
ト
マ
ス･

ア
ク
ィ
ナ
ス
の
《
モ
ド
ゥ
ス
》
研
究
（
三
）

一

一
　
序

前
々
篇
「
ト
マ
ス･

ア
ク
ィ
ナ
ス
の
《
モ
ド
ゥ
ス
》
研
究 

（
一
） 

― 

《
モ
ド
ゥ
ス
》
の
存
在
論
的
側
面

― 

」
（
1
）

で
は
、
事
物
が
存
在

す
る
限
り
で
有
す
る
「
モ
ド
ゥ
ス 

（m
odus

）」
を
、
前
篇
「
ト
マ
ス･

ア
ク
ィ
ナ
ス
の
《
モ
ド
ゥ
ス
》
研
究 

（
二
） 

― 

《
モ
ド
ゥ
ス
》

の
倫
理
的
側
面

― 

」
（
2
）

で
は
、
徳
と
行
為
に
関
係
す
る
「
モ
ド
ゥ
ス
」
を
論
じ
た
。
一
連
の
「
ト
マ
ス
の
《
モ
ド
ゥ
ス
》
研
究
」
の
第

三
部
を
な
す
本
稿
で
は
、
言
葉
が
言
葉
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
有
す
る
「
モ
ド
ゥ
ス
」
に
つ
い
て
探
求
す
る
。
ま
ず
事
物
を
分
類
す
る

言
葉
で
あ
る
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
（
範
疇
）」
に
つ
い
て
、
続
い
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
ま
た
い
で
有
一
般
に
用
い
ら
れ
る
「
超
範
疇
」
に
つ
い

て
、
最
後
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
超
え
て
被
造
物
と
神
に
適
用
さ
れ
る
言
葉
に
関
わ
る
「
モ
ド
ゥ
ス
」
に
つ
い
て
探
求
す
る
。

二
　
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
モ
ド
ゥ
ス

西
洋
哲
学
史
研
究
に
お
い
て
も
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
研
究
に
お
い
て
も
、「
モ
ド
ゥ
ス
」
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
カ
テ
ゴ

哲
　
学

　
研

　
究

　
　

第
六
百
十
一
号

周
　
藤
　
多
　
紀

ト
マ
ス･

ア
ク
ィ
ナ
ス
の
《
モ
ド
ゥ
ス
》
研
究
（
三
）

― 《
モ
ド
ゥ
ス
》
の
意
味
論
的
側
面 

―
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二

リ
ー
論
と
の
関
係
で
注
目
さ
れ
て
き
た（

3
）

。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
』
第
四
章
で
、
言
葉
は 

（
一
） 

ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る

も
の 
（
本
質
存
在
）、（
二
） 

ど
れ
だ
け
か 

（
量
）、（
三
） 

ど
の
よ
う
か 

（
性
質
的
な
も
の
）、（
四
） 

何
に
対
す
る 

（
関
係
的
な
も
の
）、

（
五
） 
ど
こ
か 

（
所
と
こ
ろ

）、（
六
） 

い
つ
か 

（
時
）、（
七
） 

置
か
れ
て
い
る 

（
態
勢
）、（
八
） 

持
っ
て
い
る 

（
所
持
）、（
九
） 

作
用
す
る 

（
能

動
）、（
十
） 
作
用
を
受
け
る 

（
受
動
） 

の
い
ず
れ
か
を
表
示
す
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
他
の
著
作
で
も
類
似
し
た

分
類
を
提
示
し
て
い
る
が
、
常
に
上
記
の
十
の
項
目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い（

4
）

。
し
か
し
中
世
の
思
想
家
の
多
く
が
、
存
在

す
る
も
の
は 

（
1
） 
実
体 
（substantia

） 

と
九
つ
の
付
帯
性 

（accidentia

）、
す
な
わ
ち 

（
2
） 

量 

（quantitas

）、 （
3
） 

性
質 

（quali-

tas

）、（
4
） 

関
係 

（relatio
）、（
5
） 

場
所 

（ubi

）、（
6
） 

時 

（quando

）、（
7
） 

態
勢 

（situs

）、（
8
） 

所
持 

（habitus

）、（
9
） 

能

動 

（actio

）、（
10
） 

受
動 

（passio
） 

の
い
ず
れ
か
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ
る
、
と
考
え
て
い
た（

5
）

。
ト
マ
ス
は
『
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
』

の
註
解
は
書
い
て
は
い
な
い
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、『
自
然
学
註
解
』
と
『
形
而
上
学
註
解
』
で
、
各
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
そ
れ
ぞ
れ

異
な
る
「
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス 

（m
odus essendi

）」
が
対
応
し
て
い
る
、
と
説
明
し
て
い
る
。
付
帯
性
が
「
実
体
の
モ
ド
ゥ
ス
」
で
あ

る
、
と
の
発
言
は
ト
マ
ス
に
は
み
ら
れ
な
い
。
ト
マ
ス
は
せ
い
ぜ
い
性
質
が
「
実
体
の
モ
ド
ゥ
ス
」
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
に
と
ど

ま
っ
て
い
る（

6
）

。
し
か
し
ト
マ
ス
の
師
で
も
あ
る
ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
マ
グ
ヌ
ス
の
著
作
の
な
か
に
は
、
付
帯
性
を
「
実
体
の
モ
ド
ゥ
ス

（m
odus substantiae

）」
と
し
て
位
置
づ
け
る
発
言
が
み
ら
れ
る（

7
）

。
そ
し
て
十
三
世
紀
後
半
か
ら
十
四
世
紀
に
か
け
て
、
実
体
以
外
の

少
な
く
と
も
い
く
つ
か
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
、「
付
帯
性
」
と
い
う
よ
り
も
「
モ
ド
ゥ
ス
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
思
想
家
が
出
現

し
た（

8
）

。「
実
体
と
付
帯
性
」
の
存
在
論
か
ら
「
実
体
と
付
帯
性
と
様モ
ド
ゥ
ス態
」
の
存
在
論
へ
、
さ
ら
に
「
実
体
と
様モ
ド
ゥ
ス態
」
の
存
在
論
へ
と
、

「
モ
ド
ゥ
ス
」
は
事
物
の
在
り
方
の
理
解
と
説
明
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
付
帯
性
の
九
つ
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
は
「
モ
ド
ゥ
ス
」
と
い
う
一
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
還
元
さ
れ
る
、
つ
ま
り
存
在
す
る
も
の
は
実
体
と
モ
ド
ゥ
ス
で
あ
る 

― 

こ

う
し
た
存
在
論
的
還
元
を
押
し
進
め
る
と
、
実
体
以
外
に
分
類
さ
れ
る
も
の
は
す
べ
て
実
体
が
変
化
し
た
在モ

ド

ゥ

ス

り
方
に
す
ぎ
な
い
、
と
い

う
存
在
論
的
一
元
論
が
支
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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（
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）

三

こ
う
し
た
問
題
意
識 

― 

ト
マ
ス
の
「
モ
ド
ゥ
ス
」
の
な
か
に
存
在
論
的
還
元
を
進
め
る
要
素
は
あ
る
の
か 

― 

を
念
頭
に
お
き
つ

つ
、
本
節
で
は
ま
ず 

（
1
〜
2
）、「
実
体
」
と
「
付
帯
性
」
の
「
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス
」
に
関
す
る
ト
マ
ス
の
記
述
を
分
析
し
、
そ
の
整

合
性
を
検
証
す
る
。
続
い
て 

（
3
〜
4
）、「
述
語
づ
け
の
モ
ド
ゥ
ス
」
に
そ
く
し
て
示
さ
れ
る
、
各
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
「
存
在
の
モ
ド
ゥ

ス
」
と
そ
の
存
在
論
的
な
ス
テ
イ
タ
ス
を
考
察
す
る
。

１
　
四
つ
の
「
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス
」

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
形
而
上
学
』
第
四
巻
二
章 

（1003a33

） 

で
「
存
在
は
多
様
な
仕
方
で
言
わ
れ
る 

（

 / ens autem
 m

ultis quidem
 dicitur m

odis

）」
と
の
有
名
な
言
葉
を
残
し
て
い
る
。
ト
マ
ス
は
『
形
而
上
学
註
解
』
の

な
か
で
こ
の
言
葉
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
述
に
沿
っ
て
解
説
し
な
が
ら
、
事
物
の
多
様
な
存
在
の
在モ

ド

ゥ

ス

り
方
を
分
析
し
て
い
る（

9
）

。
す
べ

て
の
「
有 

（ens

）」
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
「
一
つ
の
第
一
の
も
の 

（unum
 prim

um

）」
と
の
関
係
で
そ
う
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ

の
第
一
の
も
の
と
は
「
基
体 

（subjectum
）」
で
あ
っ
て
、
実
体
の
よ
う
に
そ
れ
自
体
で
存
在
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
各
実

体
に
と
っ
て
の
自
体
的
な
付
帯
性 

（
た
と
え
ば
火
に
と
っ
て
の
軽
さ
） 

の
よ
う
に
、
実
体
が
必
ず
伴
う
属
性 

（proprietates

） 

や
性
状

（passiones

） 

も
「
有
」
と
呼
ば
れ
る
。
そ
し
て
、
実
体
に
な
る
途
中
で
存
在
す
る
生
成
や
運
動
、
ま
た
逆
に
、
実
体
か
ら
非
存
在
に

至
る
途
中
で
存
在
す
る
消
滅
も
「
有
」
と
呼
ば
れ
る
。
実
体
を
生
み
出
し
た
り
、
実
体
に
は
た
ら
き
か
け
た
り
、
実
体
と
何
ら
か
の
関

係
を
も
つ
性
質
や
付
帯
性 

（
た
と
え
ば
熱
さ
や
冷
た
さ
、
白
さ
、
父
や
子
） 

も
「
有
」
と
呼
ば
れ
る
。
さ
ら
に
、
実
体
そ
の
も
の
や
実

体
に
備
わ
る
付
帯
性
を
否
定
し
た
も
の
も
「
有
」
と
呼
ば
れ
る
。
人
間
で
は
な
い
も
の
、
熱
く
な
い
も
の
も
「
在
る
」
か
ら
で
あ
る
。

続
け
て
ト
マ
ス
は
、
こ
れ
ら
の
異
な
る
存
在
の
在
り
方
は
四
つ
に
還
元
さ
れ
る
、
と
し
て
い
る
。

し
か
る
に
先
述
の
存
在
の
在
り
方 

（m
odus essendi

） 

は
次
の
四
つ
に
還
元
さ
れ
う
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
最
も
弱
い
も
の
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四

（debilissim
um

） 

で
あ
っ
て
理
性 

（ratio

） 

の
う
ち
に
お
い
て
の
み
存
在
す
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
否
定
や
欠
如
で
あ
る
。
そ
れ

は
理
性
の
う
ち
に
存
在
す
る
、
と
我
々
は
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、
理
性
が
そ
れ
ら
の
も
の 

（
否
定
や
欠
如
） 

に
つ
い
て
何
事
か
を
肯

定
な
い
し
は
否
定
す
る
際
に
、
そ
れ
ら
を
い
わ
ば
或
る
種
の
有
と
し
て
扱
う
か
ら
で
あ
る
。
…
…
こ
れ
と
は
別
に
、
弱
さ
の
点
で

