
論
の
余
地
な
く
否
定
さ
れ

て
い
る
。

（
P5
） 
 

そ
の
美
し
さ
は
ま
た
そ
の
者
に
﹇
…
﹈
ど
こ
か
、
何
か
別
の
も
の
の
う
ち
に 

（

）、
例
え
ば
生
き
物
や

大
地
や
天
空
や
何
か
他
の
も
の
の
う
ち
に
あ
る
も
の
と
し
て
も
、
現
れ
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
そ
れ
自

体
で
そ
れ
自
体
と
と
も
に
常
に
単
一
相
的
に
あ
る
も
の 

（

） 

と
し
て
現
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六

れ
、
他
の
す
べ
て
の
美
し
い
も
の
は
何
か
次
の
よ
う
な
仕
方
で
そ
の
美
し
さ
を
分
有
す
る
も
の 

（

） 

な
の
で
す
。

（211a1 -b3

）

こ
こ
で
美
し
さ
の
イ
デ
ア
が
生
き
物
の
う
ち
に
な
い
と
言
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
少
し
前
で
言
及
さ
れ
る
「
魂
の
う
ち
の
美
し
さ
」 （

 210b6 -7

） 

や
「
身
体
の
う
ち
の
美
し
さ
」 （

 210b7

） 

を
意
識
し
た
表
現
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
事
物
の
う
ち
に
あ
る
美
し
さ
と
美
し
さ
の
イ
デ
ア
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る（

21
）

。
こ
の
箇
所
か
ら
は
、
或
る
特
別
な
条
件
の
も

と
で
な
ら
美
し
さ
の
イ
デ
ア
も
ま
た
身
体
や
魂
の
う
ち
に
あ
り
う
る
と
読
み
込
む
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
プ
ラ
ト
ン

は
、
美
し
い
も
の
が
美
し
さ
の
イ
デ
ア
を
分
有
す
る
と
い
う
事
態
は
成
立
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
イ
デ
ア
に
つ
い
て
は

「
分
有
」
を
使
っ
た 

（
D3
） 

の
記
述
方
式
は
可
能
だ
が
、「
も
つ
」
や
「
の
う
ち
に
あ
る
」
を
使
っ
た 

（
D2
） 

の
記
述
方
式
は
使
用
で
き
な

い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。【
問
題
2
】
第
二
に
、「
シ
ミ
ア
ス
の
う
ち
に
あ
る
大
き
さ
」
も
イ
デ
ア
で
あ
る
と
す
る
と
、
イ
デ
ア
が
消

滅
す
る
可
能
性
を
も
つ
こ
と
が
帰
結
し
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
は
不
合
理
で
あ
る（

22
）

。
第
二
節
で 

（
S1
） 

と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
よ
う
に
、

ケ
ベ
ス
へ
の
直
接
的
応
答
の
第
一
段
階
の
ポ
イ
ン
ト
は
「
或
る
個
物
の
う
ち
に
あ
る
F
さ
は
、
G
さ
が
攻
撃
を
仕
掛
け
る
と
き
に
は
、

撤
退
あ
る
い
は
消
滅
し
て
し
ま
う
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、「
シ
ミ
ア
ス
の
う
ち
に
あ
る
大
き
さ
」
が
イ
デ
ア
で
あ
る

な
ら
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
イ
デ
ア
が
消
滅
す
る
可
能
性
を
考
慮
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
決
定
的
な
の
は
、
こ
の
応
答
の
第
三
段

階
の
な
か
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
「
奇
数
」
を
F
さ
の
例
と
し
て
取
り
あ
げ
な
が
ら
話
す
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
は
、「
偶
数
」
が
攻
撃

を
仕
掛
け
る
と
き
に
奇
数
は
撤
退
せ
ず
に
消
滅
す
る
の
だ
と
或
る
人
が
主
張
す
る
な
ら
、「
そ
う
言
う
人
に
我
々
は
奇
数
が
消
滅
し
な

い
と
戦
い
抜
く
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
」 （106c2 -3

） 

と
述
べ
て
い
る
。
も
し
仮
に
内
在
解
釈
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
ソ
ク

ラ
テ
ス
は
イ
デ
ア
が
消
滅
す
る
可
能
性
を 

― 

た
ん
に
考
慮
し
て
い
る
の
で
は
な
く 

― 

容
認
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ

は
明
白
に
不
合
理
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
シ
ミ
ア
ス
の
う
ち
に
あ
る
大
き
さ
」
に
は
消
滅
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、
イ
デ
ア
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五
七

で
は
な
い
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

他
方
で
、
こ
れ
ら
の
反
論
に
劣
ら
ず
強
力
な
反
論
が
、
内
在
解
釈
側
か
ら
離
在
解
釈
に
向
け
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。【
問
題
3
】
第

一
に
、
形
相
原
因
説
が
提
示
さ
れ
る
ま
さ
に
そ
の
箇
所
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
イ
デ
ア
が
諸
事
物
に
内
在
す
る
と
い
う
言
い
方
を
は
っ
き

り
と
許
容
し
て
い
る
。
彼
は
、（
P2
） ﹇
原
因
仮
説
1
﹈
の
定
式
で
は 

（
イ
デ
ア
を
） 「
分
有
す
る
」
と
い
う
表
現
を
使
う
も
の
の
、
す
ぐ

後
で 

（
イ
デ
ア
が
） 「
現
在
す
る
」 （

） 

と
か
「
共
有
関
係
を
も
つ
」 （

） 

な
ど
と
言
っ
て
も
よ
い
と
断
る 

（100d4 -

7

（
23
）

）。
そ
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
こ
の
よ
う
な
言
い
方
を
本
心
か
ら
許
容
し
て
い
る
こ
と
は
、『
国
家
』
に
お
い
て
イ
デ
ア
論
が
導
入
さ
れ

る
重
要
箇
所 

（475d1 -476d6
） 

で
の
彼
自
身
の
言
葉
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る（

24
）

。

（
P6
） 

  

「
そ
し
て
ま
さ
に
正
義
と
不
正
と
善
と
悪
と
す
べ
て
の
形
相 

（

） 

に
つ
い
て
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
つ
ま

り
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
は
ま
さ
に
そ
の
も
の
と
し
て
は
ひ
と
つ
の
も
の
だ
が
、
も
ろ
も
ろ
の
行
為
や
身
体
・
物
体
や
お
互
い
と
の

共
有
関
係
に
よ
っ
て 

（

） 

あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
現
れ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
が
多
く
の
も
の
だ
と
見
え
る
の
だ
」 （476a5 -8

）

ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
が
こ
の
よ
う
に
イ
デ
ア
は
諸
事
物
に
現
在
す
る
と
か
そ
れ
ら
と
共
有
関
係
を
も
つ
と
い
う
言
い
方
を
容
認
し
て
い
る

の
に
、
イ
デ
ア
が
シ
ミ
ア
ス
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
言
い
方
を
拒
否
す
る
の
は
不
合
理
で
あ
る
。【
問
題
4
】
第
二
に
、
議
論
の
文
脈

を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
①
形
相
原
因
説
が
提
示
さ
れ
る
箇
所
と
②
ケ
ベ
ス
へ
の
直
接
的
応
答
と
で
イ
デ
ア
と
内
在
性
格
と
い
う
そ
れ
ぞ

れ
別
々
の
も
の
が
問
題
に
な
る
と
い
う
の
は
明
ら
か
に
お
か
し
い（

25
）

。
第
二
節
で
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
議
論
の
冒
頭
で

ま
ず
①
生
成
と
消
滅
と
あ
る
こ
と
の
原
因
を
め
ぐ
る
経
験
談
を
ケ
ベ
ス
に
話
し
、
そ
れ
か
ら
必
要
な
要
素
を
②
ケ
ベ
ス
へ
の
直
接
的
応

答
に
利
用
す
る
、
と
い
う
手
続
き
を
と
る
と
言
っ
て
い
た 

（95e8 -96a3

）。
さ
ら
に
②
を
導
入
す
る 

（
P4
） 

で
パ
イ
ド
ン
が
形
相
原
因
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説
の
内
容
を
確
認
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
②
の
な
か
で
形
相
原
因
説
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
強
く
示
唆
す
る
。
と
こ
ろ
が
離
在
解
釈

に
よ
る
と
、
①
経
験
談
の
な
か
で
は
イ
デ
ア
に
よ
る
原
因
説
明
が
提
示
さ
れ
る
が
、
②
ケ
ベ
ス
へ
の
応
答
で
は
そ
れ
は
ま
っ
た
く
利
用

さ
れ
ず
、
む
し
ろ
内
在
性
格
に
よ
る
原
因
説
明
が
新
た
に
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
理
解
は
、
明
ら
か
に
ソ
ク

ラ
テ
ス
の
手
続
き
と
相
容
れ
ず
、
文
脈
を
完
全
に
無
視
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。【
問
題
5
】
最
後
に
、
問
題
3
と
4
ほ
ど
に

は
深
刻
で
は
な
い
が
、
プ
ラ
ト
ン
が
「
形
相
」 （

） 

と
い
う
言
葉
を
用
い
る
仕
方
も
内
在
解
釈
を
支
持
し
、
離
在
解
釈
を
支

持
し
な
い（

26
）

。
こ
の
言
葉
は
②
ケ
ベ
ス
へ
の
応
答
を
導
入
す
る 

（
P4
） 

で
、
パ
イ
ド
ン
が
形
相
原
因
説
を
言
い
直
す
と
き
に
は
じ
め
て
用

い
ら
れ
、
そ
の
後
は
こ
の
議
論
で
「
或
る
個
物
の
う
ち
に
あ
る
F
さ
」
を
指
示
す
る
言
葉
と
し
て
複
数
回
用
い
ら
れ
る 

（104b9, c7, 

d9, e1, 105d13, cf. 105d5 -6
）。
離
在
解
釈
で
は
こ
の
プ
ラ
ト
ン
の
重
要
な
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
が
最
初
の
一
回
を
除
い
て
す
べ
て

「
内
在
性
格
」
を
指
示
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
不
自
然
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
言
葉
は
一
貫
し
て
イ
デ
ア
を
指
示
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
五
つ
の
問
題
が
双
方
の
陣
営
か
ら
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
に
説
得
力
の
あ
る
解
決
策
は
提
案
さ
れ
て
い
な
い
。
む

し
ろ
最
近
で
は
、
ど
ち
ら
か
の
立
場
か
ら
ケ
ベ
ス
へ
の
応
答
に
関
わ
る
諸
問
題
を
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
で
も
、
こ
れ
ら
の

問
題
に
は
深
入
り
し
な
い
ま
ま
で
自
分
が
支
持
す
る
立
場
か
ら
議
論
す
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る（

27
）

。
実
際
、
私
の
見
る
と
こ
ろ

で
は
、
イ
デ
ア
解
釈
を
と
る
か
ぎ
り
、
二
つ
の
対
抗
す
る
陣
営
か
ら
提
示
さ
れ
る
反
論
は
同
じ
く
ら
い
深
刻
で
あ
り
、
解
決
策
を
見
つ

け
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
こ
で
私
は
、
こ
の
イ
デ
ア
解
釈
の
枠
組
み
を
棄
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
形
相
原

因
説
を
整
合
的
に
説
明
で
き
る
新
た
な
解
釈
を
見
つ
け
出
せ
な
い
か
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

四
　
新
し
い
解
釈

前
節
の
冒
頭
で
我
々
は
、
イ
デ
ア
解
釈
全
般
に
共
通
の
二
つ
の
特
徴
を
確
認
し
た
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、﹇
1
﹈ （
P1
） 

の
形
相
仮
説
は



プ
ラ
ト
ン
『
パ
イ
ド
ン
』
に
お
け
る
形
相
原
因
説

五
九

端
的
に
「
F
さ
の
イ
デ
ア
が
存
在
す
る
」
と
仮
定
す
る
も
の
だ
と
理
解
す
る
こ
と
、
そ
し
て 

﹇
2
﹈ 

プ
ラ
ト
ン
が
或
る
事
態
を
記
述
す

る
と
き
に
用
い
る
次
の
三
通
り
の
方
式

（
D1
） 

x
は
F
で
あ
る

（
D2
） 

x
は
F
さ
を
も
つ 

（
＝
F
さ
が
x
の
う
ち
に
あ
る
）

（
D3
） 

x
は
F
さ
を
分
有
す
る

の
う
ち
二
つ
を
同
化
し
て
、
イ
デ
ア
に
言
及
す
る
記
述
と
そ
れ
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
記
述
に
分
け
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
こ
れ
に

対
し
て
私
は
次
の
よ
う
に
提
案
し
た
い
。
ま
ず
、﹇
1*
﹈ 

形
相
仮
説
を
プ
ラ
ト
ン
の
言
葉
に
よ
り
近
い
ま
ま
「
F
さ
そ
の
も
の
が
そ
れ

自
体
で
存
在
す
る
」
と
定
式
化
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
﹇
2*
﹈ （
D1
） 

と 

（
D2
） 

と 

（
D3
） 

は
す
べ
て
異
な
る
記
述
方
式
だ
と
見
做

す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
、
前
節
で
二
つ
の
陣
営
か
ら
提
示
さ
れ
た
問
題
は
す
べ
て
解
消
さ
れ
、
形
相
原
因
説

が
整
合
的
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
以
下
本
節
で
は
﹇
1*
﹈ 

と
﹇
2*
﹈ 

と
を
こ
の
順
序
で
議
論
し
、
最
後
に
ま

と
め
と
し
て
形
相
原
因
説
が
提
示
さ
れ
る
箇
所
を
こ
の
立
場
か
ら
簡
単
に
概
観
し
た
い
。

四
・
一
　「
F
さ
そ
の
も
の
が
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
」

ま
ず
は
、（
P1
） 

の
形
相
仮
説
を
「
F
さ
そ
の
も
の
が
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
」
と
定
式
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
問
題

解
決
の
道
が
開
か
れ
る
の
か
を
説
明
し
よ
う
。
重
要
な
の
は
、
こ
の
定
式
化
で
は
、
イ
デ
ア
解
釈
の
よ
う
に
形
相
仮
説
が
一
枚
岩
的
に

理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、「
F
さ
そ
の
も
の
」
と
「
そ
れ
自
体
で
」
と
が
二
つ
の
要
素
と
し
て
区
別
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る 

（
以
下
簡

略
化
の
た
め
に
「
F
さ
」
の
後
の
「
そ
の
も
の
」
を
省
略
す
る（

28
）

）。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
仮
説
の
「
そ
れ
自
体
で
」
と
い
う
要
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素
だ
け
が
、「
或
る
事
物
の
う
ち
に
」
と
対
立
す
る
と
考
え
る
道
が
開
か
れ
る
。
つ
ま
り
、
確
か
に 

（
P1
） 

の
形
相
仮
説
で
は
「
F
さ
が

そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
」
こ
と
が
仮
定
さ
れ
る
け
れ
ど
も 

（
そ
の
理
由
は
こ
の
サ
ブ
セ
ク
シ
ョ
ン
の
最
後
で
考
察
す
る
）、
F
さ
は
必

ず
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
そ
れ
自
体
で
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
何
か
の
う
ち
に
も
存
在
す
る
も
の
な
の
で
あ

る
。
別
の
言
い
方
を
す
る
と
、
F
さ
は
「
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
F
さ
」
と
「
或
る
事
物
の
う
ち
の
F
さ
」
と
い
う
存
在
論
的
に
異
な

る
身
分
を
も
つ
二
種
類
の
存
在
者
の
ど
ち
ら
を
も
包
括
す
る
広
い
概
念
な
の
だ
。
他
方
で
、「
そ
れ
自
体
で
」
と
「
或
る
事
物
の
う
ち

に
」
は
対
立
す
る
仕
方
な
の
で
、
同
一
の
F
さ
が
同
時
に
こ
れ
ら
二
つ
の
仕
方
で
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
、
こ
の
解
釈
が
、
イ
デ
ア
解
釈
の
離
在
解
釈
、
内
在
解
釈
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
を
図
を
用
い
て

説
明
し
よ
う
。
円
A
が
全
体
の
集
合
、
円
C
が
A
の
部
分
集
合
、
B
が
C
の
補
集
合
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
円
A
は
内
在
解
釈
が
さ

ま
ざ
ま
な
イ
デ
ア
だ
と
見
做
す
も
の
を
表
す
と
し
よ
う
。
こ
の
と
き
離
在
解
釈
は
、
内
在
解
釈
が
イ
デ
ア
と
見
做
す
も
の
を
イ
デ
ア
と

内
在
性
格 

（
あ
る
い
は
イ
デ
ア
コ
ピ
ー
） 
に
分
け
る
の
で
、
円
C
が
さ
ま
ざ
ま
な
イ
デ
ア
を
表
し
、
B
が
さ
ま
ざ
ま
な
内
在
性
格
を
表

す
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
離
在
解
釈
で
は
円
A
は
全
体
と
し
て
何
か
を
表
す
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
私
の
提
案
で
は
、
円

A
は
全
体
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
F
さ
を
表
す
と
考
え
る
。
そ
し
て
そ
の
う
ち
の
或
る
も
の
が

そ
れ
自
体
で
存
在
し
、
別
の
も
の
が
或
る
事
物
の
う
ち
に
存
在
す
る
と
考
え
る
の
で
、
円
C

が
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
F
さ
を
、
そ
し
て
B
が
そ
れ
ぞ
れ
或
る
事
物
の
う
ち

に
存
在
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
F
さ
を
表
す
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
他
の
諸
対
話
篇
を
考
慮
す
る

な
ら
ば
、
B
は
い
わ
ゆ
る
定
義
探
究
型
対
話
篇（

29
）

や
総
合
と
分
割
の
方
法
を
適
用
す
る
対
話
篇（

30
）

に

お
い
て
措
定
さ
れ
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
や
行
為
な
ど
の
う
ち
で
同
一
の
F
さ
に
相
当
し
、

ま
た
円
C
が
表
す
存
在
者
を
指
す
た
め
に
プ
ラ
ト
ン
が
使
う
言
葉
は
「
イ
デ
ア
」（

） 

で
は
な
く
て
、「
真
実
在
」 （

 R
ep. 490b5; P

hdr. 247c7; P
hlb. 59d4; 

図１



プ
ラ
ト
ン
『
パ
イ
ド
ン
』
に
お
け
る
形
相
原
因
説

六
一

T
i. 52c5, etc.