こ
れ
に
次
ぐ
も
の 

（proxim
um

 in debilitate

） 

が
あ
る
。
そ
れ
は
、
生
成
と
消
滅
と
運
動
が
有
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
る
場
合
で

あ
る
。
生
成
消
滅
と
運
動
は
欠
如
や
否
定
が
混
じ
っ
た
も
の
を
有
し
て
い
る
。
…
…
非
有
が
混
じ
っ
た
も
の
を
何
ひ
と
つ
有
し
て

い
な
い
が
、
弱
い
存
在
（esse debile

） 

を
有
す
る
も
の
が
第
三
に
「
有
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
ら

は
、
性
質
や
量
、
実
体
の
属
性
の
よ
う
に
、
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
で
は
な
く
他
の
も
の
に
お
い
て
存
在
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
第

四
の
類
は
、
何
ひ
と
つ
欠
如
が
混
じ
る
こ
と
な
く
本
性
に
お
い
て
存
在
を
も
ち
、
強
固
な
存
在 

（esse firm
um

 et solidum

） 

を

有
す
る
最
も
完
全
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
実
体
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
い
わ
ば
そ
れ
自
体
で
実
在
し
て
い
る 

（quasi per 

se existens

）（10
）

。

つ
ま
り
、
ト
マ
ス
は
、
お
よ
そ
「
在
る
」「
存
在
す
る
」
と
言
わ
れ
る
も
の
を
存
在
の
強
弱
の
観
点
か
ら
次
の
四
つ
に
分
類
し
て
い

る
。

 
 

（
一
）
思
考
の
な
か
に
だ
け
存
在
す
る
最
も
弱
い
も
の

 
 

（
二
）
欠
如
や
否
定
が
混
っ
た
次
に
弱
い
も
の

 
 

（
三
）
欠
如
や
否
定
は
混
っ
て
い
な
い
が
、
他
の
も
の
の
な
か
で
存
在
す
る
と
い
う
弱
い
存
在
を
も
つ
も
の

 
 

（
四
）
欠
如
が
一
切
混
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
自
身
で
存
在
す
る
よ
う
な
強
固
な
存
在
を
も
つ
も
の



ト
マ
ス･
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モ
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ゥ
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（
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）

五

 
（
一
）
に
は
欠
如
や
否
定
が
、（
二
）
に
は
生
成
・
消
滅
や
運
動
が
、（
三
）
に
は
質
や
量
と
い
っ
た
付
帯
性
が
、（
四
）
に
は
実
体
が

当
て
は
ま
る
。
こ
の
う
ち
（
三
） （
四
） 

が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
十
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
、（
三
）
が
九
つ
の
付
帯
性
に
、（
四
）
が
実
体
に

対
応
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
体
と
付
帯
性
は
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
「
存
在
の
在
り
方
」
を
も
つ
。

２
　
実
体
と
付
帯
性
の
「
モ
ド
ゥ
ス
」

と
こ
ろ
が
、
ト
マ
ス
の
著
作
の
な
か
に
は
、
付
帯
性
が
「
実
体
の
モ
ド
ゥ
ス 

（m
odus substantiae

）」
で
存
在
す
る
と
言
わ
れ
て

い
る
箇
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ト
マ
ス
が
聖
体
の
秘
蹟
を
論
じ
る
場
面
で
あ
る
。

ト
マ
ス
は
聖
体
の
秘
蹟
に
関
し
て
「
全
実
体
変
化 

（transubstantiatio

）」
説
を
支
持
す
る（

11
）

。
聖
体
の
秘
蹟
で
は
、「
こ
れ
は
私
の
体

で
あ
る
」「
こ
れ
は
私
の
血
の
杯
で
あ
る
」
と
の
司
祭
の
言
葉
を
媒
介
と
し
て（

12
）

、
神
の
力
に
よ
っ
て
パ
ン
と
ワ
イ
ン
の
全
実
体
が
キ
リ

ス
ト
の
体
と
血
の
全
実
体
へ
と
変
わ
る
と
い
う
超
自
然
的
な
変
化
が
生
じ
る
。
し
か
し
、
我
々
の
目
の
前
に
は
、
パ
ン
と
ワ
イ
ン
の
形

状 

（species

） 

が
依
然
と
し
て
存
在
し
、
食
べ
れ
ば
パ
ン
や
ワ
イ
ン
の
味
が
す
る
。
パ
ン
や
ワ
イ
ン
の
形
状
は
、
儀
式
の
前
に
は
そ
れ

ぞ
れ
パ
ン
と
ワ
イ
ン
を
基
体
と
す
る
付
帯
性
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
全
実
体
変
化
を
経
て
、
こ
れ
ら
の
付
帯
性
が
基
体
と

し
て
い
た
パ
ン
と
ワ
イ
ン
の
実
体
は
存
在
し
な
く
な
る（

13
）

。
こ
の
と
き
、
キ
リ
ス
ト
の
体
や
血
は
「
霊
的
な
仕
方 

（spiritualiter

）」
つ

ま
り
目
に
見
え
な
い
仕
方
で
、
実
体
と
し
て
存
在
し
て
い
る（

14
）

。
そ
れ
に
対
し
て
、
パ
ン
や
ワ
イ
ン
の
形
状
と
い
う
付
帯
性
は
パ
ン
を
基

体
と
し
て
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、「
基
体
な
し
に
存
立
す
る 

（subsistere sine subiecto

）」
と
い
う
、
実
体
の
モ
ド
ゥ
ス

で 

（ad m
odum

 substantiae

）（15
）

」
存
在
し
て
い
る
。
目
に
見
え
る
パ
ン
や
ワ
イ
ン
だ
け
で
は
な
く
、
秘
蹟
に
お
い
て
生
じ
る
キ
リ
ス
ト

の
体
も
次
元
量
を
伴
う
。
し
か
し
パ
ン
の
次
元
量
が
次
元
量
と
い
う
付
帯
性
に
固
有
の
モ
ド
ゥ
ス
で
存
在
す
る
の
に
対
し
、
キ
リ
ス
ト

の
体
の
次
元
量
は
「
実
体
の
モ
ド
ゥ
ス
に
よ
っ
て 

（per m
odum

 substantiae
）」
存
在
す
る
。「
次
元
量
に
固
有
の
モ
ド
ゥ
ス
」
は
、

「
あ
る
種
の
均
衡 

（quaedam
 com

m
ensuratio

）」
に
そ
く
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、「
全
体
が
全
体
に
、
個
々
の
部
分
が
個
々
の
部
分
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六

に
」
存
在
し
、「
よ
り
大
き
い
量
は
よ
り
小
さ
い
量
を
超
え
て
拡
大
さ
れ
る
」（16
）

。
た
と
え
ば
、
人
間
の
体
は
手
や
足
、
胴
体
と
い
っ
た
部

分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
手
や
足
は
あ
く
ま
で
も
人
間
の
部
分
で
あ
っ
て
、
人
間
全
体
で
は
な
い
。
ま
た
胴
体
は
手
よ
り
も
大
き

い
。
そ
れ
に
対
し
て
「
実
体
の
モ
ド
ゥ
ス
」
で
は
、
そ
の
本
性
が
全
体
と
し
て
全
体
の
う
ち
に
、
全
体
が
各
部
分
に
存
在
す
る（

17
）

。
人
間

と
い
う
実
体
に
つ
い
て
言
え
ば
、
人
間
全
体
が
人
間
本
性
全
体
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
間
の
部
分 

（
手
や
足
） 

が
「
人
間

の
部
分
」
と
言
わ
れ
る
と
き
、
ど
の
部
分
も
等
し
く
人
間
本
性
全
体
と
関
わ
り
を
も
つ
。
同
様
に
、
聖
体
全
体
が
キ
リ
ス
ト
の
体
全
体

で
あ
る
と
同
時
に
、
聖
体
の
ど
の
部
分
を
と
っ
て
も
キ
リ
ス
ト
の
体
全
体
で
あ
る
、
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
聖
別
さ
れ
た
パ
ン

（
＝
キ
リ
ス
ト
の
体
） 

が
分
割
さ
れ
て
拝
領
さ
れ
る
と
き
、
パ
ン
の
一
切
れ
一
切
れ
に
キ
リ
ス
ト
の
体
の
次
元
量
の
全
体
が
存
在
す
る（

18
）

。

つ
ま
り
、
ど
の
部
分
を
食
べ
て
も
キ
リ
ス
ト
の
体
の
部
分 

（
手
や
足
な
ど
） 

を
食
べ
る
わ
け
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
の
体
全
体
を
食
べ

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
聖
体
の
儀
式
に
お
い
て
は
、
パ
ン
や
ワ
イ
ン
の
形
状
及
び
キ
リ
ス
ト
の
体
の
次
元
量
は
付
帯
性
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
実
体
の
モ
ド
ゥ
ス
」
で
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
付
帯
性
の
超
自
然
的
で
特
殊
な
存
在
様
態
も
考
慮
し
た
う
え
で
、
ト
マ
ス
は
実
体
と
付
帯
性
の
定
義
を
考
察
し
て
い
る
。

実
体
の
定
義
は
「
基
体
な
し
に
自
体
的
に
在
る
も
の
」
で
は
な
く
、
付
帯
性
の
定
義
は
「
基
体
に
お
い
て
在
る
も
の
」
で
は
な
い
。
そ

も
そ
も
「
在
る
も
の 

（ens

）」
は
類
で
は
な
い
の
で
、
限
定
す
る
要
素 

（
差
異
） 

で
あ
る
基
体
の
有
無
を
加
え
て
も
定
義
を
形
成
す
る

こ
と
は
な
い（

19
）

。
そ
し
て
じ
っ
さ
い
、
聖
体
の
秘
蹟
に
お
い
て
付
帯
性
は
基
体
な
し
に
存
在
す
る
。
実
体
と
は
「
基
体
に
お
い
て
で
は
な

く
存
在
を
有
す
る
こ
と
が
適
合
す
る 

（com
petere

） 

も
の
」
で
あ
り
、
付
帯
性
と
は
「
基
体
に
お
い
て
存
在
を
有
す
る
こ
と
が
適
合
す

る
も
の
」
な
の
で
あ
る（

20
）

。

さ
ら
に
、（
以
下
に
引
用
す
る
）
初
期
著
作
の
『
命
題
集
註
解
』
で
聖
体
の
秘
蹟
に
つ
い
て
論
じ
た
箇
所
で
は
、
付
帯
性
が
付
帯
性

の
「
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス
」
を
喪
失
し
う
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
聖
体
の
秘
蹟
で
は
、
付
帯
性
は
付
帯
性
の
「
存
在

の
モ
ド
ゥ
ス
」
を
失
い
、
実
体
の
「（
存
在
の
） 

モ
ド
ゥ
ス
」
を
獲
得
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
実
体
と
付
帯
性
に
固
有
な
「
存
在
の
モ



ト
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七

ド
ゥ
ス
」
と
、
付
帯
性
が
喪
失
し
た
り
獲
得
し
た
り
す
る
「
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス
」
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
考
え
れ
ば
よ
い
の

か
。

内
在 
（inesse

） 

は
絶
対
的
な
意
味
で
の
付
帯
性
の
存
在
で
あ
る
と 

（
哲
学
者
は
） 

言
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
付
帯
性
の
存
在
の
近

接
原
因
へ
の
秩
序
に
由
来
し
て
付
帯
性
に
適
合
す
る
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス 

（m
odus essendi

） 

で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
付
帯
性
の
近
接
原
因
へ
の
秩
序
が
除
去
さ
れ
て
も
付
帯
性
の
第
一
原
因
へ
の
秩
序
は
留
ま
る
こ
と
が
可
能
だ
が
、

後
者
の
秩
序
に
そ
く
し
た
付
帯
性
の
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス
と
は
内
在
で
は
な
く
て
、
他
の
も
の
に
よ
る
存
在 

（ab alio esse

） 

で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
神
は
付
帯
性
で
あ
っ
て
内
在
し
な
い
も
の
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
付
帯
性
か
ら
付
帯
性
の
存
在

が
取
り
除
か
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
付
帯
性
の
モ
ド
ゥ
ス
が
付
帯
性
か
ら
取
り
除
か
れ
る
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う（

21
）

。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
形
而
上
学
』
第
五
巻
三
〇
章
で
、
或
る
物
事
に
属
す
る 

（

） 

も
の
が
「
付
帯
的 

（

）」

と
言
わ
れ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ト
マ
ス
は
、
内
在 

（
内
属
） 

は
「
絶
対
的
な
意
味
で
」
つ
ま
り
必
ず
付
帯
性
に
備
わ

る
わ
け
で
は
な
い
、
と
主
張
す
る
。
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
付
帯
性
は
少
な
く
と
も
二
つ
の
異
な
る
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス
を
も
つ
。
一
つ

は
、
付
帯
性
の
第
一
原
因
で
あ
る
神
に
由
来
す
る
「
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
付
帯
性
の
近
接
原
因 

（
第
二
原

因
） 

で
あ
る
実
体
に
由
来
す
る
「
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス
」
で
あ
る
。
前
者
の
「
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス
」
が
「
他
の
も
の
に
よ
る
存

在
」 

― 

付
帯
性
の
存
在
は
直
接
的
に
は
実
体
に
よ
っ
て
、
間
接
的
に
は
神
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る 

― 

の
に
対
し
、
後
者
の
「
存

在
の
モ
ド
ゥ
ス
」
は
「
内
在 

（
内
属
）」
で
あ
る
。
ト
マ
ス
は
『
原
因
論
』
に
依
拠
し
つ
つ（

22
）

、
結
果
に
対
す
る
第
一
原
因
の
影
響
は
第

二
原
因
の
影
響
よ
り
も
強
い
の
で
あ
る
か
ら
、
第
二
原
因
の
影
響
が
取
り
去
ら
れ
て
も
、
第
一
原
因
の
影
響
が
取
り
去
ら
れ
る
こ
と
は

な
い
、
と
述
べ
て
い
る（

23
）

。
聖
体
の
秘
蹟
を
通
し
て
パ
ン
の
形
状
か
ら
パ
ン
に
内
在
す
る
と
い
う
在
り
方
は
取
り
去
ら
れ
る
が
、
パ
ン
の
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形
状
か
ら 

（
実
体
で
あ
れ
、
神
で
あ
れ
） 

他
の
も
の
を
原
因
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
在
り
方
は
取
り
去
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

前
々
篇
『《
モ
ド
ゥ
ス
》
の
存
在
論
的
側
面
』
で
論
じ
た
よ
う
に
、「
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス
」
に
は
、
種
と
し
て
の
そ
の
も
の
に
根
源
的

な
存
在
の
在
り
方
で
あ
る
「
存
在
の
在
り
方 

（m
odus essendi

）」
と
、
そ
の
も
の
の
個
的
・
現
象
的
な
在
り
方
で
あ
る
「
存
在
様
態

（m
odus existendi

）」
の
二
通
り
が
あ
る
。
実
体
や
付
帯
性
に
固
有
な
「
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス
」
と
は
前
者
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
第
一
原

因
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。（
本
節
1
で
紹
介
し
た
）『
形
而
上
学
註
解
』
で
の
ト
マ
ス
の
表
現
を
用
い
る
な
ら
、「
強
固
な
存
在
」
と

「（
三
番
目
に
）
弱
い
存
在
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
実
体
と
付
帯
性
に
固
有
の
「
存
在 

（esse

）」
で
あ
り
、「
基
体
な
し
に
存
在
を
有
す
る
こ

と
が
適
合
す
る
よ
う
な
在
り
方
」
と
「
基
体
に
お
い
て
存
在
を
有
す
る
こ
と
が
適
合
す
る
よ
う
な
在
り
方
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
実
体
と
付

帯
性
に
固
有
な
「
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス 

（m
odus essendi

）」
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
付
帯
性
が
喪
失
し
た
り
獲
得
し
た
り
す
る

「
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス
」
は
、
後
者
の
「
存
在
の
在
り
方
」
す
な
わ
ち
「
存
在
様
態 

（m
odus existendi

）」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

じ
っ
さ
い
、
聖
体
の
秘
蹟
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
体
の
次
元
量
の
在
り
方 

― 

付
帯
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
存
す
る 

― 

を
論
じ
る
際

に
ト
マ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

―
「
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
存
在
様
態 

（m
odus existendi

） 

は
、
そ
の
も
の
に
自
体
的
な
も

の
に
そ
く
し
て
決
定
さ
れ
る（

24
）

」。
ま
た
（
先
に
引
用
し
た
）『
形
而
上
学
註
解
』
で
実
体
に
言
及
し
た
と
き
、「
い
わ
ば
そ
れ
自
体
で
実

在
し
て
い
る 

（quasi per se existens

）」
と
い
う
表
現
で
そ
の
自
存
性
を
記
述
し
て
い
る（

25
）

。「
実
体
的
変
化
」
と
い
う
超
自
然
的
な
変

化
に
よ
っ
て
す
ら
、
他
の
も
の 

（
実
体
） 

を
原
因
と
し
て
生
じ
、
他
の
も
の 

（
実
体
） 

の
う
ち
に
存
在
す
る
こ
と
に
適
合
し
て
い
る
と
い

う
付
帯
性
に
固
有
な
在
り
方
が
付
帯
性
か
ら
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
第
二
原
因 

（
実
体
） 

に
由
来
す
る
内
在
と
い
う
存
在

様
態
を
喪
失
し
た
結
果
、
自
存
と
い
う
存
在
様
態
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る（

26
）

。

ト
マ
ス
の
「
モ
ド
ゥ
ス
」
の
概
念
の
核
に
あ
る
の
は
、
こ
の
二
つ
の
「
モ
ド
ゥ
ス
」
の
ど
ち
ら
か
。
つ
ま
り
「
モ
ド
ゥ
ス
」
と
第
一

義
的
に
呼
ば
れ
る
の
は
、
形
相
を
受
け
と
る
た
め
の
前
提
で
あ
り
、
そ
の
も
の
の
種
と
し
て
の
在
り
方
を
決
定
す
る
よ
う
な
モ
ド
ゥ
ス

で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
存
在
す
る
事
物
の
現
象
的 

（
表
面
的
） 

在
り
方
で
あ
る
よ
う
な
モ
ド
ゥ
ス
で
あ
る
の
か
。
前
者
の
ア
ウ
グ
ス
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九

テ
ィ
ヌ
ス
的
伝
統
の
モ
ド
ゥ
ス
に
つ
い
て
は
、
ト
マ
ス
は
い
く
つ
か
の
問
題
で
集
中
的
に
論
じ
て
い
る（

27
）

。
そ
れ
に
対
し
て
後
者
の
モ

ド
ゥ
ス
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
箇
所
で
の
用
例（

28
）

以
外
に
は
、（
こ
の
後
紹
介
す
る
よ
う
な
）
断
片
的
な
記
述
し
か
な
い
。
さ
ら
に
、
事

物
の
現
象
的
な
在
り
方
で
あ
る
「
存
在
様
態 

（m
odus existendi

）」
は
、
第
一
原
因
た
る
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
、
そ
の
も
の
に
根

源
的
に
備
わ
る
「
存
在
の
在
り
方 

（m
odus essendi

）」
な
し
に
は
生
じ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
義
的
な
意
味
で
の
「
モ
ド
ゥ

ス
」
は
、
実
体
で
あ
れ
付
帯
性
で
あ
れ
、
も
の
が
そ
の
種
の
も
の
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
伴
う
限
定
で
あ
る
「
存
在
の
在
り
方

（m
odus essendi

）」
の
「
モ
ド
ゥ
ス
」
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
。

た
し
か
に
、
ト
マ
ス
の
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
は
、「
モ
ド
ゥ
ス
」
の
本
来
の
意
味
が
「
実
体
が
伴
う
付
帯
性 

（
の
よ
う
な
も
の
）」
で

あ
り
、「
現
象
的
な
事
物
の
在
り
方 
（
存
在
様
態
）」
で
あ
る
こ
と
を
支
持
す
る
よ
う
に
み
え
る
も
の
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。（
ⅰ
）

「
事
物
の
モ
ド
ゥ
ス
は
、
そ
の
実
体
に
伴
っ
て
そ
の
事
物
の
う
ち
に
存
在
す
る（

29
）

」。（
ⅱ
）「
モ
ド
ゥ
ス
は
事
物
に
伴
う
も
の
に
属
し
て

い
る（

30
）

」。
し
か
し
、
こ
う
し
た
発
言
は
極
め
て
稀
で
あ
り
、
初
期
著
作
に
限
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も 

（
ⅱ
）
の
箇
所
は
、「
モ
ド
ゥ
ス
は

付
帯
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
実
体
に
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
見
解
を
支
持
す
る
異
論 

（
ト
マ
ス
と
は
異
な
る
立
場
） 

で
の
発
言
で
あ

り
、
異
論
解
答
で
は
こ
の
見
解
は
部
分
的
に
否
定
さ
れ
て
い
る 

―
「
モ
ド
ゥ
ス
は
付
帯
的
な
も
の
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
実
体

的
な
も
の
に
お
い
て
も
見
い
だ
さ
れ
る（

31
）

」。
ト
マ
ス
は
一
貫
し
て
実
体
に
も
付
帯
性
に
も
モ
ド
ゥ
ス
を
帰
し
て
お
り
、
そ
の
種
の
も
の

を
そ
の
種
の
も
の
た
ら
し
め
る
モ
ド
ゥ
ス
を
「
モ
ド
ゥ
ス
」
概
念
の
核
に
据
え
て
い
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ト
マ
ス
に
と
っ
て
、
世
界
の
事
象
を
説
明
す
る
の
は
「
実
体
」
と
「
様
態 

（
モ
ド
ゥ
ス
）」
で
は
な
く
、「
実
体
の
モ
ド
ゥ
ス
」
と

「
付
帯
性
の
モ
ド
ゥ
ス
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ト
マ
ス
が
「
モ
ド
ゥ
ス
」
を
実
体
と
の
関
係
で
は
な
く
存
在
と
の
関
係
で
措
定
し
て
い

る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
ト
マ
ス
に
と
っ
て
「
モ
ド
ゥ
ス
」
と
は
実
体
を
限
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
実
体
で
あ
ろ
う
と
付
帯
性
で
あ