） 

で
あ
る（

31
）

。

こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
で
、
ま
ず
イ
デ
ア
が
内
在
す
る
か
ど
う
か
を
め
ぐ
る
問
題
1
と
問
題
3
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し

た
い
。
私
の
提
案
で
は
、
次
の
四
つ
の
事
態
が
相
互
に
区
別
さ
れ
る
。

（
E1
） 

F
さ
が
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る

（
E2
） 

F
さ
が
x
の
う
ち
に
存
在
す
る

（
E3
） 

そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
F
さ
が
、
x
の
う
ち
に
存
在
す
る

（
E4
） 

x
の
う
ち
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
F
さ
が
、
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る

こ
こ
で 

（
E1
） 

と 

（
E2
） 

と
は
互
い
に
矛
盾
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
両
方
が
成
立
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、（
E3
）

や 

（
E4
） 

は
そ
れ
自
身
に
矛
盾
を
含
ん
で
い
る
の
で
、
ど
ち
ら
も
成
立
し
な
い
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
形
相
原
因
説
の
箇
所
を

振
り
返
る
と
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
最
初
に
提
示
す
る 
（
P1
） 

の
形
相
仮
説
は 

（
E1
） 

と
同
じ
で
あ
る
が
、（
P2
） 

の
原
因
仮
説
を
提
示
し
た

後
に
彼
が
許
容
す
る
「
F
さ
が
x
に
現
在
す
る
」
と
か
「
F
さ
が
x
と
共
有
関
係
を
も
つ
」
と
い
う
言
い
方
は 

（
E2
） 

に
相
当
す
る
こ

と
が
分
か
る
。
こ
れ
ら
は
互
い
に
矛
盾
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
ど
ち
ら
の
言
い
方
を
し
て
も
問
題
に
は
な
ら
な
い

（
問
題
3
が
解
消
さ
れ
る
）。
他
方
で
、
前
節
で 

（
P5
） 

と
し
て
引
用
さ
れ
た
『
饗
宴
』211a1 -b3

で
は
、
恋
の
求
道
者
が
最
終
的
に
到

達
す
べ
き
美
し
さ
は
、
そ
れ
自
体
で
あ
る
も
の
と
し
て
現
れ
て
、
生
き
物
な
ど
の
う
ち
に
あ
る
も
の
と
し
て
は
現
れ
な
い
と
言
わ
れ
て

い
た
が
、
こ
こ
で
否
定
さ
れ
る
の
は 

（
E2
） 

で
は
な
く
て
、（
E3
） 

な
の
で
あ
る
。（
E3
） 

は
矛
盾
を
含
む
以
上
、
そ
の
成
立
が
否
定
さ
れ

る
の
は
当
然
だ
と
考
え
ら
れ
る
（
問
題
1
が
解
消
さ
れ
る
）。

ま
た
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
形
相
」 （

） 

と
い
う
言
葉
の
用
語
法
を
め
ぐ
る
問
題
5
と
文
脈
の
理
解
を
め
ぐ
る
問
題
4
も
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六
二

解
消
で
き
る
。
問
題
5
に
関
し
て
は
、
こ
の
議
論
に
お
い
て
「
形
相
」
と
い
う
用
語
は
「
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
F
さ
」
と
で
は
な

く
、「
F
さ
」
と
交
換
可
能
な
用
語
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
よ
い（

32
）

。
確
か
に
、
形
相
仮
説
に
着
目
し
て
、（
P1
） ﹇
形
相
仮
説
1
﹈

と 

（
P4
） 
の
パ
イ
ド
ン
の
報
告
中
の
形
相
仮
説
2
を
較
べ
る
な
ら
、（
P4
） 

の
「
形
相
」
は 

（
P1
） 

の
「
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
F
さ
」

を
置
き
換
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
そ
う
す
る
と
、
②
ケ
ベ
ス
へ
の
直
接
的
応
答
の
な
か
で
繰
り
返
し
使
わ
れ
る
「
形
相
」

は
パ
イ
ド
ン
の
報
告
中
に
使
わ
れ
る
「
形
相
」
と
指
示
対
象
が
異
な
る
こ
と
に
な
り
、
問
題
5
は
解
消
で
き
な
い
。
そ
こ
で
今
度
は
原

因
仮
説
の
ほ
う
に
着
目
し
て
、（
P2
） ﹇
原
因
仮
説
1
﹈
と 

（
P3
） ﹇
原
因
仮
説
2
﹈
と 

（
P4
） 

の
パ
イ
ド
ン
の
報
告
中
の
原
因
仮
説
3
と

を
較
べ
る
な
ら
、（
P4
） 
の
「
形
相
」
は
む
し
ろ 

（
P3
） 

の
「
F
さ
」
を
置
き
換
え
る
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で

き
る（

33
）

。
こ
の
場
合
、
ケ
ベ
ス
へ
の
応
答
の
な
か
で
「
形
相
」
が
「
或
る
個
物
の
う
ち
に
あ
る
F
さ
」
を
指
示
す
る
言
葉
と
し
て
繰
り
返

し
使
わ
れ
る
と
し
て
も
問
題
に
は
な
ら
な
い
の
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
F
さ
は
そ
れ
自
体
で
も
、
或
る
事
物
の
う
ち
に
も
存
在
し
う
る
も

の
で
あ
る
以
上
、「
形
相
」 

と
い
う
言
葉
は 
「
そ
れ
自
体
で
あ
る
F
さ
」 

も 

「
或
る
事
物
の
う
ち
に
あ
る
F
さ
」 

も
指
示
で
き
る
か
ら
だ
。

そ
し
て
文
脈
を
め
ぐ
る
問
題
4
に
関
し
て
も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
に
説
明
で
き
る
。
形
相
原
因
説
で
は
、
冒
頭
の 

（
P1
） 

で
こ
そ
「
そ
れ

自
体
で
存
在
す
る
F
さ
」
が
原
因
と
し
て
提
示
さ
れ
る
が
、（
P2
） ﹇
原
因
仮
説
1
﹈
の
後
で
「
或
る
事
物
の
う
ち
に
あ
る
F
さ
」
に
も

原
因
の
資
格
が
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
或
る
事
物
の
う
ち
に
あ
る
F
さ
」
が
②
ケ
ベ
ス
へ
の
直
接
的
応
答
の
第
一
段
階
で
原
因
と
し
て

扱
わ
れ
る
と
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
解
釈
で
は
「
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
F
さ
」
は
形
相
原
因
説
の
な
か
だ
け
で

原
因
と
見
做
さ
れ
、
そ
れ
以
降
の
議
論
で
は
原
因
と
し
て
は
再
登
場
し
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
点
で
は
「
自
然
学
的
原
因
説
明
」

や
「
知
性
に
も
と
づ
く
原
因
説
明
」
も
事
情
は
同
じ
で
あ
り
、
問
題
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
当
然
な
が
ら
次
の
よ
う
な
反
論
が
提
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
は
た
し
て
プ
ラ
ト
ン
自
身
が
こ
の
よ
う
な
区
別
を
す
る
と
い
う

テ
ク
ス
ト
的
根
拠
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に 

― 

と
こ
の
反
論
は
続
け
る 
― 
形
相
仮
説
を
「
F
さ
そ
の
も
の
が
そ
れ
自
体
で
存

在
す
る
」
と
定
式
化
す
れ
ば
こ
れ
ま
で
に
提
起
さ
れ
た
諸
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
道
が
開
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
よ
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六
三

う
に
理
論
上
の
解
決
案
を
素
描
す
る
だ
け
で
は
、
そ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
提
示
す
る

た
め
に
は
、
プ
ラ
ト
ン
自
身
が
「
F
さ
が
存
在
す
る
」
を
「
F
さ
が
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
」
か
ら
区
別
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
必
要

が
あ
る
の
だ
、
と
い
う
反
論
が
提
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

実
の
と
こ
ろ
、
プ
ラ
ト
ン
が
認
識
論
的
・
形
而
上
学
的
文
脈
の
な
か
で
「
そ
れ
自
体
で
」 （

） 

と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と

は
き
わ
め
て
稀
で（

34
）

、『
パ
イ
ド
ン
』
で
は66a2, 78d6, 83b1, 100b6

の
四
箇
所
に
限
ら
れ
る
。
今
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
が100b6

の

用
例
で
あ
り
、
ま
た83b1

は66a2

の
用
例
へ
の
再
言
及
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
残
る
手
が
か
り
は66a2

と78d6

の
用
例
だ
け
に
な
る
。

し
か
し
と
も
か
く66a2
の
用
例
を
含
む
議
論 

（65d4 -66a10

） 

は
、
プ
ラ
ト
ン
が
こ
の
区
別
を
し
て
い
た
証
拠
と
見
做
せ
る
だ

ろ
う（

35
）

。
そ
こ
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ま
ず
「
正
義
そ
の
も
の
」「
美
し
さ
」「
善
さ
」
な
ど
が
存
在
す
る
こ
と
を
ケ
ベ
ス
に
同
意
さ
せ 

（『
パ

イ
ド
ン
』
で
は
こ
れ
が
F
さ
に
言
及
す
る
最
初
の
箇
所
で
あ
る
）、
続
い
て
そ
れ
ら
は
感
覚
知
覚
で
は
把
握
で
き
な
い
こ
と
を
確
認

し
、
そ
の
後
で
そ
れ
ら
を
考
察
・
思
考
す
る
場
合
を
論
じ
る
。
こ
こ
で
彼
は
、
そ
れ
ら
を
考
察
・
思
考
す
る
と
き
に
は
精
確
さ
や
純
粋

さ
の
程
度
で
違
い
が
生
じ
る
こ
と
に
言
及
し
、
F
さ
を
そ
れ
自
体
で
把
握
す
る
こ
と
を
知
の
最
終
段
階
と
し
て
描
写
す
る
。

（
P7
） 

 

そ
の
人
が
そ
れ
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
こ
ろ
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
そ
の
も
の 

（

） 

を
我
々
の
う
ち
で
最
大
限

に
そ
し
て
最
も
精
確
に
思
考
す
る
準
備
が
あ
る
者
、
そ
の
者
こ
そ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
を
知
る
こ
と
の
最
も
近
く
に
進
む
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。﹇
…
﹈
両
目
や
両
耳
や
言
う
な
れ
ば
身
体
全
体
か
ら
最
大
限
に
距
離
を
と
っ
て
、
思
考
を
、
そ
の
も
の
を

そ
れ
自
体
で
純
粋
に
使
っ
て
、
も
ろ
も
ろ
の
あ
る
も
の
の
そ
れ
ぞ
れ
を
、
そ
の
も
の
を
そ
れ
自
体
で 

（

） 

純

粋
に
狩
猟
す
る
こ
と
を
試
み
る
者
、
こ
の
者
こ
そ
が
こ
の
こ
と
を
最
も
純
粋
に
成
し
遂
げ
る
の
で
は
な
い
か
。（65e2 -66a7

）

（
P7
） 

で
は
明
ら
か
に
「
F
さ
を
考
察
・
思
考
す
る
」
こ
と
が
、「
F
さ
を
そ
れ
自
体
で
考
察
・
思
考
す
る
」
こ
と
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
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る
。
こ
の
議
論
で
は
、
最
初
に
そ
の
存
在
が
同
意
さ
れ
る
F
さ
は
「
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
」
と
は
言
わ
れ
ず
、
ま
た
F
さ
を
そ
れ
自

体
で
思
考
す
る
段
階
に
な
い
人
に
関
し
て
も
、
F
さ
が
考
察
の
対
象
に
な
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
導
か
れ
る
こ
と

は
、
F
さ
は
必
ず
し
も
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
何
か
他
の
も
の
の
う
ち
に
も
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
思
考
の
初
期

段
階
で
は
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
察
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
知
の
最
終
段
階
に
お
い
て
哲
学
者
は
、

そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
F
さ
と
い
う
別
種
の
も
の 

― 

従
来
の
解
釈
で
は
「
イ
デ
ア
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
私
は
プ
ラ
ト
ン
自
身
の
用
語

を
使
っ
て
「
真
実
在
」
と
呼
ぶ
べ
き
だ
と
考
え
る
も
の 

― 

に
遭
遇
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
箇
所
は
、
プ
ラ
ト
ン
自
身
が
「
F

さ
が
存
在
す
る
」
を
「
F
さ
が
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
」
か
ら
区
別
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
重
要
な
根
拠
と
な
る
。

他
方
で
、
残
る78d6

の
用
例
を
含
む
議
論 

（78b4 -e6

） 

は
、
む
し
ろ
プ
ラ
ト
ン
が
こ
の
区
別
を
し
な
い
こ
と
の
明
白
な
証
拠
だ
と

思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
こ
の
箇
所
は
し
ば
し
ば
次
の
よ
う
に
訳
さ
れ
る
。

（
P8
） 

 

等
し
さ
そ
の
も
の
、
美
し
さ
そ
の
も
の
、
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
が
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
自
体
、
す
な
わ

ち
、
実
在
は
、
変
化
と
い
う
も
の
を
、
た
と
え
変
化
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
受
け
入
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
こ
れ
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
単
一
の
相
を
そ
な
え
、
そ
れ
自

体
が
そ
れ
自
体
だ
け
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
つ
ね
に
同
じ
あ
り
方
を
し
て
い
て
同
一
性
を
保
ち
、
い
か
な
る
時
に
も
、
い
か
な
る

点
に
お
い
て
も
、
い
か
な
る
仕
方
に
よ
っ
て
も
、
け
っ
し
て
何
一
つ
変
化
を
受
け
入
れ
な
い
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

（78d3 -7, 

朴
一
功
訳 (2007, 228). 

強
調
は
筆
者
）

確
か
に
こ
の
訳
を
読
む
か
ぎ
り
で
は
、
プ
ラ
ト
ン
は
、
F
さ
と
い
う
も
の
は
必
ず
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
何
か
の
う
ち
に

存
在
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
考
え
て
い
た
よ
う
に
し
か
見
え
な
い（

36
）

。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
「
単
一
の
相
を
そ
な
え
、
そ
れ
自
体
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五

が
そ
れ
自
体
だ
け
で
あ
る
の
だ
か
ら
」
と
訳
さ
れ
た

は
、
主
語
の
指
示
対
象
の
範
囲
を
制
限
す
る

た
め
の
挿
入
句
だ
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る（

37
）

。
そ
う
理
解
す
る
場
合
に
は 

（
α
） 「
そ
の
も
の
が
そ
れ
自
体
で
な
ら
単
一
相
的
な
の

で
」
あ
る
い
は 

（
β
） 「
そ
の
も
の
が
そ
れ
自
体
で
単
一
相
的
で
あ
る
場
合
に
は
」
の
よ
う
に
訳
す
こ
と
に
な
る（

38
）

。
こ
の
と
き
プ
ラ
ト
ン

は
わ
ざ
わ
ざ
挿
入
句
を
挟
ん
で
、
こ
こ
で
の
発
言
が
F
さ
一
般
に
は
妥
当
し
な
い
と
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
、（
P8
） 

の
訳
と

は
逆
に
、
プ
ラ
ト
ン
が
問
題
と
な
る
区
別
を
す
る
箇
所
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、（
α
） 

や 

（
β
） 

の
よ
う
に
訳
す
こ
と
で
残
さ
れ

た
問
題
2
も
解
消
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
仕
方
で
ま
っ
た
く
変
化
を
受
け
入
れ
な
い
の
は
、
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
F
さ
だ

け
で
あ
り
、
何
か
の
う
ち
に
存
在
す
る
F
さ
が
消
滅
す
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
箇
所
と
矛
盾
し
な
い
か
ら
だ
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
こ
の
箇
所
を
ど
う
訳
す
べ
き
か
が
解
釈
に
依
存
す
る
以
上
、
複
数
の
学
者
が 

（
P8
） 

の
よ
う
な
仕
方
で
訳
出
す
る
と
し
て
も
、
そ

れ
は
私
の
提
案
に
対
す
る
反
例
に
は
な
ら
な
い
。

以
上
か
ら
、（
P1
） 

の
形
相
仮
説
を
「
F
さ
が
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
」
と
定
式
化
し
、
こ
の
定
式
に
含
ま
れ
る
「
そ
れ
自
体
で
」

が
「
或
る
事
物
の
う
ち
に
」
と
対
比
さ
れ
る
と
理
解
す
る
な
ら
、
前
節
で
我
々
が
見
た
解
釈
上
の
５
つ
の
問
題
が
す
べ
て
解
消
さ
れ
る

こ
と
、
そ
し
て
こ
の
理
解
は
少
な
く
と
も65d4 -66a10

の
議
論
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
こ
と
を
示
せ
た
と
思
う
。
し
か
し
次
の
こ

と
が
問
題
と
し
て
残
る
。
つ
ま
り
、
も
し
F
さ
が
或
る
事
物
の
う
ち
に
も
、
そ
れ
自
体
で
も
存
在
す
る
の
な
ら
、
な
ぜ
ソ
ク
ラ
テ
ス
は

冒
頭
の 

（
P1
） ﹇
形
相
仮
説
1
﹈
を
提
示
す
る
に
あ
た
っ
て
、
両
方
を
包
括
す
る
「
F
さ
が
存
在
す
る
」
こ
と
で
は
な
く
、「
F
さ
が
そ

れ
自
体
で
存
在
す
る
」
こ
と
を
ケ
ベ
ス
に
同
意
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
対
し
て
私
は
次
の
よ
う
に
提
案
し
た
い
。
つ
ま
り
、「
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
F
さ
」
は
「
或
る
事
物
の
う
ち
に
あ
る
F
さ
」

よ
り
も
原
因
と
し
て
の
説
明
能
力
が
高
い
の
で
、
有
効
な
原
因
説
明
を
提
示
す
る
と
い
う
こ
の
文
脈
で
は
、
前
者
に
焦
点
を
当
て
る
必

要
が
あ
っ
た
か
ら
だ
、
と
。
私
の
解
釈
で
は
、
形
相
原
因
説
は
、
例
え
ば
ヘ
レ
ネ
が
美
し
い
と
き
に
、
そ
の
原
因
と
し
て
次
の
い
ず
れ

か
を
指
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、（（
P3
） 

の
原
因
仮
説
に
お
け
る
よ
う
に
）
た
ん
な
る 
（
A*
） 「
美
し
さ
」、
あ
る
い
は 

（
B*
） 「
ヘ
レ
ネ
の
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う
ち
に
あ
る
美
し
さ
」、
あ
る
い
は 

（
C*
） 「
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
美
し
さ
」
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
（
A
、
B
、
C
は
図
1
の
表
記
に
対

応
す
る
）。
し
か
し
こ
れ
ら
の
異
な
る
「
美
し
さ
」
の
説
明
能
力
は
同
じ
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、（
C*
） 

は
、
あ
ら
ゆ
る
美
し
い
も
の

が
美
し
い
原
因
で
あ
る
の
に
対
し
て（

39
）

、（
B*
） 

は
、
ヘ
レ
ネ
が
美
し
い
原
因
で
は
あ
る
が
、
例
え
ば
オ
イ
ラ
ー
の
公
式
が
美
し
い
原
因

で
は
な
い
か
ら
だ
。
ま
た 

（
A*
） 

は
、（
B*
） 

と 

（
C*
） 

と
の
間
で
曖
昧
で
あ
り
、
た
ん
に
ど
ち
ら
な
の
か
を
特
定
し
て
い
な
い
だ
け
な

の
で
、
そ
の
説
明
能
力
も
ま
た
ど
ち
ら
に
連
な
る
の
か
曖
昧
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
で
、
有
効
な
原
因
説
明
を
提
示
す
る
と
い
う

文
脈
の
な
か
で
は
、
説
明
能
力
の
高
い 

（
C*
） 

に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
プ
ラ
ト
ン
は
、
こ
の
同
じ
こ
と
を
、
最

初
に 

（
A*
） 

を
提
示
し
て
、
そ
の
後
で
そ
れ
を 

（
B*
） 

と 

（
C*
） 

に
分
け
て
詳
し
く
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
分
か
り
や
す
く
提

示
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
プ
ラ
ト
ン
が
分
か
り
や
す
い
説
明
を
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
提
案
に
と
っ
て
の

否
定
材
料
に
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ど
の
よ
う
な
解
釈
を
と
ろ
う
と
も
、
プ
ラ
ト
ン
の
議
論
の
整
合
性
を
可
能
な
か
ぎ
り
確
保
し

よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
プ
ラ
ト
ン
が
難
解
で
圧
縮
し
た
仕
方
で
形
相
原
因
説
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
変
わ
り
が

な
い
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
私
は
次
の
よ
う
に
提
案
す
る
。
つ
ま
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
原
因
と
し
て
の
説
明
能
力
の
違
い
を
考
慮
し

て
い
る
の
で
、
ま
ず
最
初
に 

（
C*
） 

を
原
因
と
し
て
確
保
し
、
次
に 

（
A*
） 

と 

（
B*
） 

も
原
因
だ
と
確
認
す
る
と
い
う
手
順
を
踏
ん
で
形

相
原
因
説
を
提
示
し
て
い
る
の
だ
、
と
。

四
・
二
　
三
つ
の
異
な
る
記
述
方
式

次
に
、（
D1
） 「
x
は
F
で
あ
る
」
と 

（
D2
） 「
x
は
F
さ
を
も
つ
」
と 
（
D3
） 「
x
は
F
さ
を
分
有
す
る
」
は
す
べ
て
異
な
る
記
述
方
式

で
あ
る
と
い
う
提
案
を
擁
護
し
た
い
。
こ
こ
で
は
最
初
に 

（
D1
） 

と 

（
D2
） 
を
同
化
す
る
離
在
解
釈
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
が
異
な
る
こ
と

を
論
じ
、
そ
の
後
で 

（
D2
） 

と 

（
D3
） 

を
同
化
す
る
内
在
解
釈
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
が
異
な
る
こ
と
を
論
じ
る
と
い
う
手
続
き
を
と
り
た

い
。
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し
か
し
先
取
り
的
に
ま
ず
、
私
の
立
場
を
説
明
し
て
お
こ
う
。
私
は
、（
D1
） 

が
感
覚

知
覚
さ
れ
る
事
態
を
そ
の
ま
ま
記
述
す
る
方
式
で
あ
り
、（
D2
） 

と 

（
D3
） 

が
ど
ち
ら
も
、

思
考
の
対
象
で
あ
る
F
さ
に
訴
え
る
こ
と
で
、（
D1
） 

と
し
て
記
述
さ
れ
る
事
態
の
原
因

を
説
明
す
る
記
述
方
式
で
あ
る
と
考
え
る
。（
D2
） 

と 

（
D3
） 

の
違
い
を
説
明
す
る
た
め

に
、
も
う
一
度
図
1
を
見
て
欲
し
い
。
私
は
、
円
A
は
全
体
と
し
て
F
さ
（
あ
る
い
は
F

さ
の
形
相
）
を
、
円
C
が
「
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
F
さ
」（
あ
る
い
は
F
さ
の
真
実
在
）

を
、
そ
し
て
B
が
「
或
る
事
物
の
う
ち
に
存
在
す
る
F
さ
」
を
表
す
と
説
明
し
た
。
こ
の

と
き
、
私
は
、（
D2
） 「
x
は
F
さ
を
も
つ
」
が
x
と
B
が
表
す
事
物
と
の
関
係
を
記
述
す

る
方
式
で
あ
り
、（
D3
） 「
x
は
F
さ
を
分
有
す
る
」
が
x
と
円
A
が
表
す
事
物
と
の
関
係
を
記
述
す
る
方
式
で
あ
る
と
提
案
す
る
。
円

C
も
B
も
円
A
に
含
ま
れ
る
の
で
、（
D3
） 
は
x
と
円
C
が
表
す
事
物
と
の
関
係
を
記
述
す
る
と
き
に
も
、
x
と
B
が
表
す
事
物
と
の

関
係
を
記
述
す
る
と
き
に
も
使
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
プ
ラ
ト
ン
は
、
x
と
円
C
が
表
す
事
物
と
の
関
係
だ
け
を
記
述
す
る
方
式

は
提
示
し
て
い
な
い
。（
D1
） 

と 

（
D2
） 

と 

（
D3
） 
は
こ
の
よ
う
に
す
べ
て
異
な
る
記
述
方
式
で
あ
る
と
い
う
の
が
私
の
提
案
で
あ
る

が
、
こ
の
こ
と
を
論
じ
る
た
め
に
、
ま
ず
は
離
在
解
釈
の 
（
D1
） 

と 

（
D2
） 

を
同
化
す
る
立
場
を
批
判
的
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

さ
て
、
形
相
原
因
説
の
箇
所
と
そ
の
前
後
の
文
脈
を
見
る
か
ぎ
り
で
は
、
離
在
解
釈
を
と
る
学
者
が
な
ぜ 

（
D1
） 

と 

（
D2
） 

を
同
化
す

る
の
か
は
不
可
解
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
こ
の
解
釈
を
と
る
代
表
的
な
学
者
は
、（
D1
） 「
x
が
F
で

あ
る
」
と 

（
D2
） 「
x
が
F
さ
を
も
つ
」
を
同
化
し
て
、
こ
の
両
方
が 
（
D3
） 

の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る 

（
D3*
） 「
x
は
イ
デ
ア
Φ
を
分

有
す
る
」
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
ま
ず
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
提
示
す
る
原
因
仮
説
は
い
ず
れ
も
、（
D2
） 

が
説
明
さ

れ
る
側
の
記
述
方
式
で
あ
る
こ
と
を
支
持
し
な
い
。（
P2
） ﹇
原
因
仮
説
1
﹈
で
は
「
或
る
美
し
い
も
の
も
の
が
美
し
い
な
ら
、
そ
の
原

因
は
あ
の
美
し
さ
を
分
有
す
る
こ
と
だ
」
と
言
わ
れ
る
だ
け
で
、
そ
の
条
件
節
は
「
或
る
美
し
い
も
の
が
美
し
さ
を
も
つ
な
ら
」
で
は 図１
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な
い
。
ま
た 

（
P3
） ﹇
原
因
仮
説
2
﹈
で
は
「
美
し
い
も
の
は
美
し
さ
に
よ
っ
て
美
し
い
」
と
言
わ
れ
る
だ
け
で
、
そ
の
主
語
は
「
美
し

さ
を
も
つ
も
の
は
」
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、（
D2
） 

を
説
明
さ
れ
る
側
の
記
述
方
式
と
す
る
た
め
の
テ
ク
ス
ト
的
根
拠
が
ま
っ
た
く
な

い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
問
題
な
の
は
、
ケ
ベ
ス
へ
の
直
接
的
応
答
の
第
一
段
階
の
な
か
で 

（
D2
） 

は
原
因
を
説
明
す
る
側
の
記
述
方
式

で
あ
る
こ
と
だ
。
つ
ま
り
そ
こ
で
は
、（
D2
） 

の
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
小
さ
さ
を
も
つ
」
は
、（
D1
） 

の
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
小
さ
い
」
と
い

う
事
態
が
成
立
す
る
原
因
を
説
明
す
る
記
述
方
式
で
あ
る
こ
と
が
、
理
由
を
導
く

節
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る 

（102c4 -

c5

）。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て 

（
P3
） 

の
「
美
し
い
も
の
は
美
し
さ
に
よ
っ
て
美
し
い
」
と
い
う
定
式
を
振
り
返
る
な
ら
ば
、
こ
の

定
式
も
や
は
り 

（
D2
） 

の
「
美
し
い
も
の
が
美
し
さ
を
も
つ
こ
と
」
が
原
因
を
説
明
す
る
側
の
記
述
で
あ
る
こ
と
を
示
す
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
問
題
と
な
る
箇
所
を
見
る
か
ぎ
り
で
は
、
そ
も
そ
も
離
在
解
釈
を
と
る
学
者
が 

（
D1
） 

と 

（
D2
） 

を
な
ぜ
同
化
し

よ
う
と
思
う
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
も
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。

実
の
と
こ
ろ
、
離
在
解
釈
を
と
る
学
者
は
し
ば
し
ば
想
起
説
の
議
論 

（73c1 -77a5

） 

を
参
照
さ
せ
る
こ
と
で
、
こ
の
同
化
を
擁
護
し

て
い
る（

40
）

。
例
え
ば
、
離
在
解
釈
の
形
成
に
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
たC

ornford

は
、
こ
の
議
論
に
お
い
て 

（
ⅰ
） 「
等
し
さ
そ
の
も
の
」

と 

（
ⅱ
） 「
諸
事
物
に
お
け
る
感
覚
知
覚
さ
れ
る
等
し
さ
」
と
が
区
別
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、（
ⅱ
） 

は
或
る
人
に
は
等
し

く
、
別
の
人
に
は
等
し
く
な
く
見
え
る
と
い
う
点
で
不
完
全
な
の
だ
が
、
そ
の
不
完
全
さ
は 

（
ⅰ
） 

と
の
比
較
で
判
明
す
る
、
と
い
う

こ
と
が
想
起
説
の
ポ
イ
ン
ト
な
の
だ
、
と
説
明
す
る（

41
）

。
さ
ら
に
彼
は
、
想
起
説
で
な
さ
れ
た
こ
の
区
別
が
ず
っ
と
後
の
形
相
原
因
説
の

箇
所
に
持
ち
越
さ
れ
る
と
見
做
す
の
で
あ
る
。
確
か
に
も
し
こ
のC

ornford

の
説
明
が
正
し
い
な
ら
ば
、（
ⅱ
） 

に
相
当
す
る
「
シ
ミ

ア
ス
に
お
け
る
大
き
さ
」
は
感
覚
知
覚
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
或
る
点
で
大
き
く
、
別
の
点
で
は
大
き
く
な
く
見
え
る
と
い
う
点
で
不

完
全
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
の
よ
う
な
も
の
に
原
因
と
し
て
の
資
格
を
認
め
な
い
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

彼
は
、
或
る
も
の
が
大
き
い
と
い
う
事
態
が
成
立
す
る
と
き
に
、
そ
の
原
因
と
な
る
も
の
が
小
さ
い
の
は
不
合
理
だ
と
主
張
す
る
か
ら

だ 

（101a8 -b1

）。
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し
か
し
想
起
説
の
議
論
に 

（
ⅱ
） 「
諸
事
物
に
お
け
る
感
覚
知
覚
さ
れ
る
等
し
さ
」
を
読
み
込
む
こ
と
も
や
は
り
無
理
だ
と
思
わ
れ

る
。
第
一
に
、
こ
こ
で
も
や
は
り
そ
う
す
る
た
め
の
テ
ク
ス
ト
的
根
拠
が
存
在
し
な
い
。
そ
も
そ
も
こ
の
議
論
で
、
想
起
の
契
機
と
な

る
感
覚
知
覚
さ
れ
る
も
の
は
次
の
よ
う
な
仕
方
で
導
入
さ
れ
る
。「
等
し
い
石
や
材
木
は
と
き
に
、
同
じ
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
或
る

人
に
は（

42
）

等
し
く
、
別
の
人
に
は
等
し
く
な
く
見
え
る
の
で
は
な
い
か
？
」 （

; 74b7 -9

）。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
「
等
し
い
石
や
材
木
」
は
直
後
で
「
等
し
い
も
の
」 （

 

74c4

） 

と
言
い
換
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
「
等
し
い
も
の
」
が
、
想
起
が
起
こ
る
過
程
で
「
等
し
さ
」 （

, （
43
）

 

74c1

） 

と
比
較
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
想
起
が
起
こ
る
過
程
の
説
明
に
「
諸
事
物
に
お
け
る
等
し
さ
」
は
登
場
し
な
い
。
ま
た

離
在
解
釈
を
と
る
学
者
は
、
少
し
後
の75b6 -7 

を
参
照
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
が（

44
）

、
こ
の
箇
所
も
や
は

り
テ
ク
ス
ト
的
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。
確
か
に
こ
の
表
現
だ
け
を
考
え
る
と
、
こ
れ
を
「
感
覚
知
覚
か
ら
の
等
し
さ
」
と
訳
す
こ
と
も

で
き
る
が
、
こ
の
表
現
が
使
わ
れ
る
の
は
想
起
が
起
こ
る
過
程
の
説
明
が
終
わ
っ
た
あ
と
な
の
で
、
そ
こ
で
新
し
い
比
較
対
象
が
出
現

す
る
と
い
う
の
は
不
合
理
で
あ
る
。
だ
か
ら
や
は
り
こ
こ
も
「
感
覚
知
覚
か
ら
の
等
し
い
も
の
」
と
訳
す
べ
き
で
あ
り
、
実
際
に
私
が

知
る
す
べ
て
の
翻
訳
が
そ
の
よ
う
に
訳
出
し
て
い
る（

45
）

。
そ
し
て
第
二
に
、
想
起
説
の
議
論
で
導
入
さ
れ
た
「
諸
事
物
に
お
け
る
感
覚
知

覚
さ
れ
る
等
し
さ
」
が
形
相
原
因
説
に
持
ち
越
さ
れ
、「
シ
ミ
ア
ス
の
う
ち
の
大
き
さ
」
は
そ
の
一
例
で
あ
る
な
ら
ば
、
矛
盾
が
発
生

し
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
らC

ornford

の
説
明
に
よ
る
と
「
諸
事
物
に
お
け
る
等
し
さ
」
は
相
反
す
る
仕
方
で
現
れ
る
が
、
テ
ク
ス
ト
で

は
「
シ
ミ
ア
ス
の
う
ち
の
大
き
さ
」
は
「
大
き
く
あ
り
な
が
ら
も
小
さ
く
あ
る
こ
と
を
敢
え
て
せ
ず
に
い
る
」 （

 102e5 -6

） 

と
述
べ
ら
れ
、
決
し
て
相
反
す
る
仕
方
で
は
現
れ
な
い
か
ら
で
あ
る（

46
）

。

し
た
が
っ
て
、（
D1
） 

と 

（
D2
） 

は
明
確
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
テ
ク
ス
ト
に
は
こ
れ
ら
を
同
化
す
る
た
め
の
根
拠
が
な

く
、
む
し
ろ 

（
P3
） ﹇
原
因
仮
説
2
﹈
の
「
美
し
い
も
の
は
美
し
さ
に
よ
っ
て
美
し
い
」
や
ケ
ベ
ス
へ
の
直
接
的
応
答
の
第
一
段
階
の
議

論
は
、（
D2
） 

が
原
因
を
説
明
す
る
側
の
記
述
方
式
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
だ
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
離
在
解
釈
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は 

（
D2
） 

が
感
覚
知
覚
さ
れ
る
事
態
を
そ
の
ま
ま
報
告
す
る
記
述
方
式
だ
と
見
做
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
深
刻
な
誤
り
だ
と
思
わ
れ

る
。
な
ぜ
な
ら
第
一
に
、
私
が
四
・
一
節
で
論
じ
た
よ
う
に
、
F
さ
は
そ
れ
自
体
で
把
握
さ
れ
る
以
前
、
す
な
わ
ち
他
の
も
の
の
う
ち

に
把
握
さ
れ
る
場
合
で
も
、
思
考
の
対
象
だ
と
見
做
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
ま
た
第
二
に
、（
D2
） 

の
記
述
方
式
を
用
い
る
議
論
は
ロ

ゴ
ス
に
お
け
る
考
察
の
一
部
を
な
す
か
ら
で
あ
る（

47
）

。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
感
覚
知
覚
に
依
拠
す
る
探
究
を
離
れ
て
ロ
ゴ
ス
へ
と
避
難
し
た

後
に
、
形
相
原
因
説
を
考
案
し
た
と
語
っ
て
い
る 

（99d4 -100a3

）。
そ
し
て
彼
は
、
そ
こ
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
要
素
を
ケ
ベ
ス
へ
の

直
接
的
応
答
に
利
用
す
る
。
だ
か
ら
、
ケ
ベ
ス
へ
の
応
答
の
な
か
で
提
示
さ
れ
る
原
因
説
明
の
記
述
方
式
も
ま
た
ロ
ゴ
ス
に
お
け
る
探

究
の
一
部
を
構
成
す
る
の
だ（

48
）

。
し
た
が
っ
て 

（
D2
） 

は
感
覚
知
覚
さ
れ
る
事
態
を
そ
の
ま
ま
記
述
す
る
方
式
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な

記
述
方
式
は 

（
D1
） 

だ
け
で
あ
り
、（
D2
） 

を 

（
D1
） 

に
同
化
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
次
に
、（
D2
） 「
x
は
F
さ
を
も
つ
」（
F
さ
が
x
の
う
ち
に
あ
る
）
と 

（
D3
） 「
x
は
F
さ
を
分
有
す
る
」
と
の
区
別
に
移
ろ

う
。
こ
の
二
つ
の
記
述
方
式
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
は
、（
P5
） 

と
し
て
引
用
さ
れ
た
離
在
解
釈
が
イ
デ
ア
の
離
在
を
論
じ
る
と
き
の
根

拠
、
す
な
わ
ち
『
饗
宴
』211a1 -b3

の
箇
所
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
確
か
に
テ
ク
ニ
カ
ル
で
な
い
用
語
法
と
し
て
は 

（
D2
） 

と 

（
D3
）

で
使
わ
れ
る
動
詞 

（

） 

お
よ
び
そ
の
類
義
語
の
間
に
明
確
な
差
異
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
く
、
そ
れ
ら
は
言
い
換
え

で
も
あ
り
う
る（

49
）

。
し
か
し 

（
P5
） 

で
は
、
或
る
美
し
さ
が
そ
れ
自
体
で
あ
る
も
の
と
し
て
現
れ
、
諸
事
物
の
う
ち
に
は
な
い
け
れ
ど

も
、
そ
れ
で
も
諸
事
物
は
そ
の
美
し
さ
を
分
有
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
美
し
さ
に
関
し
て
、（
D2
） 

は
成
立
し

な
い
が
、（
D3
） 

は
成
立
す
る
と
い
う
仕
方
で
、
こ
の
二
つ
の
記
述
方
式
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。（
P5
） 

は
、（
D2
） 

と 

（
D3
） 

を

区
別
す
る
た
め
の
テ
ク
ス
ト
的
根
拠
と
な
る
唯
一
の
箇
所
だ
が
、
プ
ラ
ト
ン
が
自
ら
の
形
而
上
学
説
を
詳
細
に
展
開
す
る
非
常
に
重
要

な
箇
所
な
の
で
、
こ
れ
と
矛
盾
す
る
記
述
が
な
い
か
ぎ
り
は
、
こ
の
区
別
は
確
立
さ
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
内
在
解
釈
を
と
る
学
者
か
ら
『
カ
ル
ミ
デ
ス
』
に
お
い
て 
（
P5
） 