ろ
う
と
、
も
の
が
存
在
す
る
た
め
に
受
容
・
分
有
す
る
存
在
に
伴
う
限
定
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
モ
ド
ゥ
ス
は
、
付
帯
性
よ
り
も
完
全

な
存
在
を
も
つ
、
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
実
体
に
帰
さ
れ
る 

―
「
尺
度 

（m
ensura

） 
は
事
物
の
諸
原
理
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
実
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体
に
関
わ
る
の
で
あ
る
し
、
…
…
ま
た
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
挙
げ
て
い
る
モ
ド
ゥ
ス
〔
等
々
〕
も
同
じ
も
の
に
帰
着
す
る（

32
）

」。
付

帯
性
の
存
在
と
モ
ド
ゥ
ス
は
実
体
の
存
在
と
モ
ド
ゥ
ス
を
分
有
し
て
い
る（

33
）

。
ト
マ
ス
は
『
形
而
上
学
註
解
』
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。実

体
以
外
の
述
語
づ
け
ら
れ
る
も
の
〔
カ
テ
ゴ
リ
ー
〕
は
、
有
の
特
質 

（ratio entis

） 

を
実
体
か
ら
も
つ
。
し
た
が
っ
て
、
実
体

の
有
性
の
モ
ド
ゥ
ス 
（m

odus entitatis substantiae

）、
つ
ま
り
何
か
で
あ
る 

（esse quid

） 

こ
と
は
、
他
の
述
語
づ
け
ら
れ
る

も
の
〔
カ
テ
ゴ
リ
ー
〕
に
お
い
て
は
、
比
例
を
備
え
た
何
ら
か
の
類
似
に
し
た
が
っ
て 

（secundum
 quandam

 sim
ilitudinem

 

proportionis

） 

分
有
さ
れ
る
の
で
あ
る（

34
）

。

存
在
を
分
有
す
る
こ
と
で
存
在
す
る
も
の
は
分
有
さ
れ
る
も
の
な
し
に
は
存
在
し
な
い
が
、
い
っ
た
ん
存
在
し
は
じ
め
れ
ば
、
原
因

と
な
っ
た
分
有
さ
れ
る
も
の
な
し
に
存
在
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
自
然
の
秩
序
に
お
い
て
は
、
他
の
も
の
の
な
か
に
存
在
す
る
こ

と
が
適
し
て
い
る
付
帯
性
は
、
実
体
な
し
に
、
実
体
か
ら
分
有
し
た
存
在
を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
超
自
然
的
な
介
入
が

あ
れ
ば
、
分
有
し
た
存
在
を
自
身
で
保
つ
こ
と
が
可
能
に
な
る（

35
）

。
こ
の
と
き
、
付
帯
性
は
「
他
の
も
の
の
う
ち
に
存
在
す
る
こ
と
が
適

し
て
い
る
」
と
い
う
在
り
方
を
保
ち
つ
つ（

36
）

、「
他
の
も
の
の
う
ち
に
存
在
す
る
」
と
い
う
在
り
方
を
失
っ
て
、「
そ
れ
自
体
で
存
在
す

る
」
と
い
う
在
り
方
で
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

３
　
各
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
「
モ
ド
ゥ
ス
」

　（
1
）
被
造
物
の
場
合

実
体
と
付
帯
性
と
い
う
類
だ
け
で
は
な
く
、
各
種
の
付
帯
性
に
つ
い
て
も
固
有
の
「
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス
」
が
あ
る
。
先
ほ
ど
引
用
し
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た
『
形
而
上
学
註
解
』
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
実
体
と
諸
々
の
付
帯
性
の
「
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス
」
は
存
在
の
強
弱
の
点
で
階
層
を
な
し

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
モ
ド
ゥ
ス
」
は
存
在
論
的
還
元
で
は
な
く
、
存
在
論
的
多
元
性
の
支
柱
に
な
っ
て
い
る
。
異
な
る
「
モ
ド
ゥ

ス
」
は
、
異
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
も
の
に
「
有 

（ens

）」
が
「
ア
ナ
ロ
ギ
ア
的
」
に
、
つ
ま
り
完
全
に
同
じ
意
味
で
も
完
全
に

異
な
る
意
味
で
も
な
い
仕
方
で
述
語
づ
け
ら
れ
る
根
拠
で
も
あ
る（

37
）

。

同
音
異
義
的
な
も
の 
（aequivocum

） 

が
意
味
表
示
さ
れ
る
事
物
に
し
た
が
っ
て 

（sec. res significatas

） 

区
別
さ
れ
る
の
に
対

し
、
一
義
的
な
も
の 
（univocum

） 

は
異
な
る
差
異
に
し
た
が
っ
て 

（sec. diversas differentias

） 

区
別
さ
れ
る
。
ア
ナ
ロ
ギ
ア

的
な
も
の 

（analogum
） 
は
異
な
る
モ
ド
ゥ
ス
に
し
た
が
っ
て 

（sec. diversos m
odos

） 

区
別
さ
れ
る
。
有
は
十
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
つ
い
て
ア
ナ
ロ
ギ
ア
的
に
述
語
づ
け
ら
れ
る
の
で
、
十
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
い
て
は
有
は
異
な
る
モ
ド
ゥ
ス
に
し
た
が
っ
て
区

別
さ
れ
る
の
で
あ
る（

38
）

。

犬
と
犬
座
が
「
犬
」
と
呼
ば
れ
る
と
き
、
橋
と
端
が
「
は
し
」
と
呼
ば
れ
る
と
き
、
言
葉 

（
音
声
） 

は
同
じ
だ
が
、
意
味
表
示
さ
れ
て

い
る
事
物
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
人
間
と
犬
は
等
し
く
動
物
で
あ
る
が
、
理
性
的
と
非
理
性
的
と
い
う
種
差
を
も
っ
て
区
別
さ

れ
る
。
実
体
と
付
帯
性
が
「
有
」
と
呼
ば
れ
る
と
き
、「
有
」
の
意
味
は
完
全
に
異
な
っ
て 

（
同
音
異
義
） 

も
い
な
い
し
、
完
全
に
同

じ 

（
一
義
） 

で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
モ
ド
ゥ
ス
の
点
で
異
な
る
も
の
は
完
全
に
異
な
る
も
の
で
も
完
全
に
同
じ
も
の
で
も
な
い
か
ら
で

あ
る
。
モ
ド
ゥ
ス
が
異
な
る
も
の 

（
付
帯
性
と
実
体
） 

は
、
何
ら
の
共
通
性 

（
そ
れ
ら
は
実
在
す
る
も
の
で
あ
る
） 

と
相
異 

（
他
の
も
の

へ
の
依
存
性
の
有
無
） 

を
有
し
て
い
る
。

ト
マ
ス
は
『
自
然
学
註
解
』
や
『
形
而
上
学
註
解
』
で
「
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス 
（m

odus essendi

） 

は
「
述
語
づ
け
の
モ
ド
ゥ
ス
（m

o-

dus praedicandi

）（39
）

」
に
比
例
す
る 

（proportionales sunt （
40
）

）、
あ
る
い
は
後
者
は
前
者
に
伴
う 

（consequitur （
41
）

）
と
述
べ
た
う
え
で
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「
述
語
づ
け
の
モ
ド
ゥ
ス
」
を
分
析
し
、
十
個
の
述
語
づ
け
ら
れ
る
も
の 

（
カ
テ
ゴ
リ
ー
） 

が
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る（

42
）

。
そ
し
て

「
述
語
づ
け
の
モ
ド
ゥ
ス
」
を
考
察
す
る
の
は
論
理
学
者
の
仕
事
で
あ
る
と
し
て
い
る（

43
）

。
以
下
で
は
、『
自
然
学
註
解
』
で
の
説
明
を
参

照
し
つ
つ
、
主
と
し
て
『
形
而
上
学
註
解
』
で
の
議
論
を
考
察
す
る（

44
）

。

述
語 

（praedicatum

） 

は
主
語
・
基
体 

（subjectum

） 

に
対
し
て
三
通
り
の
仕
方
で
関
係
し
う
る
こ
と
を
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
一
つ
の
仕モ
ド
ゥ
ス方
で
は
、
述
語
が
主
語
・
基
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
と
き
、
た
と
え
ば
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
動
物

で
あ
る
」
と
言
う
と
き
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
動
物
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
述

語
は
第
一
実
体
を
意
味
表
示
す
る
と
言
わ
れ
る
。
第
一
実
体
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
述
語
づ
け
ら
れ
る
個
的
な
実
体
の
こ
と
で

あ
る
。

ト
マ
ス
は
、
述
語
が
主
語
に
対
し
て
三
通
り
の
仕
方
で
関
係
す
る
、
つ
ま
り
述
語
づ
け
の
モ
ド
ゥ
ス
が
三
つ
に
分
類
可
能
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
す
る
。
第
一
に
、「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
や
「
動
物
は
人
間
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
主
語
・
基
体
・
本
質
で
あ

る
と
こ
ろ
の
も
の
が
述
語
づ
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
述
語
づ
け
ら
れ
る
も
の 

（「
人
間
」） 

は
「
実
体
」
を
意
味

表
示
し
て
い
る
。

第
二
の
仕モ
ド
ゥ
ス方
で
は
、
主
語
・
基
体
に
内
在
す
る
も
の
に
し
た
が
っ
て
述
語
が
と
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
述
語
づ
け
ら
れ
る

も
の
は
自
体
的
か
つ
絶
対
的
に 

（per se et absolute

） 

基
体
に
内
在
す
る
。
質
料
に
伴
う
も
の
と
し
て
こ
う
し
た
仕
方
で
内
在

す
る
の
が
量
で
あ
る
。
形
相
に
伴
う
も
の
と
し
て
こ
う
し
た
仕
方
で
内
在
す
る
の
が
性
質
で
あ
る
。
あ
る
い
は
絶
対
的
に
で
は
な

く
、
他
の
も
の
と
の
関
わ
り
で 

（in respectu ad aliud

） 

基
体
に
内
在
す
る
の
で
あ
っ
て
関
係 

（ad aliquid

） 

が
そ
う
で
あ
る
。
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三

第
二
に
、
主
語
・
基
体
に
内
在
す
る
も
の
が
述
語
づ
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
基
体
に
内
在
す
る
も
の
と
し
て
は
、
ま
ず
基
体
の
構
成

要
素
で
あ
る
質
料
と
形
相
が
挙
げ
ら
れ
る
。
質
料
を
原
理
と
し
て
基
体
に
内
在
す
る
の
が
「
量
」
で
あ
り
、
形
相
を
原
理
と
し
て
内
在

す
る
の
が
「
性
質
」
で
あ
る
。
基
体
と
は
別
の
も
の
と
の
関
わ
り
を
原
理
と
し
て
基
体
に
内
在
す
る
の
が
「
関
係
」
で
あ
る
。

第
三
の
仕モ
ド
ゥ
ス方
で
は
、
述
語
は
主
語
の
外
に
あ
る
も
の
か
ら
と
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
二
通
り
の
仕
方
で
生
じ
る
。（
3
ⅰ
） 

一
つ

の
仕モ
ド
ゥ
ス方
で
は
、
述
語
が
と
ら
れ
る
も
の
は
完
全
に
主
語
・
基
体
の
外
に
あ
る
。
述
語
が
と
ら
れ
る
も
の
が
基
体
の
限
界 