の
よ
う
な
使
い
分
け
と
矛
盾
す
る
例
が
あ
る
と

指
摘
さ
れ
て
い
る（

50
）

。
つ
ま
り
、
こ
の
対
話
篇
の
主
題
と
な
る
「
節
度
と
は
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
い
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
場
面
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（158b5 -159a10

） 

で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
（
節
度
を
）「
分
有
す
る
」 （

） 

と
（
節
度
が
）「
現
在
す
る
」 （

）・「
内
在

す
る
」 （

） 

と
を
言
い
換
え
可
能
な
表
現
と
し
て
使
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
こ
れ
ら
の
動
詞
は
十
分
に
形
而
上
学
的
な
意
味
合
い

を
も
つ
の
で
、
テ
ク
ニ
カ
ル
で
な
い
用
語
法
と
し
て
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
「
も
つ
」
と
「
分
有
す
る
」
と
の
使
い
分

け
は
成
立
し
な
い
、
と
こ
の
学
者
は
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
批
判
が
正
し
け
れ
ば
、（
D2
） 

と 

（
D3
） 

を
区
別
す
る
た
め
の
根

拠
も
、
同
化
す
る
た
め
の
根
拠
も
同
様
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

し
か
し
こ
の
内
在
解
釈
側
か
ら
の
指
摘
は
、（
P5
） 

を
根
拠
と
し
て 

（
D2
） 「
x
は
F
さ
を
も
つ
」
と 

（
D3
） 「
x
は
F
さ
を
分
有
す
る
」

を
区
別
す
る
解
釈
に
対
し
て
有
効
な
反
論
に
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、（
P5
） 

と
『
カ
ル
ミ
デ
ス
』
の
問
題
と
な
る
箇
所
は
整
合
的

に
理
解
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
た
ん
に
、（
D3
） 

の
「
分
有
す
る
」
は
x
と
F
さ
と
の
関
係
の
あ
り
方
の
詳
細
に
立
ち

入
ら
な
い
記
述
方
式
で
あ
り
、（
D2
） 
の
「
も
つ
」
や
「
う
ち
に
あ
る
」
よ
り
も
幅
広
く
使
え
る
と
考
え
れ
ば
よ
い
。
簡
単
に
言
う

と
、（
D2
） 

を
使
え
る
場
合
は 

（
D3
） 

も
使
え
る
が
、
そ
の
逆
は
成
立
し
な
い
と
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
図
1
を
思
い

出
す
な
ら
ば
、（
D2
） 

は
x
と
B
が
表
す
事
物
と
の
関
係
を
記
述
す
る
方
式
で
あ
り
、（
D3
） 

は
x
と
（
B
を
含
む
）
円
A
が
表
す
事
物

と
の
関
係
を
記
述
す
る
方
式
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。『
カ
ル
ミ
デ
ス
』
で
問
題
に
な
る
の
は
、
カ
ル
ミ
デ
ス
が
も
ち
う

る
節
度
、
す
な
わ
ち
「
あ
る
事
物
の
う
ち
に
あ
る
F
さ
」（
B
が
表
す
事
物
）
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
れ
に
は 

（
D2
） 

が
成
立
す
る
の

で
、（
D3
） 

も
ま
た
成
立
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、（
P5
） 
で
問
題
に
な
る
の
は
「
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
F
さ
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
事

物
の
う
ち
に
は
存
在
し
な
い
の
で 

（
D2
） 

を
使
用
で
き
な
い
が
、
そ
れ
で
も
x
と
F
さ
と
の
間
に
は
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
の
で
（
あ

る
い
は
円
C
が
表
す
事
物
は
円
A
が
表
す
事
物
に
含
ま
れ
る
の
で
）、（
D3
） 

が
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば

（
P5
） 

と
『
カ
ル
ミ
デ
ス
』
の
問
題
と
な
る
箇
所
が
整
合
的
に
理
解
で
き
る
だ
け
で
な
く
、「
も
つ
」
と
「
分
有
す
る
」
と
を
交
換
可
能

な
も
の
と
し
て
使
う
テ
ク
ニ
カ
ル
で
な
い
用
語
法 

― 

こ
れ
は
当
然
な
が
ら
「
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
F
さ
」
に
は
関
わ
ら
な

い 

― 

と
の
整
合
性
も
確
保
で
き
る
。
な
お
、
も
し
こ
の
提
案
が
正
し
け
れ
ば
、（
D3
） 
の
記
述
方
式
が
使
わ
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
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必
ず
し
も
諸
事
物
と
「
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
F
さ
」
と
の
関
係
が
問
題
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る（

51
）

。
し
か

し
と
も
か
く
、（
D3
） 

が 

（
D2
） 

を
含
意
し
な
い
以
上
、
我
々
は 

（
D2
） 

と 

（
D3
） 

が
異
な
る
記
述
方
式
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

四
・
三
　
新
し
い
解
釈
で
の
形
相
原
因
説
提
示
箇
所
の
読
み
方

以
上
で
、
私
が
従
来
の
イ
デ
ア
解
釈
を
棄
却
し
た
上
で
提
案
す
る
新
し
い
解
釈
、
つ
ま
り 

﹇
1*
﹈ 

形
相
仮
説
は
プ
ラ
ト
ン
の
言
葉
に

近
い
形
で
「
F
さ
そ
の
も
の
が
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
」
と
定
式
化
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
そ
し
て
﹇
2*
﹈ （
D1
） 「
x
は
F
で
あ
る
」

と 

（
D2
） 「
x
は
F
さ
を
も
つ
」
と 
（
D3
） 「
x
は
F
さ
を
分
有
す
る
」
は
す
べ
て
異
な
る
記
述
方
式
だ
と
見
做
す
べ
き
こ
と
の
理
由
を
説

明
で
き
た
と
思
う
。
こ
の
節
の
最
後
に
、
こ
の
解
釈
に
立
っ
て
形
相
原
因
説
が
提
示
さ
れ
る
箇
所
を
改
め
て
辿
り
直
し
て
み
た
い
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
形
相
原
因
説
を
提
示
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず 

（
P1
） ﹇
形
相
仮
説
1
﹈
と
し
て
「
F
さ
が
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
」
こ

と
を
ケ
ベ
ス
に
同
意
さ
せ
る
。
こ
れ
は
、
た
ん
に
「
F
さ
が
存
在
す
る
」
と
い
う
よ
り
も
強
い
主
張
で
あ
り
、
そ
れ
を
含
意
す
る
主
張

で
あ
る
。
四
・
一
節
の
最
後
で
提
案
し
た
よ
う
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
冒
頭
で
形
相
仮
説
1
を
提
示
す
る
の
は
、「
そ
れ
自
体
で
存
在
す

る
F
さ
」
は
「
或
る
事
物
の
う
ち
に
存
在
す
る
F
さ
」
よ
り
も
原
因
と
し
て
の
説
明
能
力
が
高
い
の
で
、
ま
ず
「
そ
れ
自
体
で
存
在
す

る
F
さ
」
に
注
目
を
集
め
る
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
次
に
、
美
し
さ
を
例
と
し
て
、（
P2
） ﹇
原
因
仮
説
1
﹈「
美
し
さ
を
除
い
て
或
る
も
の
が
美
し
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は

あ
の
美
し
さ
を
分
有
す
る
こ
と
を
原
因
と
す
る
」
を
ケ
ベ
ス
に
同
意
さ
せ
る
。
こ
の
箇
所
の
「
あ
の
美
し
さ
」 （

, 100c5 -6

） 

は 

（
P1
） 

で
同
意
さ
れ
た
「
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
美
し
さ
」
を
指
示
す
る
と
も
、（
P1
） 

の
主
語
が
指
示
す
る

「
美
し
さ
」
を
指
示
す
る
と
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
少
し
後
の100d5 -6

で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
「
あ
の
美
し
さ
を
分
有

す
る
こ
と
」
を
「
あ
の
美
し
さ
の
現
在
あ
る
い
は
共
有
関
係
」 （

） 

と
言
い



プ
ラ
ト
ン
『
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ド
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け
る
形
相
原
因
説

七
三

換
え
て
も
よ
い
と
断
っ
て
お
り
、「
あ
の
美
し
さ
」
の
指
示
対
象
は
ど
ち
ら
の
場
合
も
同
じ
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
、（
P2
） 

の

「
あ
の
美
し
さ
」
は 

（
P1
） 

の
主
語
が
指
示
す
る
「
美
し
さ
」
を
指
示
す
る
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
そ
れ
が
「
そ
れ
自
体
で

存
在
す
る
美
し
さ
」
を
指
示
す
る
と
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
美
し
さ
が
或
る
事
物
の
う
ち
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
、

矛
盾
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
ま
た 

（
P2
） 

の
「
分
有
す
る
」
は
、
F
さ
が
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
場
合
に
も
、
或
る
事
物
の
う
ち

に
存
在
す
る
場
合
に
も
使
え
る
、
関
係
の
あ
り
方
の
詳
細
に
立
ち
入
ら
な
い
記
述
方
式
だ
っ
た
。
だ
か
ら
「
原
因
仮
説
1
」
は
、「
そ

れ
自
体
で
存
在
す
る
F
さ
そ
の
も
の
」
を
原
因
と
し
て
特
定
す
る
仮
説
で
は
な
く
、「
F
さ
」
を
原
因
と
し
て
特
定
す
る
仮
説
な
の
で

あ
る
。

続
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
自
然
学
的
原
因
説
明
に
従
う
原
因
説
明
を
改
め
て
斥
け
た
後
で
、（
P2
） 

の
「
美
し
さ
を
分
有
す
る
」
の

代
わ
り
に
「
美
し
さ
が
現
在
す
る
」
と
か
「
美
し
さ
が
共
有
関
係
を
も
つ
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
も
よ
い
と
断
る 

（100d3 -6

）。
そ

し
て 

（
P3
） ﹇
原
因
仮
説
2
﹈
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
関
係
を
表
す
言
葉
を
剥
ぎ
取
っ
た
「
美
し
い
も
の
は
美
し
さ
に
よ
っ
て
美
し
い
」

と
い
う 

（
P2
） 

の
簡
潔
な
言
い
換
え
を
、
最
も
安
全
な
仮
説
と
し
て
提
示
す
る
の
で
あ
る 

（100d6 -e3

）。

こ
の
後
、
②
ケ
ベ
ス
へ
の
直
接
的
応
答
へ
移
行
す
る
過
程
に
あ
る 

（
P4
） 

で
、
パ
イ
ド
ン
が
形
相
仮
説
と
原
因
仮
説
の
両
方
を
言
い

直
し
て
再
提
示
す
る
。
パ
イ
ド
ン
の
「
形
相
仮
説
2
」
は
、（
P1
） ﹇
形
相
仮
説
1
﹈
と
は
異
な
り
、「
F
さ
そ
の
も
の
」
を
「
F
さ
の

形
相
」 （

） 

で
置
き
換
え
て
、
こ
の
F
さ
の
形
相
が
存
在
す
る
こ
と
だ
け
を
確
認
す
る
。
パ
イ
ド
ン
は
、
F
さ
の
形
相
が
そ
れ
自
体

で
存
在
す
る
こ
と
を
確
認
し
な
い
が
、
そ
れ
は
こ
れ
以
降
の
議
論
で
は
も
は
や
「
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
F
さ
の
形
相
」
が
原
因
と
し

て
は
再
登
場
し
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
彼
が
言
い
直
し
て
提
示
す
る
「
原
因
仮
説
3
」
は
「
分
有
す
る
」
を
使
う
の
で
、（
P2
）

と 

（
P3
） 

と
同
様
に
、
た
ん
に
「
F
さ
の
形
相
」
を
原
因
と
し
て
特
定
す
る
仮
説
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
パ
イ
ド
ン
が
再
提
示
す
る
形
相

仮
説
と
原
因
仮
説
は
ど
ち
ら
も
一
般
的
な
記
述
方
式
、
す
な
わ
ち
形
相
が
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
か
、
そ
れ
と
も
或
る
事
物
の
う
ち
に

存
在
す
る
か
に
関
係
な
く
成
立
す
る
記
述
方
式
に
な
っ
て
い
る
。
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そ
し
て
最
後
に
、
②
ケ
ベ
ス
へ
の
直
接
的
応
答
に
お
い
て
形
相
原
因
説
が
適
用
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
と
く
に 

（
P3
） 

の
直
前
で
ソ

ク
ラ
テ
ス
自
身
が
許
容
し
た
「
或
る
も
の
に
現
在
す
る
美
し
さ
」
あ
る
い
は
「
或
る
も
の
と
共
有
関
係
に
あ
る
美
し
さ
」
を
原
因
と
し

て
特
定
す
る
記
述
方
式
が
適
用
さ
れ
る
。
そ
れ
が
「
シ
ミ
ア
ス
が
も
つ
大
き
さ
」
あ
る
い
は
「
シ
ミ
ア
ス
の
う
ち
に
あ
る
大
き
さ
」
を

原
因
と
す
る
説
明
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
事
物
の
う
ち
に
現
れ
る
が
、「
F
さ
」
あ
る
い
は
「
F
さ
の
形
相
」
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り

が
な
く
、
実
際
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
れ
を
何
度
か
「
形
相
」 （

） 

と
呼
ん
で
い
る
。

新
し
い
解
釈
に
も
と
づ
く
な
ら
ば
、
形
相
原
因
説
が
提
示
さ
れ
る
箇
所
は
以
上
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

五
　
形
相
原
因
説
の
有
意
義
性

第
三
節
と
第
四
節
の
議
論
に
よ
っ
て
、
形
相
原
因
説
を
め
ぐ
る
第
一
の
主
要
問
題
、
す
な
わ
ち
形
相
の
存
在
論
的
身
分
を
ど
の
よ
う

に
理
解
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
解
決
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
本
節
で
は
、
第
二
の
主
要
問
題
、
す
な
わ
ち

形
相
原
因
説
は
ど
の
よ
う
に
し
て
有
意
味
な
原
因
説
明
と
な
り
う
る
の
か
と
い
う
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
は
こ
れ
に
関
し
て
何
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
詳
し
く
確
認
し
て
お
こ
う
。
槍
玉
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
原
因
仮
説
で

あ
る
。
前
節
の
議
論
を
踏
ま
え
て
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
定
式
化
し
て
お
こ
う
。

【
原
因
仮
説
】
も
し
x
が
F
で
あ
る
な
ら
ば
、
x
は
F
さ
（
＝
F
さ
の
形
相
）
を
分
有
す
る
こ
と
、
そ
れ
だ
け
を
原
因
と
し
て
F
で
あ

る
。（
F
さ
を
除
く
任
意
の
事
物
を
x
と
す
る
。）

原
因
仮
説
は 

（
a
） 「
x
が
F
で
あ
る
」
を 

（
b
） 「
x
が
F
さ
を
分
有
す
る
」
に
よ
っ
て
説
明
す
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
は
こ
の
よ
う
な

説
明
を
「
最
も
安
全
」 （

 100d8

） 

な
仮
説
と
か
「
無
学
」 （

 105c1

） 

な
答
え
だ
と
述
べ
て
い
る
が
、
多
く
の
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学
者
た
ち
は
、
こ
れ
を
個
別
的
な
事
例
に
適
用
す
る
場
合
を
念
頭
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
仮
説
は
む
し
ろ
「
情
報
皆
無
」 （uninfor-

m
ative

） 

あ
る
い
は
「
同
語
反
復
的
」 （tautological

） 

で
あ
る
と
言
っ
て
、
そ
の
有
意
義
性
を
疑
問
視
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
に

根
拠
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
は
、
次
の
二
つ
の
論
点
で
あ
る
。

第
一
に
、（
b
） 

は
た
ん
に 

（
a
） 

の
表
現
を
少
し
変
形
さ
せ
た
だ
け
で
あ
り
、「
x
が
F
で
あ
る
」
と
記
述
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
事
態

に
つ
い
て
「
x
が
F
さ
を
分
有
す
る
」
が
原
因
で
あ
る
と
、
機
械
的
に
同
じ
仕
方
で
導
出
で
き
る
こ
と
だ（

52
）

。
学
者
た
ち
は
、
こ
の
機
械

的
な
手
続
き
に
よ
っ
て
は
、
我
々
が
或
る
事
態
の
原
因
の
理
解
に
近
づ
け
る
と
は
考
え
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
手
続
き
は
我
々

が
意
味
を
よ
く
知
ら
な
い
場
合
に
も
適
用
で
き
る
。
例
え
ば
、
我
々
が
「
い
じ
ま
し
い
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
は
っ
き
り
と
知
ら
な

い
場
合
で
も
、「
或
る
人
が
い
じ
ま
し
い
」
と
き
、
少
し
言
葉
を
変
形
さ
せ
て
、
そ
の
原
因
は
「
い
じ
ま
し
さ
」 （
あ
る
い
は
イ
デ
ア
解

釈
に
よ
る
と
「
い
じ
ま
し
さ
の
イ
デ
ア
」） 

を
分
有
す
る
こ
と
だ
と
言
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
多
少
の
変
化
は
介
在
す
る

の
で
、
一
部
の
学
者
の
よ
う
に（

53
）

、
原
因
仮
説
は
「
x
は
F
だ
か
ら
、
x
は
F
な
の
だ
」
と
い
う
の
と
変
わ
ら
な
い
と
主
張
す
る
の
は
間

違
い
で
あ
る
が（

54
）

、（
a
） 

と 

（
b
） 

の
表
現
上
の
差
異
は
、
そ
の
よ
う
な
不
満
を
言
い
た
く
な
る
ほ
ど
わ
ず
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
認

め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
或
る
学
者
は
、
原
因
仮
説
は
こ
の
世
界
内
の
或
る
事
態
の
正
し
い
記
述
を
見
つ
け
出
す
こ
と
に
は
役
立
た
な
い
と
指
摘
し

て
い
る（

55
）

。
原
因
仮
説
は
条
件
文
の
形
式
に
な
っ
て
い
る
の
で
、（
a
） 「
x
が
F
で
あ
る
」
と
す
で
に
知
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
そ
う
記

述
し
て
い
る
と
き
に
の
み
、
そ
の
原
因
が 

（
b
） 「
x
が
F
さ
を
分
有
す
る
」
こ
と
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
も
そ
も
x
が

F
な
の
か
G
な
の
か
が
不
明
で
あ
る
と
き
に
、
原
因
仮
説
を
持
ち
だ
し
て
も
、
我
々
は
x
に
関
し
て
ま
っ
た
く
理
解
を
深
め
る
こ
と
は

で
き
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
例
え
ば
、「
キ
ュ
ロ
ス
が
勇
敢
で
あ
る
」
と
す
で
に
記
述
し
て
い
る
と
き
に
、
我
々
は
そ
の
原
因
を

「
キ
ュ
ロ
ス
が
勇
敢
さ
を
分
有
す
る
こ
と
」
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
原
因
説
明
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
キ
ュ
ロ
ス
が
本
当

に
勇
敢
か
ど
う
か
を
知
る
た
め
に
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
原
因
仮
説
は
x
に
関
し
て
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
以
上
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の
情
報
を
何
一
つ
も
た
ら
さ
な
い
よ
う
に
見
え
る（