（m
ensu-

ra

） 

で
は
な
い
場
合
に
は
、「
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
靴
を
履
い
て
い
る
、
服
を
身
に
つ
け
て
い
る
」
と
言
う
よ
う
に
、「
所
持
」
と
い
う

仕モ
ド
ゥ
ス方
で
述
語
づ
け
ら
れ
る
。
述
語
が
と
ら
れ
る
も
の
が
主
語
・
基
体
の
限
界
で
あ
る
場
合
、
外
的
な
限
界
は
時
間
か
場
所
な
の

で
、
述
語
は
時
間
か
場
所
か
ら
と
ら
れ
る
。
時
間
か
ら
と
ら
れ
る
場
合
が
「
い
つ 

（quando

）」
で
あ
り
、
場
所
に
在
る
諸
部
分

の
秩
序
が
考
察
さ
れ
ず
に
場
所
か
ら
と
ら
れ
る
場
合
が
「
ど
こ 

（ubi

）」
で
あ
ろ
う
。
場
所
に
在
る
諸
部
分
の
秩
序
が
考
察
さ
れ

た
う
え
で
場
所
か
ら
述
語
が
と
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
述
語
は
「
態
勢 

（situs

）」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

第
三
に
、
主
語
・
基
体
の
外
に
あ
る
も
の
が
述
語
づ
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
う
し
た
外
在
的
な
も
の
は
完
全
に
基
体
の
外
に
あ
る

場
合
と
、
そ
う
で
は
な
い
場
合
が
あ
る
。
完
全
に
基
体
の
外
に
あ
り
、
か
つ
基
体
の
外
的
な
限
界
を
成
し
て
い
る
の
が
時
と
場
所
で
あ

る
。
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
限
り
、
基
体
は
特
定
の
時
空
に
存
在
せ
ざ
る
え
な
い
。
端
的
に
時
と
場
所
か
ら
と
ら
れ
た
述
語
は
、
そ
れ

ぞ
れ
「
い
つ
」「
ど
こ
」
に
分
類
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ソ
ク
ラ
テ
ス 

（
基
体
） 

は
同
じ
場
所
で
立
っ
た
り
座
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。

場
所
が
同
じ
で
も
、
立
つ
場
合
と
座
る
場
合
で
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
体
の
諸
部
分
相
互
の
場
所
的
な
関
係
は
異
な
る
。
立
っ
て
い
る
と

き
、
頭
と
足
は
だ
い
た
い
直
線
上
に
あ
る
が
、
座
っ
て
い
る
と
き
は
そ
う
で
は
な
い
。
基
体
の
諸
部
分
の
場
所
的
な
秩
序
か
ら
と
ら
れ

た
述
語
は
「
態
勢
」
に
分
類
さ
れ
る
。
基
体
の
外
的
な
限
界 

（
時
と
場
所
） 

に
関
わ
る
も
の
以
外
で
、
完
全
に
基
体
の
外
に
あ
る
も
の
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が
述
語
づ
け
ら
れ
る
場
合
に
は
、
基
体
が
そ
の
も
の
を
何
ら
か
の
仕
方
で
持
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
靴
や
服
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
完

全
に
独
立
し
て
存
在
し
て
い
る
が
、
靴
や
服
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
主
語
と
す
る
文
の
述
語
を
な
す
（「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
靴
を
履
い
て
い

る
、
服
を
着
て
い
る
」）
と
き
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
何
ら
か
の
仕
方
で
靴
や
服
を
持
っ
て
い
る
、
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
「
持
っ
て
い

る
こ
と 

（habere

）」
か
ら
と
ら
れ
た
述
語
は
「
所
持 

（habitus

）」
に
分
類
さ
れ
る
。

 

（
3
ⅱ
）
別
の
仕モ
ド
ゥ
ス方
で
は
、
そ
こ
か
ら
述
語
が
と
ら
れ
る
も
の
が
、
或
る
点
で
、
そ
の
述
語
に
よ
っ
て
述
語
づ
け
ら
れ
る
主
語
・

基
体
の
う
ち
に
存
在
し
て
い
る
。
始
原 

（principium

） 

と
い
う
点
で
基
体
の
う
ち
に
存
在
し
て
い
る
場
合
、「
能
動 

（agere

）」

と
し
て
述
語
づ
け
ら
れ
る
。
じ
っ
さ
い
、
能
動 

（actio

） 

の
始
原
は
基
体
の
う
ち
に
あ
る
。
終
局 

（term
inum

） 

と
い
う
点
で
基

体
の
う
ち
に
存
在
し
て
い
る
場
合
、「
被
っ
て
い
る
こ
と 

（in pati

）」
と
し
て
述
語
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
、
受
動
は

（
は
た
ら
き
を
） 

被
る
基
体
へ
と
収
斂
す
る
。

主
語
・
基
体
の
外
に
あ
る
も
の
が
述
語
づ
け
ら
れ
る
場
合
で
、
こ
う
し
た
外
在
的
な
も
の
が
完
全
に
基
体
の
外
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い

場
合
、
そ
の
も
の
は
或
る
点
で
基
体
に
内
在
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
も
の
の
始
原
が
内
在
し
て
い
る
場
合
が
「
能
動
」、
終
局
が
内
在

し
て
い
る
場
合
が
「
受
動
」
に
分
類
さ
れ
る
。
じ
っ
さ
い
、
主
人
が
奴
隷
を
殴
る
と
き
、
主
人
に
は
殴
打
の
始
点
が
、
奴
隷
に
は
殴
打

の
終
点
が
存
在
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
殴
る
」
は
「
能
動
」
に
、「
殴
ら
れ
る
」
は
「
受
動
」
に
分
類
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

『
形
而
上
学
註
解
』
で
も
『
自
然
学
註
解
』
で
も
、
ト
マ
ス
は
述
語
づ
け
の
モ
ド
ゥ
ス
を
三
通
り
に
し
か
区
別
し
て
お
ら
ず
、
し
か

も
そ
う
し
た
異
な
る
述
語
づ
け
の
モ
ド
ゥ
ス
に
対
応
す
る
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス
を
明
確
に
提
示
し
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、

ト
マ
ス
は 

「
異
な
る
述
語
づ
け
の
モ
ド
ゥ
ス
は
異
な
る
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス
に
伴
う 
（consequitur

）」
と
述
べ
て
、
述
語
づ
け
の
モ
ド
ゥ

ス
と
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス
が
同
数
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
う
え
で
、
実
体
を
は
じ
め
と
す
る
十
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
列
挙
し
て
い
る（

45
）

。
し



ト
マ
ス･

ア
ク
ィ
ナ
ス
の
《
モ
ド
ゥ
ス
》
研
究
（
三
）

一
五

た
が
っ
て
、
三
通
り
に
区
別
さ
れ
た
述
語
づ
け
の
モ
ド
ゥ
ス
の
う
ち
、
二
番
目
の
も
の
に
は
三
つ
の
、
三
番
目
の
も
の
に
は
六
つ
の
下

位
区
分
が
設
け
ら
れ
て
い
て
、
計
十
個
の
述
語
づ
け
の
モ
ド
ゥ
ス
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る（

46
）

。
た
と
え
ば
、
二
番
目

の
、
基
体
に
内
在
す
る
も
の
か
ら
述
語
が
と
ら
れ
る
述
語
づ
け
の
モ
ド
ゥ
ス
は
、（
2
ⅰ
）
基
体
の
形
相
に
由
来
す
る
も
の
か
ら
述
語

が
と
ら
れ
る
モ
ド
ゥ
ス
、（
2
ⅱ
）
基
体
の
質
料
に
由
来
す
る
も
の
か
ら
述
語
が
と
ら
れ
る
モ
ド
ゥ
ス
、（
2
ⅲ
）
他
の
も
の
と
の
関
わ

り
に
由
来
す
る
も
の
か
ら
述
語
が
と
ら
れ
る
モ
ド
ゥ
ス
に
区
別
さ
れ
る
。

一
連
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
導
出
の
議
論
で
特
徴
的
な
の
は
、
ト
マ
ス
が
述
語
づ
け
の
分
類
を
し
な
が
ら
、
事
物
の
在
り
方
を
分
析
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
述
語
づ
け
ら
れ
る
も
の 

（praedicatum

）」
が
「
言
葉
」
と
い
う
よ
り
も
「
事
物 

（res

）」
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
事
物
の
在
り
方
の
説
明
は
、「
自
存
す
る
」「
他
の
も
の
の
内
に
存
在
す
る
」
と
い
っ
た
、
た
ん
な
る
現
象
的
な

在
り
方
の
記
述
で
は
な
く
、
そ
の
も
の
の
原
理 

― 

な
ぜ
そ
う
し
た
も
の
が
存
在
す
る
の
か 

― 

を
特
定
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
各
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
帰
さ
れ
て
い
る
「
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス
」
は
、
各
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
応
す
る
事
物
に
備
わ
る
根
源
的
な

在
り
方 

（m
odus essendi

） 

で
あ
っ
て
、
個
々
の
事
物
の
現
象
的
な
在
り
方
か
ら
抽
象
さ
れ
た
「
存
在
様
態 

（m
odus existendi

）」
で

は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
篇
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
根
源
的
な
「
モ
ド
ゥ
ス
」
は
「
質
料
的
な
い
し
は
作
出
的
諸
原
理
の

限
定
な
い
し
は
均
衡
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
「
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス 

（m
odus essendi

）」
に
つ
い
て
語
る
こ
と

は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
質
料
的
・
作
出
的
原
理
に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ト
マ
ス
が
『
自
然
学
註
解
』
で
、
四
原
因
に
言

及
し
な
が
ら
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
分
類
を
、
人
間
と
動
物
の
本
性
上
の
違
い
に
論
及
し
な
が
ら
「
所
持
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
「
実
体
」
を
は

じ
め
と
す
る
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
た
め
と
考
え
ら
れ
る（

47
）

。

　（
2
）
神
の
場
合

　
　
　
　

以
上
で
説
明
し
て
き
た
の
は
、
被
造
物
に
関
す
る
「
述
語
づ
け
の
モ
ド
ゥ
ス
」
と
「
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス
」
と
の
関
係
で
あ
る
。
被
造
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第
六
百
十
一
号

一
六

物
の
場
合
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
「
述
語
づ
け
の
モ
ド
ゥ
ス 

（m
odus praedicandi

）」
と
「
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス 

（m
odus essendi

）」
と

の
一
対
一
の
対
応
関
係
は
神
に
は
該
当
し
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
複
合
性
と
無
縁
の
神
に
は
、
た
だ
一
つ
の
「
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス 

（m
odus 

essendi
）」
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ト
マ
ス
は
、
神
に
つ
い
て
は
「
実
体
に
そ
く
し
た
述
語
づ
け
」
と
「
関
係
に
そ
く
し
た
述
語
づ

け
」
の
二
通
り
の
「
述
語
づ
け
の
モ
ド
ゥ
ス
」
だ
け
が
存
在
す
る
、
と
述
べ
て
い
る（

48
）

。

被
造
物
で
あ
れ
ば
性
質
や
能
動
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
よ
う
な
神
の
属
性 