56
）

。

形
相
原
因
説
の
有
意
義
性
は
多
く
の
学
者
た
ち
に
疑
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
と
き
に
問
題
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
れ
ら
二

つ
の
論
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
私
は
こ
の
二
つ
の
論
点
に
順
番
に
応
答
す
る
こ
と
に
し
た
い（

57
）

。

ひ
と
つ
目
の
論
点
に
対
し
て
は
、
ま
ず
プ
ラ
ト
ン
は
単
純
に
す
べ
て
の
名
詞
が
F
さ
の
形
相
に
対
応
す
る
と
見
做
す
わ
け
で
は
な
い

こ
と
を
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い（

58
）

。『
ポ
リ
テ
ィ
コ
ス
』262c10 -263a1

で
は
、
或
る
全
体
を
諸
部
分
に
分
割
す
る
と
き
に
、
そ

の
部
分
が
形
相
を
も
つ
場
合
も
、
形
相
を
も
た
な
い
場
合
も
あ
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
人
間
全
体
を
ギ
リ
シ
ア
人
と
異
民

族
に
分
割
す
る
こ
と
は
形
相
に
即
し
た
分
割
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
異
民
族
と
い
う
も
の
は
互
い
に
混
淆
も
調
和
も
し
な
い
雑
多
な
も

の
を
含
ん
で
お
り
、
異
民
族
性
の
形
相
は
存
在
し
な
い
か
ら
だ
。
こ
こ
か
ら
、「
ペ
ル
シ
ア
人
は
異
民
族
で
あ
る
」
は
「
ペ
ル
シ
ア
人

は
異
民
族
性
を
分
有
す
る
」
を
原
因
と
し
て
説
明
で
き
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
形
相
原
因
説
で
は
、
ま
ず
形
相
仮
説
で
F
さ
の
存
在
を

確
保
し
た
後
で
、
原
因
仮
説
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
れ
は
、
言
葉
の
意
味
が
よ
く
分
か
ら
な
い
ケ
ー
ス
に
も
無
制
限
に
適
用

で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
F
さ
の
形
相
が
存
在
す
る
と
確
認
で
き
る
場
合
に
の
み
適
用
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
も
っ
と
重
要
な
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
形
相
が
存
在
す
る
と
プ
ラ
ト
ン
が
認
め
る
場
合
に
か
ぎ
っ
て
も
、「
x
が
F
で
あ

る
」
と
記
述
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
事
態
に
つ
い
て
、
一
様
に
「
x
が
F
さ
を
分
有
す
る
」
が
原
因
だ
と
見
做
す
こ
と
は
、
当
た
り
前
な
こ

と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
哲
学
的
に
重
要
な
決
断
を
含
む
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
に
第
一
に
思
い
起
こ
す
べ
き
な
の
は
、『
メ
ノ

ン
』71e1 -73c5

の
議
論
で
あ
る
。
そ
こ
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
相
手
メ
ノ
ン
は
、「
x
が
F
で
あ
る
」
と
記
述
さ
れ
る
事
態
に
は

「
x
が
F
さ
の
形
相
を
も
つ
」 （cf. 72c7 -8 

） 

こ
と
が
成
立
す
る
も
の
も
、
成
立
し
な
い

も
の
も
あ
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
。
つ
ま
り
彼
は
、
一
方
で
、
男
で
あ
っ
て
も
女
で
あ
っ
て
も
他
の
誰
で
あ
っ
て
も
、
或
る
人
が
「
健

康
で
あ
る
」
と
か
「
大
き
い
」
と
か
「
強
い
」
と
記
述
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
人
は
そ
れ
ぞ
れ
「
健
康
の
形
相
」「
大
き
さ
の
形
相
」

「
強
さ
の
形
相
」
と
い
う
同
一
の
形
相
を
も
つ
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
彼
は
、
他
方
で
、「
或
る
人
が
有
徳
で
あ
る
」
と
い
う
場
合
に
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は
、
男
で
あ
る
か
女
で
あ
る
か
老
人
で
あ
る
か
子
供
で
あ
る
か
な
ど
に
応
じ
て
別
々
の
仕
方
で
有
徳
に
な
る
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
人

が
同
一
の
徳
の
形
相
を
も
つ
と
は
思
え
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、『
国
家
』
第
5
巻
に
お
け
る
哲
学
者
を
見
聞
愛

好
家
か
ら
区
別
す
る
議
論
の
冒
頭
部
分
で
、
見
聞
愛
好
家
は
美
し
い
音
や
色
や
形
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
要
素
と
す
る
美
し
い
製
作
物
を

歓
迎
す
る
が
、
美
し
さ
の
形
相
を
認
識
で
き
ず
ま
た
歓
迎
す
る
こ
と
も
な
い
と
言
わ
れ
る 

（476b4 -8

）。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
見
聞
愛
好

家
は
、
す
べ
て
の
美
し
い
も
の
を
美
し
く
す
る
同
一
の
原
因
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
よ
う
な
立
場
は

十
分
に
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
或
る
人
は
次
の
よ
う
に
言
う
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
我
々
は
万
年
筆
を
美
し
い
と

い
い
、
人
を
美
し
い
と
い
い
、
競
技
上
の
プ
レ
ー
を
美
し
い
と
い
い
、
数
式
を
美
し
い
と
い
う
が
、
そ
の
と
き
我
々
は
た
ん
に
こ
れ
ら

の
事
態
を
類
比
的
に
捉
え
て
同
じ
言
葉
で
表
現
す
る
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
万
年
筆
と
オ
イ
ラ
ー
の
公
式
が
同
じ
仕
方
で
美
し
い
と
考
え

る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
、
と
。
そ
れ
に
対
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
（
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
）
は
形
相
原
因
説
を
探
究
の
出
発
点
と
す
る
の
で
、
あ

ら
ゆ
る
美
し
い
も
の
に
関
し
て
、
そ
れ
が
美
し
い
な
ら
ば
、
同
一
の
原
因
、
す
な
わ
ち
美
し
さ
の
形
相
を
分
有
す
る
こ
と
を
原
因
と
し

て
美
し
い
の
だ
と
想
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
対
立
に
お
い
て
哲
学
的
立
場
に
関
す
る
重
要
な
違
い
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。
だ
か
ら
、

「
x
が
F
で
あ
る
」
と
記
述
さ
れ
る
事
態
が
成
立
し
て
い
る
と
き
に
、
そ
の
原
因
を
F
さ
の
形
相
に
求
め
る
こ
と
は
、
言
葉
を
少
し
変

形
さ
せ
る
だ
け
の
瑣
末
事
で
は
な
く
、
哲
学
的
立
場
へ
の
関
与
を
含
む
重
大
な
想
定
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
二
つ
目
の
論
点
、
す
な
わ
ち
「
x
が
F
で
あ
る
」
と
い
う
記
述
が
正
し
い
か
ど
う
か
を
見
出
す
た
め
に
は
役
立
た
な
い
と
い

う
批
判
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
応
答
で
き
る
。
つ
ま
り
、
プ
ラ
ト
ン
は
「
x
が
F
で
あ
る
」
か
ど
う
か
を
知
る
た
め
に
は
F
さ
の

定
義
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
り
、
形
相
原
因
説
は
定
義
の
対
象
と
な
る
F
さ
の
形
相
を
措
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
定

義
を
探
究
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
、
と
。
か
つ
てB

enson
に
よ
っ
て
説
得
的
に
論
証
さ
れ
た
よ
う
に
、
プ
ラ
ト
ン
（
の

ソ
ク
ラ
テ
ス
）
は
、
次
の
よ
う
な
定
義
優
先
の
原
則
に
関
与
し
て
い
る（

59
）

。
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も
し
或
る
人
が
F
さ
の
定
義
を
知
ら
な
い
な
ら
、
そ
の
人
は
ど
ん
な
x
に
つ
い
て
も
、
x
が
F
で
あ
る
と
知
る
こ
と
は
で
き
な

い
。（
こ
こ
で
x
は
F
で
あ
る
と
判
明
す
る
可
能
性
の
あ
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
代
理
す
る
。）

私
自
身
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
ど
ん
な
F
さ
に
関
し
て
も
こ
の 

（
PD
） 

に
関
与
す
る
わ
け
で
は
な
く
、「
大
き
さ
」「
健
康
」「
正
義
」「
善

さ
」
な
ど
の
、
は
っ
き
り
と
感
覚
知
覚
さ
れ
る
像
を
も
た
な
い
た
め
に
、
定
義
を
用
い
て
他
人
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
F

さ
に
関
し
て
だ
け
、
こ
の 
（
PD
） 

に
関
与
す
る
と
考
え
る（

60
）

。
し
か
し
と
も
か
く
、（
PD
） 

に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
も
の
に
関
し
て
「
x

が
F
で
あ
る
」
と
い
う
記
述
が
正
し
い
か
ど
う
か
を
判
別
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
F
さ
の
定
義
を
獲
得
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。
そ
し

て
プ
ラ
ト
ン
は
、
こ
の
F
さ
の
定
義
が
、
あ
ら
ゆ
る
F
で
あ
る
も
の
を
F
に
す
る
、
原
因
と
し
て
の
F
さ
の
形
相
を
確
定
的
に
記
述
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
だ
か
ら
、
形
相
原
因
説
は
こ
の
F
さ
の
形
相
を
措
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
F
さ
の
定
義
探
究
の
出

発
点
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
形
相
原
因
説
だ
け
で
は
「
キ
ュ
ロ
ス
が
勇
敢
で
あ
る
」
と
い
う
記
述
が
正
し
い
か

ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
形
相
原
因
説
は
、
あ
ら
ゆ
る
勇
敢
な
人
や
行
為 

― 

そ
れ
が
発
揮
さ
れ
る
場
面
が
戦

場
で
あ
れ
、
病
気
で
あ
れ
、
貧
困
で
あ
れ
、
快
楽
で
あ
れ 

― 

を
勇
敢
に
す
る
、
原
因
と
し
て
の
勇
敢
さ
の
形
相
を
措
定
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
勇
敢
さ
の
定
義
を
探
究
す
る
た
め
の
出
発
点
を
形
成
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
キ
ュ
ロ
ス
が
勇
敢
で
あ
る
か
ど
う
か
の

判
定
に
貢
献
す
る
の
だ
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。

以
上
で
学
者
た
ち
が
原
因
仮
説
を
同
語
反
復
的
あ
る
い
は
情
報
皆
無
だ
と
批
判
す
る
と
き
に
提
示
す
る
根
拠
を
論
駁
す
る
こ
と
が
で

き
た
と
思
う
。
ま
ず
、
確
か
に 

（
a
） 「
x
が
F
で
あ
る
」
と
い
う
事
態
の
記
述
と
そ
の
原
因
説
明
を
す
る 

（
b
） 「
x
が
F
さ
を
分
有
す

る
」
と
で
は
表
現
上
の
相
違
は
わ
ず
か
で
あ
る
け
れ
ど
も
、（
b
） 

は
、
あ
ら
ゆ
る
F
で
あ
る
も
の
を
F
に
す
る
原
因
と
し
て
の
、
同

一
の
F
さ
の
形
相
の
存
在
に
関
与
す
る
と
い
う
意
味
で
、
哲
学
的
に
重
要
な
決
断
を
含
む
。
そ
し
て
確
か
に 

（
b
） 

は
そ
れ
だ
け
で
は
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「
x
が
F
で
あ
る
」
と
い
う
記
述
が
正
し
い
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
判
定
の
た
め
に
必
要
に
な
る
F
さ
の

定
義
を
探
究
す
る
た
め
の
出
発
点
を
構
成
す
る
と
い
う
意
味
で
、
世
界
内
に
お
け
る
事
態
の
正
し
い
記
述
を
見
つ
け
出
す
た
め
に
貢
献

す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
原
因
仮
説
が
情
報
皆
無
で
あ
る
と
い
う
批
判
は
、
ま
っ
た
く
的
外
れ
で
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

六
　
終
わ
り
に

こ
れ
ま
で
に
論
じ
ら
れ
た
こ
と
を
も
う
一
度
簡
単
に
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。
本
稿
の
目
的
は
、
過
去
の
学
者
た
ち
の
議
論
に
よ
っ
て

表
面
化
し
た
、
形
相
原
因
説
に
直
接
的
に
関
わ
る
二
つ
の
主
要
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
ひ
と
つ
目
は
、
形
相
の
存
在
論

的
身
分
の
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、（
P1
） ﹇
形
相
仮
説
1
﹈
で
措
定
さ
れ
る
イ
デ
ア
と
②
ケ
ベ
ス
へ
の
直
接

的
応
答
で
言
及
さ
れ
る
「
シ
ミ
ア
ス
の
う
ち
に
あ
る
大
き
さ
」（
シ
ミ
ア
ス
が
も
つ
大
き
さ
）
と
が
同
じ
だ
と
主
張
す
る
内
在
解
釈

と
、
そ
れ
ら
は
異
な
る
の
だ
と
主
張
す
る
離
在
解
釈
と
が
、
お
互
い
に
深
刻
な
問
題
を
提
起
し
な
が
ら
、
論
争
し
続
け
て
き
た
。
し
か

し
両
者
は
共
通
の
枠
組
み
の
な
か
で
論
争
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
の
特
徴
は
﹇
1
﹈ （
P1
） 

が
イ
デ
ア
の
存
在
を

措
定
す
る
と
見
做
す
こ
と
、
そ
し
て
﹇
2
﹈ 
プ
ラ
ト
ン
が
用
い
る
三
通
り
の
記
述
方
式
、
す
な
わ
ち 

（
D1
） 「
x
は
F
で
あ
る
」

と 

（
D2
） 「
x
は
F
さ
を
も
つ
」
と 

（
D3
） 「
x
は
F
さ
を
分
有
す
る
」
の
う
ち
二
つ
を
同
化
し
て
、
イ
デ
ア
に
言
及
す
る
原
因
説
明
と
そ

れ
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
記
述
方
式
に
分
け
る
こ
と
、
と
い
う
二
つ
の
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
私
は
ま
ず
、

﹇
1*
﹈ （
P1
） 

を
テ
ク
ス
ト
の
記
述
に
近
い
仕
方
で
「
F
さ
そ
の
も
の
が
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
」
と
定
式
化
し
、
こ
れ
は
F
さ
そ
の
も

の
が
或
る
事
物
の
う
ち
に
存
在
す
る
こ
と
を
排
除
し
な
い
と
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
提
起
さ
れ
た
深
刻
な
諸
問
題
が
解

決
さ
れ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
そ
し
て
私
は
次
に
、﹇
2*
﹈ （
D1
） 

と 

（
D2
） 
と 
（
D3
） 

と
が
い
ず
れ
も
異
な
る
記
述
方
式
だ
と
論
じ
た
。
つ

ま
り
、
ま
ず 

（
D1
） 

は
感
覚
知
覚
さ
れ
る
事
態
を
そ
の
ま
ま
記
述
す
る
の
に
対
し
て
、（
D2
） 

と 

（
D3
） 

は
思
考
の
対
象
で
あ
る
F
さ
に

訴
え
て 

（
D1
） 

の
原
因
を
説
明
す
る
の
で
あ
る
が
、（
D2
） 

と 

（
D3
） 

の
間
に
も
相
違
が
あ
り
、（
D2
） 

は
x
と
「
或
る
事
物
に
お
け
る
F
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さ
」
と
の
関
係
を
表
す
の
に
対
し
て
、（
D3
） 

は
（
F
さ
が
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
か
、
或
る
事
物
の
う
ち
に
存
在
す
る
か
に
関
わ
り

な
く
）
x
と
F
さ
と
の
関
係
を
表
す
の
で
あ
る
。

二
つ
目
の
問
題
は
、
原
因
仮
説
に
は
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
だ
っ
た
。
従
来
学
者
た
ち
は
、（
a
） 「
x
が
F
で

あ
る
」
と
い
う
事
態
を 

（
b
） 「
x
が
F
さ
を
分
有
す
る
」
が
説
明
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
F
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
を
少
し
変
形
す

る
だ
け
で
あ
ら
ゆ
る
事
態
を
説
明
で
き
る
こ
と
に
な
る
こ
と
、
そ
し
て
原
因
仮
説
は 

（
a
） 

が
正
し
い
か
ど
う
か
の
判
定
に
貢
献
し
な

い
こ
と
、
こ
れ
ら
二
点
を
指
摘
し
つ
つ
、
原
因
仮
説
が
情
報
皆
無
で
あ
る
と
批
判
し
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
私
は
、
形
相
原
因
説
は

あ
ら
ゆ
る
事
態
に
無
条
件
で
適
用
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
F
で
あ
る
も
の
を
F
に
す
る
、
F
さ
の
形
相
の
存
在
に

関
与
す
る
か
ぎ
り
で
適
用
で
き
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
F
さ
の
定
義
の
探
究
の
出
発
点
を
形
成
す
る
と
い
う
意
味
で 

（
a
） 

が

正
し
い
か
ど
う
か
の
判
定
に
貢
献
す
る
こ
と
を
論
じ
た
。

最
後
に
、
私
の
提
案
は
、
従
来
の
イ
デ
ア
解
釈
（
と
く
に
離
在
解
釈
）
に
は
な
い
、
も
う
ひ
と
つ
の
要
素 

― 

私
に
は
重
大
な
利
点

だ
と
思
わ
れ
る
要
素 

― 

を
も
つ
こ
と
を
指
摘
し
て
締
め
く
く
り
と
し
た
い
。
そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
の
作
品
内
世
界
の
整
合
性
に
関
わ
る

こ
と
で
あ
る
。
従
来
、
学
者
た
ち
は
し
ば
し
ば
次
の
よ
う
に
想
定
し
て
き
た（

61
）

。
つ
ま
り
、「
イ
デ
ア
」 （Form

s

） 

の
存
在
を
措
定
す

る 

（
P1
） 

を
土
台
と
す
る
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
は
『
パ
イ
ド
ン
』
で
は
じ
め
て
表
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、『
ラ
ケ
ス
』
や
『
エ
ウ

テ
ュ
プ
ロ
ン
』
な
ど
の
初
期
の
定
義
探
究
型
対
話
篇
で
は
、
定
義
対
象
と
し
て
の
「
形
相
」 （form

s

） 

に
言
及
は
さ
れ
る
も
の
の
、
イ

デ
ア
論
は
ま
だ
発
案
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
形
而
上
学
理
論
は
ま
だ
萌
芽
的
状
態
に
留
ま
っ
て
い
る
の
だ
、
と
。
そ
こ
で
彼
ら
は
文
体

統
計
学
的
に
は
い
ず
れ
も
初
期
に
属
す
る
定
義
探
究
型
対
話
篇
と
『
パ
イ
ド
ン
』
と
の
間
に
く
さ
び
を
打
ち
込
み
、『
パ
イ
ド
ン
』
を

中
期
対
話
篇
（
イ
デ
ア
論
的
対
話
篇
）
と
い
う
グ
ル
ー
プ
に
組
み
入
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
す
る
と
、
な
ぜ
プ
ラ
ト
ン
は
、
イ