（
た
と
え
ば
永
遠
性
） 

や
神
の
業 

（
た
と
え
ば
創
造
）

は
、
神
に
あ
っ
て
は
神
の
実
体
と
完
全
に
同
一
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
よ
う
に
み
え
る
も
の
が
述
語

づ
け
ら
れ
て
い
て
も 
― 
た
と
え
ば
「
神
は
永
遠
で
あ
る
」「
神
は
創
造
す
る
」
と
言
わ
れ
る 

― 

実
体
に
そ
く
し
て
述
語
づ
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
に
な
る（

49
）

。

「
関
係
」
に
つ
い
て
は
詳
し
く
は
続
く
考
察 

（
4
） 

を
待
つ
こ
と
に
な
る
が
、
神
の
内
部
に
お
け
る
関
係
と
被
造
物
か
ら
神
に
対
す
る

関
係
が
実
在
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
神
か
ら
被
造
物
に
対
す
る
関
係
は
概
念
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
実
在
的
関
係
に
そ
く
し
た
述
語

づ
け
に
は
、
関
係
と
い
う
存
在
の
在モ

ド

ゥ

ス

り
方
が
対
応
し
て
い
る
。「
神
は
三
位
一
体
で
あ
る
」
の
「
三
位
一
体
で
あ
る
」
と
い
う
述
語
づ

け
は
、
父･

子･

聖
霊
の
三
位
格
間
の
実
在
的
関
係
に
基
づ
く
。
神
に
お
い
て
は
父
か
ら
子
の
発
出 

（「
出
生
」） 

と
父
と
子
か
ら
の
聖
霊

の
発
出
が
あ
り
、
か
つ
発
出
す
る
も
の
は
発
出
の
根
源
と
同
一
の
本
質
を
も
つ
。
し
た
が
っ
て
、
発
出
す
る
も
の
の
発
出
の
根
源
に
対

す
る
関
係 

（
子
性
、
発
出
） 

と
発
出
の
根
源
の
発
出
す
る
も
の
に
対
す
る
関
係 

（
父
性
、
霊
発
） 

は
実
在
的
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い（

50
）

。
そ
し
て
「
人
間
は
被
造
物
で
あ
る
」
の
「
被
造
物
で
あ
る
」
と
い
う
述
語
づ
け
に
は
、
人
間
の
実
体 

（
人
間
が
何
で
あ
る

か
） 

と
は
区
別
さ
れ
る
、
人
間
と
創
造
者
と
の
関
係
が
対
応
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
概
念
的
関
係
は
単
に
概
念
に
お
け
る
在モ

ド

ゥ

ス

り
方

で
あ
る
以
上
、
神
の
被
造
物
に
対
す
る
関
係
に
基
づ
い
た
述
語
づ
け 

（「
神
は
創
造
主
で
あ
る
」） 

に
対
応
す
る
存
在
の
在モ

ド

ゥ

ス

り
方
は
な
い
。

す
る
と
、
神
に
関
す
る
述
語
づ
け
の
モ
ド
ゥ
ス
と
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス
と
の
関
係
は
、（
ⅰ
）
実
体
の
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス
が
対
応
し
て

い
る 

（
実
体
に
そ
く
し
た
述
語
づ
け
の
場
合
）、（
ⅱ
）
関
係
の
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス
が
対
応
し
て
い
る 

（
実
在
的
関
係
に
そ
く
し
た
述
語



ト
マ
ス･

ア
ク
ィ
ナ
ス
の
《
モ
ド
ゥ
ス
》
研
究
（
三
）

一
七

づ
け
の
場
合
）、（
ⅲ
）
対
応
す
る
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス
は
な
い
（
概
念
的
関
係
に
そ
く
し
た
述
語
づ
け
の
場
合
）
の
三
通
り
が
あ
る
こ
と

に
な
る
。
た
だ
し
ト
マ
ス
が
「
関
係
に
そ
く
し
た
述
語
づ
け
」
と
呼
ぶ
の
は
、
実
在
的
関
係
に
そ
く
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
概
念
的
関

係
に
そ
く
し
た
も
の
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
神
に
お
い
て
は
実
体
と
関
係
は
（
実
体
と
付
帯
性
に
区
別
さ
れ
る
よ
う
な
）
異
な
る
事

物
で
は
な
い
か
ら（

51
）

、
実
体
の
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス 

（m
odus essendi

） 

と
関
係
の
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス 

（m
odus essendi

） 

は
同
一
の
も
の

で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
神
に
お
い
て
も
実
体
の
存
在
様
態 

（m
odus existendi

） 

と
関
係
の
存
在
様
態
は
異
な
る
と

主
張
可
能
で
あ
り（

52
）

、
神
の
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
存
在
様
態
が
「
実
体
に
そ
く
し
た
述
語
づ
け
」
と
「
関
係
に
そ
く
し
た
述
語
づ
け
」

に
対
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

４
　「
関
係
」
の
モ
ド
ゥ
ス

ト
マ
ス
は
『
形
而
上
学
註
解
』
で
述
語
づ
け
の
モ
ド
ゥ
ス
と
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス
と
の
対
応
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、「（
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
は
） 

十
の
カ
テ
ゴ
リ
ー 

（praedicam
enta

） 

に
よ
っ
て
魂
の
外
に
存
在
す
る
有
を
区
別
し
て
い
る（

53
）」

と
述
べ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
神
の
場
合
を
除
け
ば
、
十
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
応
し
た
十
の
存
在
の
在
り
方 

（m
odus essendi

） 

は
、
魂
の
外
に
実
在
す
る
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る（

54
）

。

し
か
し
各
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
存
在
の
強
度
は
一
様
で
は
な
い
。
実
体
が
強
い
存
在
を
も
つ
の
に
対
し
、
実
体
に
依
存
し
て
存
在
す
る
付

帯
性
は
実
体
よ
り
も
弱
い
存
在
を
も
つ
。
付
帯
性
の
な
か
で
も
違
い
が
あ
り
、「
関
係 

（relatio

）」
は
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
よ
り
も
弱
い

存
在
を
も
つ
、
と
さ
れ
て
い
る（

55
）

。
関
係
に
「
最
下
の
存
在 

（postrem
um

 et infim
um

 esse

（
56
）

）」
が
帰
さ
れ
て
い
る
の
は
、
関
係
が
実

体
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー 

（
量
、
能
動
、
受
動
） 

に
属
す
る
付
帯
性
の
存
在
を
前
提
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
さ
ら

に
、
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
は
異
な
り
、
対
応
す
る
実
在
が
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

57
）

。
し
た
が
っ
て
、「
関
係
」
と

い
う
タ
ー
ム
は
多
義
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
、
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
魂
の
外
に
実
在
す
る
も
の
を
指
す
、
カ
テ
ゴ
リ
ー 

（
付
帯
性
）
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六
百
十
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号

一
八

の
一
つ
と
し
て
の
「
関
係
」
と
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
属
さ
な
い
、
た
ん
な
る
思
考
上
の
「
関
係
」 （「
概
念
的
関
係
」） 

が
あ
る（

58
）

。
関
係
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
存
在
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
中
で
最
も
弱
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
概
念
的
関
係
と
い
う
思
考
上
の
存
在
に
比
べ
れ
ば
強
い
も
の

で
あ
る
。

ト
マ
ス
は
概
念
的
関
係
を
い
く
つ
か
に
分
類
し
て
、
そ
の
特
質
を
考
察
し
て
い
る（

59
）

。『
真
理
論
』
で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
ア

ヴ
ィ
セ
ン
ナ
に
依
拠
し
な
が
ら
、
概
念
的
関
係
と
し
て
以
下
の
四
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、（
1
）
自
己
同
一
性
の
関

係
、（
2
）
関
係
そ
の
も
の
と
の
関
係
、（
3
）
関
係
づ
け
ら
れ
た
も
の
の
一
方
が
他
方
に
依
存
し
て
い
な
い
と
き
に
、
依
存
し
て
い
る

も
の
の
依
存
し
て
い
な
い
も
の
に
対
す
る
関
係
、（
4
）
有
の
非
有
に
対
す
る
関
係
が
そ
れ
で
あ
る
。（
1
）
の
例
と
し
て
は
「
同
じ
も

の
は
同
じ
も
の
に
同
じ
で
あ
る
」
と
言
う
と
き
に
成
立
し
て
い
る
関
係
が
、（
2
）
の
例
と
し
て
は
父
性
と
そ
の
基
体
で
あ
る
父
と
の

関
係
が
、（
3
）
の
例
と
し
て
は
知
識
の
知
ら
れ
う
る
も
の
に
対
す
る
関
係
が
、（
4
）
の
例
と
し
て
は
我
々
の
未
来
の
世
代
に
対
す
る

関
係
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

『
神
学
大
全
』
で
は
、
関
係
を
成
立
さ
せ
る
二
項
の
在
り
方 

― 

心
の
外
に
あ
る
の
か
、
心
の
中
に
あ
る
の
か 

― 

に
よ
っ
て
関
係

を
三
種
類
に
整
理
し
て
、
実
在
的
関
係
と
概
念
的
関
係
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
場
合
に
成
立
す
る
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（

60
）

。

（
Ⅰ
）
両
項
が
い
ず
れ
も
概
念
的
な
も
の
の
場
合
に
は
概
念
的
関
係
が
成
立
す
る
。
反
対
に
（
Ⅱ
）
両
項
が
い
ず
れ
も
外
界
に
存
在
す

る
場
合
に
は
実
在
的
関
係
が
成
立
す
る
。（
Ⅲ
）
一
方
の
項 
（
Ｒ
） 

が
外
界
に
存
在
す
る
の
に
対
し
、
他
方
の
項 

（
Ｍ
） 

が
概
念
的
な
も

の
の
場
合
、（
Ⅲ
ａ
）
Ｒ
の
Ｍ
に
対
す
る
関
係
は
概
念
的
で
あ
る
の
に
対
し
、（
Ⅲ
ｂ
）
Ｍ
の
Ｒ
に
対
す
る
関
係
は
実
在
的
で
あ
る
。
そ

し
て
、
自
己
同
一
性
、
有
と
非
有
と
の
関
係
、
類
種
関
係
が
（
Ⅰ
）
に
、
大
小
や
二
倍
と
い
っ
た
数
的
関
係
や
能
動
受
動
に
基
づ
く
関

係
、
父
子
関
係
が
（
Ⅱ
）
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
知
ら
れ
う
る
も
の
の
知
識
に
対
す
る
関
係
は
（
Ⅲ
ａ
）
で
あ
り
、
逆
に
知
識
の
知
ら

れ
う
る
も
の 

（
対
象
） 

に
対
す
る
関
係
は
（
Ⅲ
ｂ
）
で
あ
る
。（
Ⅰ
）
や
（
Ⅲ
ａ
）
に
分
類
さ
れ
る
よ
う
な
関
係
は
、
思
考
上
で
の
み
成

立
し
て
い
る
「
概
念
的
関
係
」
で
あ
る
。



ト
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ク
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モ
ド
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）

一
九

『
能
力
論
』
で
は
、「
実
在
的
関
係
」
が
事
物
の
事
物
に
対
す
る
秩
序
に
存
す
る
の
に
対
し
、「
概
念
的
関
係
」
は
概
念
間
の
秩
序

（ordo intellectuum

） 

に
存
す
る
と
さ
れ
た
う
え
で
、
概
念
間
の
秩
序
が
生
じ
る
ケ
ー
ス
が
二
通
り
に
区
別
さ
れ
て
い
る（

61
）

。
一
つ
は
、

知
性
に
よ
っ
て
秩
序
が
見
い
だ
さ
れ
る 

（adinventus

） 

場
合
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
或
る
も
の
を
別
の
も
の
と
の
秩
序
の
な
か
で

理
解
す
る
と
い
う
知
性
認
識
の
仕
方 

（m
odus intelligendi

） 

に
い
わ
ば
必
然
的
に
伴
う 

（ex quadam
 necessitate consequatur

） 

場

合
で
あ
る
。
前
者
の
タ
イ
プ
の
秩
序
か
ら
成
る
概
念
的
関
係
は
、
外
界
の
事
物
に
対
し
て
概
念
が
も
つ
秩
序
、
あ
る
い
は
概
念
相
互
の

秩
序
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
、
例
と
し
て
は
類
種
関
係
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
後
者
の
タ
イ
プ
の
秩
序
か
ら
成

る
概
念
的
関
係
は
、
さ
ら
に
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、（
ⅰ
）
二
つ
の
も
の
の
う
ち
の
一
つ
な
い
し
は
両

方
が
（
心
の
外
に
実
在
す
る
）
有
で
は
な
い
場
合
、
た
と
え
ば
現
在
と
未
来
と
の
関
係
や
二
つ
の
未
来
の
出
来
事
同
士
の
関
係
、（
ⅱ
）

一
つ
の
も
の
を
秩
序
づ
け
な
が
ら
二
つ
と
し
て
理
解
す
る
場
合
、
た
と
え
ば
自
己
同
一
性
の
関
係（

62
）

、（
ⅲ
）
相
互
に
秩
序
づ
け
ら
れ
る

も
の
と
し
て
二
つ
の
も
の
を
理
解
す
る
が
、
そ
の
秩
序
は
本
質
的
に
一
方
に
属
す
る
場
合
、
た
と
え
ば
関
係
が
基
体
に
対
し
て
も
つ
関

係
、（
ⅳ
）
一
方
は
他
方
の
秩
序
が
向
か
う
対
象
で
あ
る
が
、
そ
の
も
の
は
他
方
に
対
し
て
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
場
合
、
た
と
え

ば
知
ら
れ
る
も
の
の
知
識
に
対
す
る
関
係
や
神
の
被
造
物
に
対
す
る
関
係
で
あ
る
。

　
　

知
性
に
よ
っ
て
見
い
だ
さ
れ
る
概
念
的
関
係
に
基
づ
い
た
「
在
り
方
」
は
、
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
見
い
だ
さ
れ
る
在

り
方
そ
の
も
の
が
知
性
の
外
に
実
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
知
性
認
識
の
モ
ド
ゥ
ス
に
必
然
的
に
伴
う
「
在
り

方
」
は
、
知
性
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
在
り
方
そ
の
も
の
が
知
性
の
外
に
実
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
今
か
ら
一
時
間
後
よ
り
も

二
時
間
後
の
方
が
後
で
あ
る
が
、
こ
の
「
よ
り
後
」
と
い
う
関
係
は
心
の
外
に
実
在
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
実
在
に
基
づ
い
て
必
然

的
に
理
解
さ
れ
る
客
観
的
な
「
在
り
方
」
で
は
あ
る
の
で
、
心
よ
り
も
事
物
に
帰
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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三
　
超
範
疇
と
モ
ド
ゥ
ス

ト
マ
ス
研
究
者
に
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
真
理
論
』
の
最
初
の
問
題
で
、
ト
マ
ス
は
「
一 

（unum

）」「
事
物 

（res

）」

「
或
る
も
の 
（aliquid

）」「
真 

（verum

）」「
善 

（bonum

）」
と
い
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
ま
た
い
で
「
有 

（ens

）」
に
適
用
さ
れ
る
名
称

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る（

63
）

。
じ
っ
さ
い
、
実
体
で
あ
る
「
人
間
」
や
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
も
、
魂
の
能
力
に
付
帯
す
る
性
質
で
あ
る
「
徳
」

も
、
あ
る
種
の
「
事
物
」
で
あ
り
「
善
い
」
と
言
わ
れ
る
。

ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
知
性
が
抱
く
最
も
原
初
的
か
つ
基
本
的
な
概
念
は
「
有 

（ens

）」
で
あ
る
か
ら
、
カ
テ
ゴ
リ
ー 

（
範
疇
） 

の
概

念
も
、
こ
れ
ら
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
超
え
る
も
の 

（
超
範
疇
） 

の
概
念
も
「
有
」
の
概
念
に
何
か
を
加
え
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
種
差
が
類
に
、
あ
る
い
は
付
帯
性
が
基
体
に
加
え
ら
れ
る
場
合
と
は
異
な
り
、
こ
う
し
た
概
念
上
の
付
加
は
実
在
上
の
付

加
を
伴
わ
な
い
。
有
に
「
何
ら
か
の
外
的
な
も
の
」、
つ
ま
り
有
以
外
の
も
の
が
加
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
範
疇･

超
範
疇
の
名
称

は
「
有
」
と
い
う
名
称
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
な
い
「
有
そ
の
も
の
の
モ
ド
ゥ
ス 

（m
odus ipsius entis

）」
を
表
現
し
て
い
る
、

と
ト
マ
ス
は
主
張
す
る
。
そ
し
て
範
疇
が
表
現
す
る
も
の
を
「
在
る
も
の
の
特
殊
な
モ
ド
ゥ
ス
」、
超
範
疇
が
表
現
す
る
も
の
を
「
在

る
も
の
の
一
般
的
な
モ
ド
ゥ
ス
」
と
呼
ん
で
い
る（

64
）

。
範
疇
と
超
範
疇
が
表
現
す
る
「
モ
ド
ゥ
ス
」
と
は
そ
れ
ぞ
れ
何
な
の
か
。
以
下
で

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
モ
ド
ゥ
ス
」
が
言
及
さ
れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
を
考
察
す
る
。

或
る
も
の
が
在
る
も
の 

（ens

） 

に
加
わ
っ
て
い
る
、
と
言
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
「
在
る
も
の 

（ens

）」
と
い
う
名
称
に
よ
っ
て

表
現 

（exprim
ere

） 

さ
れ
て
い
な
い
在
る
も
の
そ
の
も
の
の
モ
ド
ゥ
ス
を
表
現
す
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ

と
は
二
通
り
の
仕
方
で
生
じ
る
。
一
つ
の
仕モ
ド
ゥ
ス方
は
、
表
現
さ
れ
た
モ
ド
ゥ
ス 
（m

odus expressus

） 

が
、
在
る
も
の
の
或
る
特
殊

な
モ
ド
ゥ
ス
（aliquis specialis m

odus entis

） 

で
あ
る
場
合
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
在
る
こ
と 

（entitas

） 

に
は
異
な
る
段



ト
マ
ス･

ア
ク
ィ
ナ
ス
の
《
モ
ド
ゥ
ス
》
研
究
（
三
）

二
一

階
が
あ
り
、
そ
う
し
た
段
階
に
そ
く
し
て
存
在
の
異
な
る
モ
ド
ゥ
ス 

（diversi m
odi essendi

） 

が
理
解
さ
れ 

（accipiuntur

）、

こ
れ
ら
の
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス
に
し
た
が
っ
て
、
事
物
の
異
な
る
類
が
理
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
、「
実
体
」
は
在
る

も
の
に
付
加
さ
れ
る
何
ら
か
の
本
性
を
指
定
す
る 

（designet

） 

よ
う
な
或
る
差
異
を
在
る
も
の
に
付
加
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

「
実
体
」
と
い
う
名
称
に
よ
っ
て
、
一
種
の
特
殊
的
な
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス 

（specialis quidam
 m

odus essendi

） 

す
な
わ
ち
「
自

体
的
に
在
る
も
の 

（per se ens

）」
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
こ
と
は
他
の
類
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る（

65
）

。

ト
マ
ス
は
、
存
在
の
段
階
に
し
た
が
っ
て
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス
と
類 

（
カ
テ
ゴ
リ
ー
） 

が
理
解
さ
れ
る
と
説
明
し
て
い
る（

66
）

。
先 

（
3
（
1
））

に
紹
介
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
述
語
づ
け
の
モ
ド
ゥ
ス
の
議
論
で
は
、「
主
語
・
基
体
・
本
質
で
あ
る
も
の
」
か
ら
と
ら
れ
た
よ
う
な
述

語
が
「
実
体
」 （
と
い
う
名
称
で
分
類
さ
れ
る
事
物
） 

を
表
示
す
る
、
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
こ
こ
で
は
、「
実
体
」 

と
い
う
名

称
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
も
の
の
在
り
方
は
「
自
存
」

― 

実
体
の
現
象
的
な
在
り
方 

― 

で
あ
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

「
善
」
に
つ
い
て
論
じ
た
『
真
理
論
』
の
後
の
問
題
で
は
、
十
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
「
事
物
の
実
在
性
そ
の
も
の
の
う
ち
に
根
拠
を
持

つ
、
存
在
の
限
定
さ
れ
た
モ
ド
ゥ
ス 

（determ
inatum

 m
odum

 essendi qui fundatur in ipsa existentia rei

） 

を
加
え
て
い
る（

67
）

」
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
表
現
か
ら
、
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス
」

― 

理
解
さ
れ
た
り
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

名
称
が
表
現
す
る
と
さ
れ
て
い
る
モ
ド
ゥ
ス
は
、
事
物
の
根
源
的
な
在
り
方
で
あ
る
「
存
在
の
在
り
方 

（m
odus essendi

）」
と
い
う

よ
り
、
事
物
に
本
質
的
に
生
起
す
る
「
存
在
様
態 

（m
odus existendi

）」
で
あ
る
と
予
測
さ
れ
る
。
こ
こ
で
ト
マ
ス
が
「
一
種
の
存

在
の
モ
ド
ゥ
ス
」
と
い
う
表
現
を
し
て
い
る
の
は
、
本
来
の
意
味
で
の
「
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス 

（m
odus essendi

）」
と
の
違
い
を
意
識

し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

も
う
一
つ
の
仕モ
ド
ゥ
ス方
で
は
、
表
現
さ
れ
る
モ
ド
ゥ
ス
が
、
す
べ
て
の
在
る
も
の
に
伴
う
一
般
的
な
モ
ド
ゥ
ス 

（m
odus generalis 
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consequens om
ne ens

） 

で
あ
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
モ
ド
ゥ
ス
は
二
通
り
に
理
解
さ
れ
う
る
。
一
つ
の

仕モ
ド
ゥ
ス方
で
は
、
各
々
の
在
る
も
の
そ
れ
自
体
に
伴
う
限
り
で
あ
り
、
も
う
一
つ
の
仕モ
ド
ゥ
ス方
で
は
、
他
の
在
る
も
の
に
秩
序
づ
け
ら
れ
て

い
る
在
る
も
の
に
伴
う
限
り
で
理
解
さ
れ
う
る
。
第
一
の
仕モ
ド
ゥ
ス方
に
よ
る
場
合
、
こ
の
こ
と
は
二
様
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
物
事
は