デ
ア
論
の
発
案
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
若
い
頃
の
経
験
談
の
な
か
で
提
示
し
た
の
か
が
疑
問
と
し
て
浮
上
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
定
義
探

究
型
対
話
篇
に
登
場
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
壮
年
期
か
ら
刑
死
直
前
ま
で
で
あ
り
、
も
し
プ
ラ
ト
ン
が
多
少
な
り
と
も
作
品
世
界
内
の
整
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合
性
を
気
に
か
け
た
の
で
あ
れ
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
イ
デ
ア
論
を
発
案
し
た
時
期
を
も
っ
と
遅
ら
せ
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
も
そ
も
プ
ラ
ト
ン
が
作
品
内
世
界
の
整
合
性
を
気
に
か
け
て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
り
、
私
も
こ
の
こ
と
が
そ
れ
だ

け
で
或
る
解
釈
を
擁
護
す
る
た
め
の
根
拠
に
な
る
と
は
思
わ
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
擁
護
さ
れ
た
解
釈
が
、
さ
ら
に
作
品
内
世

界
の
整
合
性
を
確
保
す
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
解
釈
が
も
つ
重
要
な
利
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
描
像

で
あ
る
。『
パ
イ
ド
ン
』
の
経
験
談
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ご
く
若
い
頃
に
自
然
学
に
熱
中
す
る
が
、
す
ぐ
に
そ
れ
を

放
棄
し
て
形
相
原
因
説
を
発
案
し
た
。『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
で
は
、
ま
だ
思
春
期
の
頃
と
思
わ
れ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
、
十
分
に
練
り
上

げ
ら
れ
て
い
な
い
そ
の
説
を
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
披
露
す
る
が
、
多
く
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
し
ま
う
。
私
の
解
釈
で
は
、
こ
の
形
相
原

因
説
は
そ
れ
が
最
初
に
発
案
さ
れ
た
段
階
で
、
F
さ
が
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
場
合
も
、
或
る
事
物
の
う
ち
に
存
在
す
る
場
合
も
視
野

に
入
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
実
際
、
哲
学
者
は
、
探
究
の
は
じ
め
の
段
階
で
は
F
さ
を
或
る
事
物
の
う
ち
に
存
在
す
る
か
ぎ
り
で
考
察

し
、
そ
し
て
最
終
的
に
F
さ
を
そ
れ
自
体
で
把
握
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
定
義
探
究
型
対
話
篇
で
は
、
多
く
の
事
物
や
行
為
や
状

況
に
お
い
て
同
一
の
「
勇
敢
さ
」
や
「
敬
虔
さ
」
や
「
正
義
」
を
定
義
す
る
こ
と
が
主
題
と
な
る
が
、
こ
こ
で
は
或
る
事
物
の
う
ち
に

存
在
す
る
か
ぎ
り
で
の
F
さ
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
パ
イ
ド
ン
』
や
『
国
家
』
で
は
哲
学
的
議
論
に
慣
れ
親
し

ん
だ
対
話
相
手
に
対
し
て
、『
饗
宴
』
や
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
で
は
一
人
語
り
の
ス
ピ
ー
チ
の
な
か
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
F
さ
を
そ
れ
自

体
で
把
握
す
る
た
め
の
哲
学
的
探
究
の
全
過
程
を
描
写
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
私
の
解
釈
で
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
若
い
頃
の
体
験

談
の
な
か
で
形
相
原
因
説
が
提
示
さ
れ
る
と
し
て
も
ま
っ
た
く
問
題
は
生
じ
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
本
稿
で
提
示
し
た
形
相
原
因
説
の

解
釈
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
作
品
内
世
界
を
構
築
す
る
仕
方
へ
の
理
解
や
プ
ラ
ト
ン
の
作
品
全
体
の
読
み
方
に
関
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
も

の
と
は
異
な
る
、
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
を
指
し
示
す
の
で
あ
る
。
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二
〇
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一
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一
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三
日
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開
か
れ
た
京
都
哲
学
会
講
演
会
で
発
表
し
た
原
稿
を
大
幅
に
書
き
直
し
た
も
の
で
す
。
講
演
会
で
特
定
質
問
者
を

引
き
受
け
て
く
だ
さ
り
、
詳
細
な
コ
メ
ン
ト
を
く
だ
さ
っ
た
金
山
弥
平
先
生
、
ま
た
最
終
段
階
の
原
稿
に
コ
メ
ン
ト
を
く
だ
さ
っ
た
栗
原
裕
次
先
生
に
感
謝

い
た
し
ま
す
。
本
研
究
はJSP

S

科
研
費20K

00098

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。

 

（
1
）　C

f. 

藤
澤 

（1998,86

） ：「
本
書
で
は
、
広
く
一
般
に
使
わ
れ
て
い
る
「
イ
デ
ア
（
論
）」
と
い
う
言
い
方
を
統
一
的
に
用
い
る
が
、
こ
の
呼
称
が
定
着

し
た
恰
好
に
な
っ
て
い
る
の
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
も
の
で
、
プ
ラ
ト
ン
自
身
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
。」

 

（
2
）　C

f. M
etaph. A

6. 987a29 -b9; M
 4. 1078b7 -32, M

 9. 1086a29 -b13.

 

（
3
）　
な
お
、
こ
の
名
称
の
終
わ
り
を
「
論
」
で
は
な
く
「
説
」
と
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
体
系
的
な
理
論
と
し
て
提
示
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
仮
説
と
し
て
提

示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
本
稿
で
は
「
仮
設
」
で
は
な
く
「
仮
説
」
の
字
を
用
い
る
が
、
こ
れ
は
形
相
原
因
説
や
そ
の
他
の
仮
説
と
し
て
提
示
さ
れ
る

説
の
「
説
」
と
対
応
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
点
は
、
そ
の
ほ
う
が
分
か
り
や
す
く
な
る
と
個
人
的
に
判
断
し
た
だ
け
で
あ
り
、
こ
だ
わ
る

つ
も
り
は
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

 

（
4
）　
こ
の
段
落
で
「
死
」
は
二
通
り
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、O

’B
rien 

（1968, 96 -100

） 

が
論
じ
る
よ
う
に
、
ケ
ベ
ス
の
反
論
の
な
か

で
、
議
論
の
焦
点
と
な
る
「
死
」
の
意
味
に
変
更
が
加
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
対
話
篇
で
は
最
初
「
死
」
は 

（
a
） 「
魂
が
身
体
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ

と
」
と
し
て
定
義
さ
れ
る 

（64c4 -5

）。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
論
証
し
よ
う
と
す
る
命
題 

（
死
後
に
魂
は
善
き
神
々
の
も
と
に
赴
く
） 

に
お
け
る
「
死
」
は
こ
の
意

味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
ケ
ベ
ス
は
、
反
論
を
提
示
す
る
に
あ
た
っ
て
、
注
意
深
く 
（
a
） 

の
定
義
に
従
い
な
が
ら
話
を
進
め
る
も
の
の
、
最
後
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に
「
魂
が
不
死
・
不
滅
で
あ
る
」
と
論
証
す
る
よ
う
に
要
求
す
る
と
こ
ろ
で
、
暗
に
問
題
と
な
る
「
死
」
を 

（
b
） 「
消
滅
」
と
し
て
再
定
義
す
る
の
で
あ

る 
（88b4 -6

）。
こ
の
ケ
ベ
ス
の
暗
黙
の
再
定
義
は
、
少
し
後
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
っ
て
明
示
的
に
示
さ
れ
る 

（91d6 -7

）。
な
お
、
こ
の
解
釈
に
対
し
て
は

G
allop 

（1975, 155 -156

） 

が
批
判
を
提
示
し
て
い
る
。G

allop

は
、
ケ
ベ
ス
の
反
論
よ
り
後
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
「
魂
は
最
後
に
い
わ
ゆ
る
死
に
お
い
て
消

滅
す
る
」 （95d4

） 

と
述
べ
る
が
、
こ
れ
は
、O

’B
rien

の
解
釈
に
従
う
と
、「
新
し
く
定
義
さ
れ
た
死 

（
消
滅
） 

が
一
般
的
な
意
味
で
の
死
に
お
い
て
完
成
す

る
」
と
い
う
意
味
に
な
り
、
混
乱
し
た
言
い
方
に
な
っ
て
し
ま
う
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
「
い
わ
ゆ
る
死
に
お
い
て
」
と
い
う
言
い
方
は
こ
こ
で
も
う
一
度

「
死
」
を 

（
a
） 
の
意
味
で
使
う
こ
と
を
合
図
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、G

allop

が
引
用
す
る
箇
所
は
た
ん
に
「
魂
は
最
後
に
身
体
か
ら
解
放
さ
れ
る

と
き
に
は
消
滅
す
る
」
と
い
う
意
味
に
な
る
だ
け
で
、
と
く
に
問
題
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
な
お
、
議
論
の
焦
点
と
な
る
「
死
」
の
定
義
が
変
更
さ
れ
た
か

ら
と
い
っ
て
、（
a
） 

の
意
味
で
の 

「
死
」 （
魂
が
身
体
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
） 

が
議
論
か
ら
完
全
に
排
除
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い 

（cf. R
ow

e 1993, 217

）。

 

（
5
）　
私
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
こ
の
文
脈
で
使
用
す
る

と

、
お
よ
び
そ
れ
ら
を
示
す
関
連
表
現 

（
例
え
ば
根
拠
・
原
因
を
示
す
用
法
の
与
格
形
名

詞
あ
る
い
は
分
詞
、
そ
し
て
前
置
詞

や
接
続
詞

を
使
う
表
現
） 

は
す
べ
て
広
い
意
味
で
の
「
原
因
」
を
意
味
す
る
と
考
え
る
。
必
要
に
応
じ

て

-

節
や

-

節
を
「
…
を
原
因
と
す
る
」
の
よ
う
に
訳
出
す
る
。
近
代
以
降
の “cause” 

の
言
葉
の
用
法
を
考
慮
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
が
こ
こ
で

cause

を
問
題
に
し
て
い
る
と
い
う
の
は
お
か
し
い
と
論
じ
る
学
者
も
い
る
が
、
藤
澤 

（2000 [1987]

） 

は
近
代
以
降
の
用
語
法
に
優
先
権
を
与
え
て
プ
ラ
ト

ン
を
解
釈
す
る
必
要
は
な
い
と
指
摘
し
て
お
り
、
私
も
そ
れ
に
従
う
。

 

（
6
）　「
何
を
原
因
と
し
て 

（
F
で
） 

あ
る
の
か
」 （

） 

は
こ
の
箇
所
で
は
言
及
さ
れ
な
い
が
、96a8 -9

で
付
け
加
え
ら
れ
て
、
そ
れ
以
降
生
成
消
滅

の
原
因
と
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
る 

（cf. 97b4 -5, c7

）。

 

（
7
）　
テ
ク
ス
ト
で
は
「
君 

﹇
＝
ケ
ベ
ス
﹈ 

が 

﹇
経
験
談
か
ら
関
連
要
素
を
﹈ 

説
得
の
た
め
に
利
用
す
る
だ
ろ
う
」 （96a2 -3

） 

と
書
か
れ
て
お
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス

が
利
用
す
る
と
書
か
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
こ
の
よ
う
な
言
い
方
を
す
る
の
は
、
彼
が
問
答
に
よ
っ
て
成
立
す
る
議
論
は
答
え
手
の
も
の

に
な
る
と
見
做
す
か
ら
で
あ
る
。

 

（
8
）　
自
然
学
的
原
因
説
明
は
、
事
物
の
変
化
の
原
因
を
そ
の
構
成
要
素
や
構
成
要
素
に
加
え
ら
れ
る
操
作
に
求
め
る
も
の
で
、
学
者
た
ち
は
し
ば
し
ば
機
械

論
的
原
因
説
明
と
呼
ぶ 

（cf. e.g. V
lastos 1981 [1969], 82: “m

echanical causes”
）。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
の
説
明
が
、
原
因
が
原
因
と
し
て
機
能
す
る
た

め
に
必
要
な
条
件
の
説
明
に
す
ぎ
ず
、
そ
も
そ
も
原
因
説
明
で
は
な
い
と
考
え
る
。
他
方
で
知
性
に
も
と
づ
く
原
因
説
明
は
目
的
論
的
原
因
説
明
で
あ
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
の
説
明
を
理
想
と
す
る
が
、
自
分
で
発
見
す
る
こ
と
も
人
か
ら
学
ぶ
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
説
明
を
用
い
る
こ
と
を
諦
め
た
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と
述
べ
る
。

 

（
9
）　G

allop 

（1975, 178 -181

） 

とR
ow

e 

（1993

） 

に
従
っ
て
、
以
下
に
「
形
相
仮
説
」
と
「
原
因
仮
説
」
と
し
て
挙
げ
る
命
題
は
「
二
つ
で
組
を
な
す
仮

説
」
で
あ
る
と
考
え
る
。van E

ck (1994), van E
ck (1996) 

が
こ
の
解
釈
に
反
対
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
従
わ
な
い
。van E

ck

の
批
判
に
対
し
て
は

R
ow

e (1996) 
が
説
得
的
に
応
答
し
て
い
る
。

 

（
10
）　
文
法
的
に
は

は
、（
ⅰ
） 

を

に
掛
け
て
「
何
ら
か
の
美
し
さ
が
存
在
す
る
」
と
訳
す
こ
と
も
、（
ⅱ
） 

を
述
語
に
し
て

「
美
し
さ
が
何
ら
か
の
も
の
で
あ
る
」
と
訳
す
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
しvan E

ck (1994, 222 n.3) 

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
表
現
は
す
ぐ
後
で
引
用
さ

れ
る 

（
P4
） 

の

 

（102b1

） 

と
パ
ラ
レ
ル
な
の
で
、
ど
ち
ら
も
同
じ
仕
方
で
読
む
の
が
自
然
だ
が
、（
P4
） 

の
表
現
は
文
法
的

に

を
述
語
と
し
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
こ
で
は 

（
ⅱ
） 

の
読
み
方
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。A

dem
ollo 

（2011, 457 n.9

） 

は
、
こ
の

箇
所
で
は
名
詞
化
さ
れ
た
形
容
詞
に
冠
詞
が
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
ま
たP

hd. 65d7, 76d7 -9

で
は

を

や

に
掛
け
て
読
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て 

（
ⅰ
） 
の
読
み
方
が
正
し
い
と
し
て
い
る
。
し
か
しA

dem
ollo

が
引
用
す
るP

hd. 65d7, 76d7 -9

は
形
容
詞
が
抽
象
名
詞

化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示
す
た
め
の

が
添
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、

は
そ
の
代
わ
り
の
役
目
を
果
た
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き

る
。
だ
か
ら
、A

dem
ollo

の
指
摘
は
こ
こ
で 

（
ⅰ
） 
の
読
み
方
を
と
る
た
め
の
十
分
な
根
拠
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

 

（
11
）　
こ
れ
に
対
し
て
「
…
は
美
し
い
」「
…
は
善
い
」
な
ど
を
一
般
的
に
「
…
は
F
で
あ
る
」
と
す
る
。「
F
さ
」
は
英
語
のF

-ness

に
相
当
す
る
表
現
で

あ
り
、
形
容
詞
の
述
語
的
用
法
で
は
な
く
、
抽
象
名
詞 

（
化
さ
れ
た
形
容
詞
） 

で
あ
る
こ
と
を
明
確
化
す
る
た
め
の
工
夫
で
あ
る
。「
F
さ
と
は
何
で
あ
る

か
？
」
と
い
う
問
い
に
関
し
て
、
抽
象
名
詞
のF

-ness

と
形
容
詞
の
述
語
的
用
法
の
F
と
を
こ
の
よ
う
に
区
別
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、B

en-

son 

（1992 [1990], 134 n.2

） 

を
参
照
。
な
お
、V

lastos 

（1995 [1954], 183 n.39

） 

もF
-ness

と
F
と
の
区
別
を
す
る
が
、V

lastos

の
場
合
は
彼
自
身
の

解
釈
上
の
立
場
に
も
と
づ
く
区
別
で
あ
り
、
F
は
「
大
き
い
も
の
の
大
き
さ
」
や
「
我
々
の
も
つ
等
し
さ
」
を
含
む
と
し
て
い
る
の
で
、
私
やB

enson

の

区
別
と
は
違
う
こ
と
に
注
意
し
て
欲
し
い
。

 

（
12
）　100d6

の
、
複
数
の
系
統
の
写
本
が
一
致
し
て

と
読
む
も
の
の
、
文
法
的
観
点
か
ら
破
損
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
箇
所
に
関

し
て
は
、
私
はW

yttenbach

の
推
測

で
は
な
く
、U

eberw
eg

の
修
正
案

を
読
む 

（cf. R
ow

e 1993, 243: “on 

balance the m
ost likely reading”

）。
ど
ち
ら
の
読
み
方
で
も
私
の
議
論
に
本
質
的
な
影
響
は
な
い
と
思
う
。

 

（
13
）　100d8

の

を
読
む
か
ど
う
か
写
本
の
読
み
が
分
か
れ
て
い
る
が
、
私
は
読
む
ほ
う
が
自
然
だ
と
思
う
。
読
ま
な
く
て
も
私
の
議
論
に
は
影
響
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は
な
い
。

 
（
14
）　
こ
の
箇
所
は
、
直
接
的
に
は 

（
A
） 

の
事
態
で
は
な
く
、
そ
れ
に
対
応
す
る
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
シ
ミ
ア
ス
よ
り
も
小
さ
い
」
と
い
う
事
態
が
成
立
す
る

原
因
を
記
す
箇
所
で
あ
る
が
、
同
時
に

節
が
原
因
記
述
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
な
る
こ
と
を
示
す
箇
所
で
も
あ
る
。

 

（
15
）　
対
話
篇
の
途
中
で
「
死
」
の
意
味
に
変
更
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
注
4
を
参
照
。
学
者
の
な
か
に
は
、（
ⅰ
） 105b5 -e10

で
「
魂
の
不
死
」

が
、（
ⅱ
） 105e11 -107a1

で
「
魂
の
不
滅
」
が
そ
れ
ぞ
れ
論
証
さ
れ
る
と
解
釈
し
た
上
で
、（
ⅱ
） 

の
議
論
が
破
綻
し
て
い
る
と
見
做
す
者
も
い
る 

（cf. e.g. 

K
eyt 1963

）。
私
は
、（
ⅱ
） 

で
「
不
死
」
は
「
不
滅
」
を
意
味
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
と
同
時
に
、
魂
に
は
撤
退
と
い
う
選
択
肢
し
か
残
さ
れ
な
い
こ

と
が
明
確
化
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
と
く
に
新
し
い
論
証
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
他
の
提
案
はK

anaya-

m
a 

（2000, 80 -87

） 

やSedley 
（2018

） 

を
参
照 

（
私
の
提
案
はSedley

の
解
釈
に
近
い
）。

 

（
16
）　
離
在
解
釈
を
支
持
す
る
の
は
例
え
ば
次
の
学
者
た
ち
で
あ
る
。C

ornford (1939, 74 -80), H
ackforth (1955, 194 n.4; 150 n.1), B

luck (1955, 117 -

119), V
lastos (1981 [1969], 83 -86), Fujisaw

a (1974) =
 

藤
澤 (2000 [1974]), D

evereux (1999 [1994]), E
bert (2004, 371 -420), Sedley (2018, 

213). 

な
お
、
こ
の
解
釈
で
想
定
さ
れ
る
「
離
在
」
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
プ
ラ
ト
ン
に
帰
し
て
い
る
と
見
做
さ
れ
る
も
の
で
、「
諸
事
物
（
あ
る
い
は

我
々
の
世
界
）
の
う
ち
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
こ
と
」
と
い
う
く
ら
い
の
意
味
で
あ
る 

（cf. D
evereux 1999 [1994], 204 -

209

）。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
報
告
に
あ
る
離
在
概
念
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
た
ん
に
解
釈
上
の
立
場
を
表
す
名
称

と
し
て
使
用
し
、
離
在
概
念
の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。

 

（
17
）　C

f. C
ornford (1939, 74 -80), D

em
os (1948), V

lastos (1981 [1969], 83 -86), 

藤
澤 

（2000 [1974], 144:

「
知
覚
的
性
状 

（
F
）」), 

藤
澤 

（1998, 

115), D
evereux (1999 [1994], 200). 

離
在
解
釈
を
と
る
学
者
の
全
員
が
、
内
在
性
格
は
感
覚
知
覚
さ
れ
う
る
と
明
確
に
主
張
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し

か
し
こ
の
立
場
が
主
流
派
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
だ
ろ
う
。
私
の
知
る
か
ぎ
り
、
内
在
性
格
を
措
定
し
つ
つ
、
そ
れ
が
感
覚
知
覚
さ
れ
な
い
と
い
う
立
場

を
議
論
を
展
開
し
て
擁
護
す
る
学
者
は
こ
れ
ま
で
誰
も
い
な
い
。

 

（
18
）　
内
在
解
釈
を
支
持
す
る
の
は
例
え
ば
次
の
学
者
た
ち
で
あ
る
。O

’B
rien (1967), O

’B
rien (1968), Stough (1976), B

ostock (1986, 182 -183), 

D
ancy (1991, 9 -23), Fine (2003 [1986]), D

ancy (2004, 291 -313), A
dem

ollo (2013).

 

（
19
）　
次
節
に
お
い
て
、
私
自
身
は
イ
デ
ア
解
釈
で
は
な
く
別
の
解
釈
を
と
り
、
そ
の
こ
と
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
反
論
は
成
立
し
な
く
な
る
と
論
じ
る
。
だ
か

ら
、
私
自
身
の
立
場
か
ら
こ
れ
ら
の
反
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
て
欲
し
い
。



プ
ラ
ト
ン
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パ
イ
ド
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形
相
原
因
説
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（
20
）　
念
の
た
め
に
記
す
が
、『
饗
宴
』
で
プ
ラ
ト
ン
は
こ
れ
を
「
本
性
に
お
い
て
驚
嘆
す
べ
き
或
る
美
し
さ
」 （

 

210e4 -5

） 

や
「
あ
の
美
し
さ
」 （211c2

） 

や
「
神
的
な
美
し
さ
そ
の
も
の
」 （

） 

と
呼
ぶ
だ
け
で
あ
り
、「
イ
デ
ア
」 （

） 
と
い
う
呼
び
方
は
一
切
し
な
い
。

 

（
21
）　
内
在
解
釈
を
と
るA

dem
ollo 

（2013, 79 -80

） 

は
、（
P5
） 

で
は
「
…
の
う
ち
に
」
が
文
字
通
り
の
時
間
・
空
間
的
な
意
味
と
し
て
の
み
使
わ
れ
て
お

り
、「
シ
ミ
ア
ス
の
う
ち
に
あ
る
大
き
さ
」
の
よ
う
な
場
合
を
含
ま
な
い
と
主
張
す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
到
底
無
理
な
主
張
で
あ
ろ
う
。

 

（
22
）　
内
在
す
る
F
さ
が
撤
退
・
消
滅
す
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
は
早
く
か
ら
内
在
解
釈
の
弱
点
だ
と
意
識
さ
れ
て
き
た
が 

（cf. O
’B

rien 1967, 203

）、
と
く

にD
evereux 

（1999 [1994], 194 -197

） 

が
こ
の
問
題
を
分
か
り
や
す
く
説
明
し
て
い
る
。

 

（
23
）　
こ
れ
ら
の
言
葉
は
一
般
に
「
内
在
す
る
」 （

） 

と
交
換
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
実
際
にC

hrm
. 158e6 -159a4

で
は
、
定
義
対
象
の

「
節
度
」
に
つ
い
て
「
現
在
す
る
」 （

） 

と
「
内
在
す
る
」 （

） 

と
が
交
換
可
能
な
表
現
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
にG

rg. 506c9 -

e4

を
参
照
。

 

（
24
）　F

ine 

（2003 [1986], 308 n.16

） 

が R
ep. 476a4 -7

を
引
用
し
て
内
在
解
釈
を
擁
護
し
て
い
る
。Fujisaw

a 

（1974, 44 -45

） =
 

藤
澤 

（2000 [1974], 

131 -132

） 

は
、P

hd. 100d4 -7

は
例
外
的
表
現
で
あ
る
と
し
て
「
プ
ラ
ト
ン
自
身
の
態
度
表
明
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
に
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（2000 [1974], 132

） 

と
述
べ
て
い
る
が
、（
P6
） 
に
は
ま
っ
た
く
言
及
し
て
い
な
い
。F

ine

の
議
論
に
応
答
し
て
い
るD

evereux 

（1999 [1994]

）

も 

（
P6
） 

に
は
言
及
し
な
い
。

 

（
25
）　
こ
の
線
で
の
反
論
を
提
示
す
る
の
はD

ancy (1991,16), D
ancy 

（2004, 309

） 

で
あ
る
。

 

（
26
）　C

f. e.g. O
’B

rien 

（1967, 202 -203). 

 

（
27
）　
例
え
ば
、E
bert 

（2004, 371 -420

） 

やSedley 

（2018

） 

は
離
在
解
釈
を
と
り
な
が
ら
、D

enyer 

（2007

） 

は
内
在
解
釈
を
と
り
な
が
ら
、
②
ケ
ベ
ス

へ
の
応
答
を
議
論
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
は
立
ち
入
っ
て
い
な
い
。

 

（
28
）　
こ
こ
で
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、「
そ
の
も
の
」
を
削
除
す
る
な
ん
て
と
ん
で
も
な
い
、
な
ぜ
な
ら
プ
ラ
ト
ン
は

「
そ
の
も
の
」 （

） 

を
付
加
す
る
こ
と
で
超
越
的
イ
デ
ア
か
ど
う
か
を
区
別
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
と
。
し
か
し
、
す
で
にV

lastos 

（1981 [1969],84 

n.26

） 

が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
現
在
の
文
脈
に
お
い
て
「
そ
の
も
の
」
は
超
越
性
を
表
す
印
で
は
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
確
か
にP

hd. 102d6 -9

で
は
「
大
き
さ
そ
の
も
の
」 （

） 

と
「
我
々
の
う
ち
に
あ
る
大
き
さ
」 （

） 

と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
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が
、P

hd. 103b4 -5

で
は
「
相
反
す
る
も
の
そ
の
も
の
」 （

） 

― 

す
な
わ
ち
F
さ
そ
の
も
の
と
そ
の
反
対
の
G
さ
そ
の
も
の 

― 

に
は

「
我
々
の
う
ち
に
あ
る
も
の
」 （

） 

と
「
自
然
本
性
に
お
い
て
あ
る
も
の
」 （

） 

と
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
か
ら
だ
。
ま
た
従
来
の
解

釈
で
イ
デ
ア
が
問
題
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
箇
所
で
も
、
例
え
ば

の
よ
う
に
並
べ
ら
れ
た
複
数
の
形
容
詞
の
最
初
に
だ

け
「
そ
の
も
の
」
が
付
加
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
り 

（cf. e.g. P
hd. 65d4 -7, 100b5 -7

）、
ど
れ
一
つ
に
も
付
加
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
る 

（cf. e.g. P
hd. 

76d8 -9; R
ep. 476a1 -6

）。

 

（
29
）　
す
な
わ
ちC

hrm
., E

uthphr., H
i.M

a., L
a., L

y., M
en., T

ht. 

（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
） 

とR
ep.

の
第
1
巻
で
あ
る
。 

 

（
30
）　
す
な
わ
ちC

ra. (cf. 421c3 -427d3), P
hdr. (cf. 259e1 -274b5), Sph., P

lt., P
hlb.

で
あ
る
。

 

（
31
）　
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
全
体
に
お
け
る
「
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
F
さ
」（
＝
F
さ
の
真
実
在
）
と
「
或
る
事
物
・
行
為
・
状
況
の
う
ち
に
存
在
す
る
F
さ
」

（
＝
F
さ
の
真
実
在
の
可
知
的
像
）
と
の
区
別
に
関
し
て
は
、
早
瀬 

（2018

） 

お
よ
び
早
瀬 

（2019, 32 -36

） 

を
参
照
し
て
欲
し
い
。

 

（
32
）　
実
際
に
こ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
の
基
本
的
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
と
く
にR

ep. 507b1 -9

と
早
瀬 

（2021, 22 -23

） 

に
お
け
る
そ
の
箇
所
に
つ
い

て
の
私
の
コ
メ
ン
ト
を
参
照
し
て
欲
し
い
。
も
ち
ろ
ん
議
論
の
な
か
で
「
形
相
が
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
」
と
言
わ
れ
た
後
に
「
そ
の
形
相
」
と
い
う
言
葉

が
使
わ
れ
る
と
き
、
こ
の
「
形
相
」
が
「
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
形
相
」
だ
け
を
指
す
場
合
も
あ
る
。
私
は
ど
ん
な
文
脈
で
も
「
形
相
」
は
「
そ
れ
自
体
で

存
在
す
る
F
さ
」
を
指
示
し
な
い
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

 

（
33
）　
も
ち
ろ
ん
「
分
有
す
る
」
と
い
う
言
葉
に
着
目
し
て
、
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、「
分
有
す
る
」
と
い
う
言
葉
は

個
物
と
イ
デ
ア
と
の
関
係
だ
け
を
表
す
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
原
因
仮
説
3
は
原
因
仮
説
2
と
は
交
換
で
き
ず
、
言
い
直
さ
れ
る
前
の
原
因
仮
説
1
と
だ

け
交
換
可
能
な
の
だ
、
と
。
こ
の
反
論
に
対
し
て
は
四
・
二
節
に
お
け
る
「
も
つ
」
と
「
分
有
す
る
」
の
違
い
に
つ
い
て
の
議
論
で
応
答
し
た
い
。

 

（
34
）　T

hesaurus L
inguae G

raecae

を
用
い
た
私
の
調
査
で
は
、
プ
ラ
ト
ン
著
作
集 

（
偽
作
を
除
く
） 

で
単
数
中
性
形
の

が
出
現
す
る
の
は
42

箇
所
、
複
数
中
性
形
や
単
数
お
よ
び
複
数
男
性
形
を
合
わ
せ
る
と
88
箇
所
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
認
識
論
的
・
形
而
上
学
的
文
脈
で
使
わ
れ
て
い
る
と
私
に
思

わ
れ
る
の
は
、Sm

p. 211b1; P
hd. 66a2, 78d6, 83b1, 100b6; R

ep. 476b9 -10 
（
こ
こ
ま
で
は
す
べ
て
単
数
・
中
性
形
） 

お
よ
びR

ep. 516b5 

（
比
喩
の
な

か
な
の
で
単
数
・
男
性
形
が
使
わ
れ
る
） 

の
7
箇
所
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
ら
は
す
べ
て
プ
ラ
ト
ン
の
形
而
上
学
を
理
解
す
る
た
め
の
最
重
要
箇
所
に

含
ま
れ
る
。

 

（
35
）　
同
じ
こ
と
はP

hd. 82d9 -83c3

で
お
さ
ら
い
さ
れ
る
が
、
そ
の
箇
所
は
圧
縮
さ
れ
て
い
る
の
で
独
立
し
た
十
分
な
証
拠
に
は
な
ら
な
い
。
な
お
、
他
の



プ
ラ
ト
ン
『
パ
イ
ド
ン
』
に
お
け
る
形
相
原
因
説

九
一

対
話
篇
を
含
め
る
な
らR

ep. 476b9 -10, 515d9 -516b7

も
ま
た
プ
ラ
ト
ン
が
問
題
と
な
る
区
別
を
す
る
証
拠
と
な
る
が
、
本
稿
で
は
対
話
篇
内
部
の
証
拠

だ
け
に
議
論
を
限
定
す
る
。『
国
家
』
の
関
連
箇
所
に
つ
い
て
は
早
瀬 

（2021

） 

で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

 

（
36
）　
問
題
と
な
る
部
分
を
同
じ
よ
う
に
翻
訳
す
る
の
は
例
え
ば
次
の
も
の
が
あ
る
。Fow

ler (1914, 273 -275) : “O
r does each absolute essence, since 

it is uniform
 and exists by itself, rem

ain the sam
e ... ?”; H

ackforth 

（1955, 81 -82

） : “O
r does each of these real beings, uniform

 and inde-

pendent, rem
ain unchanging and constant ... ?”; 

松
永 (1975, 226):

「
い
な
、
そ
れ
ら
の
、
お
の
お
の
の
ま
さ
に
〈
あ
る
〉
と
い
う
そ
れ
自
体
は
、
た

だ
一
な
る
形
相
の
み
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
そ
れ
自
身
が
そ
れ
自
身
に
お
い
て
あ
る
と
さ
れ
る
以
上
は
…
」; D

ixsaut (1991, 240): “O
u bien, com

m
e 

ce qu’est chacun de ces êtres com
porte en soi et par soi une unique form

e, est-ce que cela ne reste pas toujours sem
blablem

ent m
êm

e 

que soi ... ?” 

岩
田 (1998, 72):
「
い
や
こ
れ
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
の
『
正
に
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
』
は
、
単
一
の
形
相
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
だ
け
で
有

る
の
だ
か
ら
…
」; E

bert (2004, 40): “O
der ist nicht vielm

ehr jedes von diesen ,w
as ist‘ stets von einheitlicher G

estalt für sich und verhält 

es sich nicht im
m

er auf dieselbe W
eise ... ?”; 

納
冨 (2019, 105):

「
い
や
む
し
ろ
、
つ
ね
に
真
に
あ
る
実
在
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
そ
れ
自
体
で
単
一
な
相

で
あ
り
、
同
じ
仕
方
で
同
じ
も
の
に
即
し
た
あ
り
方
を
し
…
」 （
強
調
は
原
文)

。

 

（
37
）　
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
はB

urnet  (1911, 78): “being uniform
 if taken alone by itself”; B

luck  (1955, 75): “being of single form
 w

hen 

taken by itself”; L
oriaux (1969, 165): “si on le considère en lui-m

êm
e”; R

ow
e (1993, 183 -184): “‘being uniform

 in and by itself’, i.e. w
hen 

considered in and by itself, apart from
 its counterparts in the w

orld of the senses.” 

こ
れ
ら
の
解
釈
者
た
ち
が
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
動
機
は
、

私
の
動
機
と
同
じ
く
、
F
さ
そ
の
も
の
が
必
ず
し
も
そ
れ
自
体
で
単
一
相
的
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
に
よ
る
。
な
お
欧
米
語
訳
で
は

R
ow

e

の‘being uniform
 in and by itself’

の
よ
う
に
文
字
通
り
に
訳
し
、
解
釈
の
余
地
を
残
し
た
ま
ま
に
す
る
も
の
も
多
い
。
こ
の
よ
う
に
訳
す
の
は
、

例
え
ばG

allop (1975, 27), R
ow

e (2010, 117), Sedley and L
ong (2010, 69), E

m
lyn-Jones and P

reddy (2017, 377) 

で
あ
る
。

 

（
38
）　
前
注
で
引
用
し
た
学
者
た
ち
は
全
員 

（
α
） 

の
訳
に
近
い
形
で
原
文
を
理
解
す
る
。
私
は 

（
β
） 

の
ほ
う
が
自
然
だ
と
思
う
が
、
ど
ち
ら
を
と
る
べ
き
で

あ
っ
て
も
私
の
解
釈
に
は
影
響
し
な
い
。

 

（
39
）　
さ
ら
に
、
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
美
し
さ
は
、
例
え
ば
魂
の
う
ち
の
美
し
さ
が
、
身
体
の
う
ち
の
美
し
さ
よ
り
も
尊
い 

（cf. S
m

p. 210b6 -7

） 

な
ど
の

よ
う
に
、
諸
事
物
の
う
ち
の
美
し
さ
の
相
互
関
係
が
成
立
す
る
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 

（
40
）　C

ornford (1939, 74 -80), D
em

os (1948), Fujisaw
a 

（1974,35 n.15;
52 n.56

） =
 

藤
澤 
（2000 [1974], 148 n.16; 154 n.55

） 

を
参
照
。V

lastos 
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二

（1981 [1969]

） 

が 

（
D1
） 

と 

（
D2
） 

を
同
化
す
る
根
拠
も
お
そ
ら
く
同
じ
だ
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
、
個
物 

（
x
） 

と
性
格 

（
F
） 

と
イ
デ
ア 

（
Φ
） 

と
を
区
別
す

る
に
あ
た
り
、
自
分
はTurnbull 

（1958

） 

の
議
論
全
体
に
恩
恵
を
受
け
た
が
、
想
起
説
で
は
F
と
Φ
と
の
比
較
で
は
な
く
、
x
と
Φ
と
の
比
較
が
問
題
に

な
る
と
い
うTurnbull

の
主
張
に
は
反
対
だ
と
述
べ
て
い
る 

（p.83 n.19

）。
想
起
説
で
F
と
Φ
と
の
比
較
が
問
題
に
な
る
と
い
う
の
は
、
以
下
に
説
明
す
る

C
ornford

の
解
釈
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

 

（
41
）　C

ornford (1939, 75) 

は
、
こ
の
他
に
「
た
ん
に
等
し
い
と
定
義
さ
れ
る
量
」
で
あ
るE

quals 

（

） 

を
区
別
す
る
が
、
私
の
議
論
で
は
省

略
す
る
。

の
解
釈
に
つ
い
て
は
注
43
を
参
照
。
な
お
、
想
起
説
の
箇
所
で
「
等
し
い
石
や
材
木
」
と
「
石
や
材
木
に
お
け
る
等
し
さ
」
と
が

交
換
可
能
だ
と
考
え
る 
（
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
記
述
す
る
） 

学
者
は
離
在
解
釈
を
と
る
学
者
以
外
に
も
存
在
す
る
。C

f. e.g. R
ow

e (1993, 167): 

“S[ocrates].’s question w
ill then be ‘is there such a thing as equality by itself, w

hich is different from
 the equality of one stick, or one stone, 

to another?’” 

（
強
調
は
筆
者
） ; Scott (1995,58 n.5): “T
his [75b6 -7] im

plies that w
e do grasp the equality of the particulars from

 the senses 

and it is this sensible equality that w
e com

pare w
ith the form

.”

 

（
42
）　74b8 -9 

を 

（
a
） 「
或
る
人
に
は 

﹇
等
し
く
見
え
る
が
﹈、
別
の
人
に
は
…
」
と
読
む
か 

（
b
） 「
或
る
も
の
と
は 

﹇
等
し
く
見
え
る

が
﹈、
別
の
も
の
と
は
…
」
と
読
む
か
、
あ
る
い
は 

（
c
） 

と
い
う
別
の
読
み
方
を
と
っ
て
「
或
る
と
き
に
は
…
、
別
の
と
き
に
は

…
」
と
読
む
か
解
釈
が
分
か
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
議
論
が
煩
雑
化
し
な
い
よ
う
にC

ornford

の
解
釈
を
そ
の
ま
ま
使
用
す

る
。

 

（
43
）　
こ
の

が
な
ぜ
複
数
形
な
の
か
が
と
き
お
り
問
題
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
る
が
、
プ
ラ
ト
ン
は
「
F
さ
」
に
言
及
す
る
と
き
に
複
数
形
を

使
う
こ
と
も
あ
る
の
で
、
と
く
に
問
題
視
す
る
必
要
は
な
い
と
思
う
。C

f. G
rg. 497e1 -3: 

; Sph. 225c7 -9: 

 

（
後
の
箇
所
に
つ
い
て
はK

ühner and G
erth 1898, 654

を
参

照
。）
ま
た 

（
P6
） 

と
し
て
引
用
し
た
『
国
家
』476a5 -8

に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
相
は
多
く
の
も
の
と
し
て
現
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
た
。

 

（
44
）　C
f. C

ornford (1939,75), Fujisaw
a (1974,35 n.15) =

 

藤
澤 (2000 [1974], 148 n.16).

 

（
45
）　
な
お
、C

ornford (1939) 

は
こ
れ
以
外
に
も 

（
ⅱ
） 「
諸
事
物
に
お
け
る
感
覚
知
覚
さ
れ
る
等
し
さ
」
を
読
み
込
む
根
拠
と
し
て74d4 -5 

（

） 

を
参
照
さ
せ 

（p.75

）、p.78
で
こ
れ
を

 

（
材
木
に
お
け
る
等
し



プ
ラ
ト
ン
『
パ
イ
ド
ン
』
に
お
け
る
形
相
原
因
説

九
三

さ
） 

と
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
て
い
る
。
こ
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
はFujisaw

a 

（1974,52 n.56

） =
 

藤
澤 

（2000 [1974], 154 n.55

） 

も
採
用
し
て
い
る
。
し
か
し

74d4 -5

に

は
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
直
前
で
「
等
し
さ
」
は
言
及
さ
れ
な
い
の
で
、
そ
の
よ
う
に
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
す
る
の
は
無
理
で
あ
ろ
う
。
こ
の

は
「
事
態
」
く
ら
い
の
意
味
で
あ
り
、
こ
の
箇
所
全
体
で
は
「
材
木
や
我
々
が
今
の
べ
た
と
こ
ろ
の
等
し
い
も
の
に
お
け
る
事
態
に
関
し
て
」
と
理
解

す
べ
き
で
あ
る 
（cf. e.g. R

ow
e  1993, 171

）。

 

（
46
）　
実
の
と
こ
ろ
、
一
部
の
学
者
が
想
起
説
に 

（
ⅱ
） 「
諸
事
物
に
お
け
る
感
覚
知
覚
さ
れ
る
等
し
さ
」
を
読
み
込
も
う
と
す
る
背
景
に
は
、
そ
う
読
み
込
ま

な
い
と
比
較
が
成
立
し
な
い
と
い
う
思
考
が
あ
る 

（cf. C
rom

bie 1963, 274 -275, Fujisaw
a 1974,52 n.56=

 

藤
澤 2000 [1974], 154 n.55, Scott 

1995,58 n.5

）。
つ
ま
り
、（
ⅰ
） 「
等
し
さ
そ
の
も
の
」
と 

（
ⅲ
） 「
等
し
い
材
木
や
石
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
異
な
る
も
の
を
比
較
す
る
の
は
ナ
ン
セ
ン

ス
な
の
で
、
確
か
に
プ
ラ
ト
ン
は 
（
ⅰ
） 

と 

（
ⅲ
） 

を
比
較
す
る
か
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
が
、
た
ん
に
精
確
な
書
き
方
を
し
て
い
な
い
だ
け
で
、
実
際
に

は 

（
ⅰ
） 

と 

（
ⅱ
） 

を
比
較
し
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
比
較
は
必
ず
し
も
、
同
一
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
二
つ
以
上
の
も
の
が
並
べ
ら
れ
て
か

ら
、
そ
れ
ら
相
互
の
間
に
成
立
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
場
合
に
よ
っ
て
、
或
る
単
純
な
判
断
が
そ
の
う
ち
に
す
で
に
比
較
を
含
ん
で
い
る
と
見
る
こ
と
も
で

き
る
。
例
え
ば
或
る
考
え
を
「
合
理
的
だ
」
と
判
断
し
た
り
、
或
る
風
景
を
「
牧
歌
的
だ
」
と
判
断
し
た
り
す
る
場
合
に
、
そ
の
判
断
に
は
す
で
に
「
合
理

性
」
や
「
牧
歌
」
と
の
比
較
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
例
と
同
様
に
、
或
る
材
木
や
石
を
「
等
し
い
」
と
判
断
す
る
場
合
に
は
す
で
に
そ
こ
に
「
等

し
さ
」
と
の
比
較
が
含
ま
れ
る
と
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。（
ⅱ
） 

と 

（
ⅲ
） 

と
の
区
別
は
プ
ラ
ト
ン
哲
学
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
で
あ
り
、「
不
精
確
な

書
き
方
を
し
て
い
る
」
と
言
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
的
根
拠
も
無
し
に
同
化
し
て
よ
い
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

 

（
47
）　
こ
こ
で
の
「
ロ
ゴ
ス
」 （

 99e5

） 

の
意
味
は
さ
ま
ざ
ま
に
議
論
さ
れ
て
い
る
が 

（cf. K
anayam

a 2000, 42 -51

）、
私
は
「
感
覚
知
覚
の

領
域
」
と
対
比
さ
れ
る
「
思
考 

（

） 

と
論
理 

（

） 

の
領
域
」
を
指
す
言
葉
だ
と
考
え
る
。

 

（
48
）　
こ
れ
はvan E

ck 

（1994

） 

が
明
確
に
指
摘
し
、R

ow
e 

（1996, 227
） 
がvan E

ck

に
よ
る
「
実
質
的
で
重
要
な
貢
献
」
と
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。

 

（
49
）　
例
え
ば
、P

rt. 322a3 -324d1

で
は 

（
徳
を
） 「
分
有
す
る
」 （

 323a3, 6, c1

） 

と 

（
徳
が
） 「
現
在
し
て
い
る
」 （

 323c6 -7

）

と
が
交
換
可
能
な
表
現
と
し
て
使
わ
れ
、329e2 -3

で
は 

（
徳
の
諸
部
分
を
） 「
分
取
す
る
」 （

 329e2

） 

と
言
わ
れ
た
後
で 

（
徳
の
ひ
と
つ

を
）「
取
得
す
る
」 （

 329e4

） 

と
い
う
言
い
方
が
な
さ
れ
る
。

 

（
50
）　D

ancy 

（1991, 10 -12; 127 n.42, n.45

） 

を
参
照
。D

ancy

はC
hrm

.

の
該
当
箇
所
の
他
にL

a. 193e3

がFujisaw
a 

（1974,42

） =

藤
澤 

（2000 

[1974], 128

） 

の

の
一
覧
表
か
ら
漏
れ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
私
の
判
断
で
は
、D

ancy

が
指
摘
す
るL

a. 193e3

と 

（D
ancy

の
指
摘
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四

に
は
な
い
） La. 197e2

やP
rt. 322a3 -324d1

の
箇
所
に
関
し
て
は
、
離
在
解
釈
は
テ
ク
ニ
カ
ル
で
な
い
用
語
法
だ
言
っ
て
切
り
抜
け
る
こ
と
も
で
き
そ
う

だ
が
、C

hrm
.

の
箇
所
に
関
し
て
は
無
理
だ
と
思
う
の
で
、
後
者
に
焦
点
を
当
て
る
。

 

（
51
）　
だ
か
ら
、「
分
有
」
は
必
ず
x
と
Φ
と
の
関
係
に
使
わ
れ
る
と
い
う
藤
澤 

（2000, 146 n.4

） 

の
主
張
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
し
か
し
私
の
提
案
に
従
う

場
合
で
も
、Fujisaw

a 

（1974

） 

＝
藤
澤 

（2000

） 

の
議
論
の
出
発
点
で
あ
り
、
プ
ラ
ト
ン
形
而
上
学
解
釈
の
重
要
な
論
点
で
あ
る
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
第
一

部
の
解
釈
、
す
な
わ
ち
そ
こ
で
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
「
も
つ
」
と
「
分
有
す
る
」
を
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
パ
ズ
ル
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
と
い
う
解
釈

は
、
そ
の
ま
ま
維
持
で
き
る
。

 

（
52
）　C

f. B
ostock (1986, 149 -150): “T

his so-called explanation apparently offers us no elucidation or clarification of the concept of being P
, 

just because you can say exactly the sam
e of any concept w

hatever.” 

イ
タ
リ
ッ
ク
は
原
文
。

 

（
53
）　Taylor 

（1969, 47 -48

） 
が
こ
の
よ
う
に
主
張
し
、Silverm

an 

（2002, 323 n.27

） 

が
賛
同
す
る
よ
う
にTaylor

の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。

 

（
54
）　B

urge 

（1971,7 n.15

） 

と
藤
澤 
（2000 [1996], 370 -372

） 

は
、
原
因
仮
説
は
「
x
は
F
だ
か
ら
、
x
は
F
な
の
だ
」
と
変
わ
ら
な
い
と
主
張
す
る

Taylor 

（1969, 47 -48

） 

の
解
釈
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
二
人
は
離
在
解
釈
の
立
場
、
す
な
わ
ち 

（
D1
） 「
x
は
F
で
あ
る
」
と 

（
D2
） 「
x
は
F
さ
を

も
つ
」
と
を
同
化
し
て
、（

D3*
） 「
x
は
F
さ
の
イ
デ
ア
を
分
有
す
る
」
か
ら
区
別
す
る
立
場
を
と
る
の
で
、Taylor

の
批
判
は 

（
D3*
） 

と 

（
D2
） 

と
を
混
同
す

る
こ
と
に
起
因
し
、
そ
の
混
同
さ
え
な
け
れ
ばTaylor

の
よ
う
な
批
判
は
生
じ
な
い
と
考
え
る
。Taylor

の
真
意
は
分
か
ら
な
い
が
、
私
に
は
む
し
ろ
彼
は

B
ostock 

（1986, 149 -150

） 

の
線
で
の
批
判
を
大
袈
裟
に
表
明
し
た
だ
け
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。B

ostock

の
批
判
は
、（
D1
） 

と
（
D2
） 

と 

（
D3
） 

を

す
べ
て
区
別
す
る
場
合
に
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。

 

（
55
）　V

lastos 

（1981 [1969], 94 -95

） 

が
こ
の
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
。 

 

（
56
）　
藤
澤 

（2000 [1996], 370 -372

） 

は
、
こ
のV

lastos 

（1981 [1969], 94 -95

） 

の
指
摘
を
「
す
で
に
F
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
て
は
じ
め
て
Φ
に
言

及
し
う
る
」
と
い
う
主
張
だ
と
理
解
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
の
考
え
る
事
態
は
逆
だ
と
批
判
す
る
。
つ
ま
り
、
想
起
説 

（73c1 -77a5

） 

で
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

我
々
が
「
x
は
F
で
あ
る
」
と
判
断
す
る
と
き
に
、
す
で
に
イ
デ
ア
Φ
が
規
範
と
し
て
は
た
ら
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
我
々
は
す
で
に
Φ
を
潜

在
的
に
知
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
プ
ラ
ト
ン
の
立
場
で
あ
る
、
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
批
判
はV

lastos

の
指
摘
に
十
分
に
応
答
で
き
て

い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
想
起
説
は
、
確
か
に
我
々
が
「
キ
ュ
ロ
ス
は
勇
敢
で
あ
る
」
と
判
断
す
る
と
き
に
、
勇
敢
さ
を
潜
在
的
に
知
っ
て
い
る
こ
と
を

示
す
。
し
か
し
そ
れ
と
我
々
が
「
キ
ュ
ロ
ス
は
勇
敢
で
あ
る
」
と
正
し
く
判
断
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
問
題
で
あ
る
。



プ
ラ
ト
ン
『
パ
イ
ド
ン
』
に
お
け
る
形
相
原
因
説

九
五

 
（
57
）　
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
こ
で
提
示
さ
れ
た
よ
う
な
論
点
か
ら
形
相
原
因
説
が
情
報
皆
無
だ
と
認
め
つ
つ
も
、
そ
の
意
義
を
別
の
と
こ
ろ
に
求
め
る
学
者
が

い
る
。
ま
ずvan E

ck 

（1996, 226

） 

は
、
形
相
原
因
説
の
意
義
は
、『
パ
イ
ド
ン
』
の
魂
の
不
死
論
証
や
『
ソ
ピ
ス
テ
ス
』
の
虚
偽
存
在
証
明
に
貢
献
す
る

こ
と
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
提
示
さ
れ
た
論
点
に
き
ち
ん
と
応
答
し
な
け
れ
ば
、
な
ぜ
形
相
原
因
説
が
そ
れ
ら
の
論
証
に
貢
献
す
る
の
か

が
見
え
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
たSharm

a 

（2009, 164 -166

） 

は
「
情
報
皆
無
」
で
は
な
く
「
知
的
透
明
性
」 （intellectual transparency

） 

と
い
う
言

葉
を
使
い
つ
つ
、
自
然
学
的
原
因
説
明
の
よ
う
に
或
る
事
象
を
別
の
事
象
に
還
元
し
て
説
明
す
る
の
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
そ
の
意
義
が
あ
る
と
主
張
す
る
。

し
か
し
こ
れ
は
実
質
的
に
ラ
ベ
ル
を
貼
り
替
え
た
だ
け
で
あ
り
、
懐
疑
的
な
学
者
た
ち
を
説
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

 

（
58
）　
こ
の
点
はD

enyer 
（2008, 126

） 

が
指
摘
し
て
い
る
。

 

（
59
）　
プ
ラ
ト
ン
（
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
）
が 

（
PD
） 

に
関
与
し
て
い
る
こ
と
は
、B

enson 

（1996

） 

とB
enson 

（2000, 112 -141

） 

に
よ
っ
て
説
得
的
に
論
証
さ

れ
て
い
る
。

 

（
60
）　B

enson 

（1996

） 

とB
enson 

（2000, 112 -141

） 

は
、（
PD
） 

が
ど
の
よ
う
な
F
さ
で
あ
ろ
う
と
無
制
限
に
適
用
さ
れ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
例
え
ば
誰

で
あ
れ
ア
ボ
カ
ド
の
定
義
（
系
統
図
）
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
人
が
食
べ
て
い
る
も
の
が
ア
ボ
カ
ド
だ
と
知
り
え
な
い
と
い
う
の
は
不
合
理
で
あ
ろ
う
。

プ
ラ
ト
ン
は
「
銀
」
や
「
鉄
」
な
ど
の
は
っ
き
り
と
し
た
感
覚
知
覚
像
を
も
つ
も
の
と
、「
大
き
さ
」「
健
康
」「
正
義
」
な
ど
の
そ
れ
を
も
た
な
い
も
の
と

を
区
別
す
る
の
で
、
私
は
後
者
に
の
み 

（
PD
） 

が
適
用
さ
れ
る
と
考
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
早
瀬 

（2017, 61 -63

） 

を
参
照
し
て
欲
し
い
。

 

（
61
）　
こ
こ
で
説
明
さ
れ
る
の
は
基
本
的
に
「
発
展
主
義
解
釈
」
と
呼
ば
れ
る
解
釈
で
あ
る
。
発
展
主
義
解
釈
を
め
ぐ
る
近
年
の
議
論
に
つ
い
て
は
早

瀬 

（2019

） 

を
参
照
の
こ
と
。

 

（
62
）　
引
用
さ
れ
て
い
る
文
献
が
初
出
で
な
い
場
合
は
、
初
出
の
年
を
角
括
弧
で
補
足
す
る
。

 

（
筆
者

　
は
や
せ
・
あ
つ
し

　
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
准
教
授
／
西
洋
古
代
哲
学
史
）
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This article addresses itself to two central and fundamental interpretative 
problems concerning the thesis of forms as causes, which consists of the form 
hypothesis and the participation hypothesis, as put forward by Socrates in Phaedo 
100b1–e4. The first problem is concerned with the ontological status of forms, 
or Forms as it is usually written by scholars, and the second with the meaning-
fulness of this thesis.

First, there has been continuing disagreement among scholars about the on-
tological status of forms/Forms. Some scholars (separationists) claim that Forms 
are purely separate from perceptible things, as evidenced by e.g. Symposium 
211a1–b3. Others (immanentists) claim that Forms can somehow be immanent 
in perceptible things, as evidenced by e.g. Phaedo 100d4–7 and Republic 476a5–
8. The immanentists regard largeness in Simmias mentioned in 102b5–6 as a 
Form, while the separationists regard it as an immanent character or Form-copy, 
which is perceptible.

My diagnosis of this interpretative cul-de-sac is that the monolithic under-
standing of forms is at fault. I propose that Socrates originally conceived of 
forms as a broad concept which includes two ontologically different kinds of in-
telligible entities, i.e. those exiting by themselves (or the true beings, 

) and those existing in connection with things, actions, and situations (which 
are at issue in the so-called definitional dialogues and the method of collection 
and division). I argue that this interpretation can explain Plato’s presentation of 
the thesis of forms as causes consistently throughout, including evidence 
brought forward by both the separationists and the immanentists.

As for the second problem, many scholars believe that the participation hy-
pothesis (that any x is F because it participates in F-ness) is tautological or un-
informative, and attempts proposed to explain its significance seem to me to 

The Thesis of Forms as Causes in Plato’s Phaedo

by

Atsushi  HAYASE

Associate Professor
Graduate School of Letters

Kyoto University



4

have been unsuccessful. I myself call attention to the fact that it is a philosophi-
cally significant decision to assume that, for example, any kind of beautiful 
thing, be it a person or a mathematical formula, is beautiful on account of one 
single cause, i.e. the participation in the form of beauty. I also suggest that this 
assumption should contribute to our judgement about the real world because it 
enables our search for the definition of F-ness, which is required to judge 
whether or not something is F in reality, by positing the single form of F-ness.
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