在
る
も
の
に
お
い
て
肯
定
的
に
表
現
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
否
定
的
に
表
現
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
す
べ
て
の
在
る

も
の
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
物
事
で
、
在
る
も
の
に
つ
い
て
単
独
で
肯
定
的
に
語
ら
れ
る
よ
う
な
も
の 

（aliquid affirm
ative 

dictum
 absolute

） 
は
、
在
る
も
の
が
そ
れ
に
そ
く
し
て
存
在
す
る
と
言
わ
れ
る
、
在
る
も
の
の
本
質
以
外
に
は
見
出
さ
れ
な

い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
表
現
す
る
た
め
に
「
も
の 

（res

）」
と
い
う
名
称
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
…
…
他
方
、
す
べ
て
の
在
る

も
の
に
単
独
で
伴
う 

（consequens om
ne ens absolute

） 

否
定
は
不
可
分
割
性
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
不
可
分
割
性
を
表
現
し

て
い
る
の
が
「
一
な
る
も
の 
（unum

）」
と
い
う
名
称
で
あ
る
。
…
…
在
る
も
の
の
モ
ド
ゥ
ス
が
第
二
の
仕モ
ド
ゥ
ス方
で
、
す
な
わ
ち
在

る
も
の
の
別
の
在
る
も
の
に
対
す
る
秩
序
に
そ
く
し
て
理
解
さ
れ
る
と
、
こ
の
こ
と
は
二
様
に
あ
り
う
る
。
一
つ
の
仕モ
ド
ゥ
ス方
で
は
、

或
る
在
る
も
の
が
別
の
在
る
も
の
か
ら
分
割
さ
れ
る
こ
と
に
そ
く
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
「
或
る
も

の 

（aliquid

）」
と
い
う
名
称
が
表
現
し
て
い
る
。
…
…
他
の
仕モ
ド
ゥ
ス方
で
は
在
る
も
の
が
別
の
在
る
も
の
と
合
致
す
る
こ
と
に
そ
く
し

て
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
す
べ
て
の
在
る
も
の
と
合
致
す
る
よ
う
な
本
性
を
も
っ
た
何
か
が
認
め
ら
れ
な
い
と

あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
魂
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、『
魂
に
つ
い
て
』
第
三
巻
で
語
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
魂
は

「
或
る
意
味
で
す
べ
て
の
も
の
で
あ
る
」。
と
こ
ろ
で
、
魂
の
う
ち
に
は
認
識
能
力
と
欲
求
能
力
が
あ
る
。「
善
き
も
の 

（bo-

num

）」
と
い
う
名
称
は
、
在
る
も
の
の
欲
求
へ
の
合
致
を
表
現
し
て
い
る
。
…
…
他
方
、「
在
る
も
の
の
知
性
へ
の
合
致
」
を
表

現
し
て
い
る
の
が
「
真
な
る
も
の 

（verum

）」
と
い
う
名
称
で
あ
る（

68
）

。

超
範
疇
が
表
現
す
る
「
モ
ド
ゥ
ス
」
は
「
一
般
的
に
有
に
伴
う
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
も
の
を
そ
の
種
の
も
の
た
ら
し



ト
マ
ス･

ア
ク
ィ
ナ
ス
の
《
モ
ド
ゥ
ス
》
研
究
（
三
）

二
三

め
る
前
提
条
件
に
な
る
「
モ
ド
ゥ
ス
」
と
は
異
な
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
解
釈
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
ト
マ
ス
は
『
真
理

論
』
の
後
の
問
題
で
、
超
範
疇
の
一
つ
で
あ
る
「
善
」「
真
」「
一
」
が
加
え
る
も
の 

（
モ
ド
ゥ
ス
） 

は
実
在
的
な
も
の
で
は
な
く
思
考

上
の
も
の
で
あ
る
、
と
明
言
し
て
い
る（

69
）

。
そ
し
て
、
超
範
疇
に
属
す
る
「
真
」
や
「
善
」
に
つ
い
て
、
思
考
に
お
い
て
の
み
存
在
す
る

よ
う
な
関
係
を
「
有
」
に
加
え
て
い
る
、
と
も
述
べ
て
い
る（

70
）

。
第
一
篇
で
と
り
あ
げ
た
よ
う
に
、
超
範
疇
の
一
つ
で
あ
る
「
善
」
は
関

係
そ
の
も
の
を
示
す
名
称
で
は
な
い
が
、
関
係
を
含
意
し
て
い
る
名
称
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る（

71
）

。
し
た
が
っ
て
、
超
範
疇
が
表
現
す

る
モ
ド
ゥ
ス
と
は
、
思
考
上
の
関
係
を
含
ん
だ 

（
有
の
） 「
思
考
上
の
在モ

ド

ゥ

ス

り
方
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る（

72
）

。

こ
う
し
た
解
釈
に
対
し
て
は
、
ト
マ
ス
が
「
思
考
上
の
関
係
」
の
関
与
に
言
及
し
て
い
る
の
は
「
真
」
と
「
善
」
に
限
ら
れ
る
、

「
一
」
に
関
し
て
は
（
思
考
に
お
い
て
の
み
存
在
す
る
）「
否
定
」
を
加
え
る
と
言
わ
れ
て
い
る（

73
）

、
し
た
が
っ
て
「
真
」
と
「
善
」
以
外

の
超
範
疇
に
関
し
て
同
様
の
説
明
を
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
の
批
判
が
あ
り
う
る
。
そ
う
し
た
批
判
に
対
し
て
は
、「
或
る
も
の
」

「
真
」「
善
」
に
関
し
て
は
、
ト
マ
ス
が
明
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
他
の
も
の
と
の
関
係
が
含
ま
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
一
」「
事
物
」

に
関
し
て
は
、
そ
の
も
の
自
体
と
の
関
係
が
含
ま
れ
て
い
る
、
そ
し
て
そ
の
ど
れ
も
が
思
考
上
の
関
係
で
あ
る
、
と
応
え
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。「
一
」
が
表
現
す
る
有
の
在
り
方
に
は
そ
の
も
の
と
不
可
分
割
性
と
の
関
係
が
、「
事
物
」
に
は
そ
の
も
の
と
本
質
と
の

関
係
が
含
ま
れ
て
い
る
。「
或
る
も
の
」
に
は
他
の
事
物
と
の
分
割
性
（
他
の
も
の
と
区
別
さ
れ
る
と
い
う
関
係
）
が
、「
真
」
に
は
知

性
と
合
致
し
、
知
性
を
完
成
さ
せ
る
と
い
う
関
係
が
、「
善
」
に
は
意
志
と
合
致
し
、
意
志
を
完
成
さ
せ
る
と
い
う
（
完
成
す
る
も
の

と
完
成
さ
せ
ら
れ
る
も
の
と
の
）
関
係
が
含
ま
れ
て
い
る
。
本
質
と
有
と
の
関
係
は
、
あ
る
種
の
自
己
同
一
性
の
関
係
に
あ
る
。
有
と

不
可
分
割
性
と
の
関
係
と
は
、
有
自
体
が
分
割
性
（
区
別
さ
れ
る
関
係
）
に
対
し
て
否
定
的
に
も
つ
関
係
で
あ
る
、
と
言
え
る
。
有
は

分
割
性
に
対
し
て
肯
定
的
な
関
係
も
も
つ
が
ゆ
え
に
、
他
の
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
そ
し
て
有
を
対
象
と
す
る
限
り
で
の
意
志
や
知

性
と
有
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
意
志
や
知
性
は
有
に
対
し
て
実
在
的
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
が
、
有
の
側
に
は
知
性
や
意
志
に
対
す

る
実
在
的
な
関
係
は
な
い
。
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超
範
疇
が
表
現
す
る
在モ

ド

ゥ

ス

り
方
は
思
考
の
内
に
し
か
存
在
し
な
い
在モ

ド

ゥ

ス

り
方
で
は
あ
る
が
、
実
在
に
基
づ
く
在モ

ド

ゥ

ス

り
方
で
あ
る（

74
）

。
そ
れ
ら

は
、
有
を
、
有
そ
の
も
の
自
体
に
含
ま
れ
る
も
の
、
あ
る
い
は
他
の
も
の
と
の
関
係 

（
秩
序
） 

の
な
か
で
理
解
す
る
と
い
う
知
性
認
識

の
仕モ
ド
ゥ
ス方
に
必
然
的
に
伴
う
在モ

ド

ゥ

ス

り
方
な
の
で
あ
る（

75
）

。
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
の
在モ

ド

ゥ

ス

り
方
は
、
そ
う
し
た
在
り
方
を
理
解
す
る
知
性
よ
り
も
、

理
解
の
基
と
な
っ
た
有
に
帰
さ
れ
る
。
じ
っ
さ
い
、
事
物
の
内
部
や
外
部
の
も
の
と
関
係
づ
け
る
知
性
な
し
に
は
「
一
で
あ
る
（
そ
れ

以
上
分
割
で
き
な
い
）」「
本
質
を
も
つ
」「
他
の
も
の
と
区
別
さ
れ
る
」「
知
性･

意
志
の
対
象
に
な
る
」
と
い
っ
た
属
性
は
見
い
だ
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
属
性
は
客
観
的
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
事
物
そ
の
も
の
に
帰
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
　
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス 

（m
odus significandi

）

１
　
ト
マ
ス
の
著
作
に
お
け
る
「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
の
用
法
と
そ
の
背
景

ト
マ
ス
の
意
味
論
的
な
モ
ド
ゥ
ス
の
用
法
の
な
か
で
「
述
語
づ
け
の
モ
ド
ゥ
ス 

（m
odus praedicandi

）」
と
並
ん
で
、
あ
る
い
は

そ
れ
以
上
に
注
目
さ
れ
て
き
た
の
が
「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス 

（m
odus significandi

）」
で
あ
ろ
う（

76
）

。「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
と

「
意
味
表
示
さ
れ
る
事
物 

（res significata

）」
と
の
区
別
に
基
づ
き（

77
）

、
ト
マ
ス
は
独
自
の
神
名
論
を
展
開
し
た
。「
意
味
表
示
の
モ

ド
ゥ
ス
」
は
、
ト
マ
ス
と
同
時
代
（
十
三
世
紀
後
半
以
降
）
に
発
達
を
遂
げ
た
様
態
理
論 

（m
odism

） 

の
核
を
成
す
概
念
で
あ
り（

78
）

、
ト

マ
ス
が
果
し
て
様
態
理
論
を
知
り
、
影
響
を
受
け
た
の
か
否
か
と
い
っ
た
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た（

79
）

。
様
態
論
者
は
、
文
法
学
の
原
理
・

対
象
は
「
意
味
表
示
の
様
態 

（m
odus

）」
で
あ
る
と
主
張
す
る（

80
）

。
音
声 

（vox

） 

は
「
意
味
表
示
の
ラ
チ
オ 

（ratio significandi

）」
を

も
つ
こ
と
で
「
語 

（dictio

）」
と
な
り
、「
意
味
表
示
の
様
態
」
を
も
つ
こ
と
で
「
品
詞 

（pars orationis

）」
に
な
る（

81
）

。
様
態
理
論
に

よ
れ
ば
、
各
品
詞
や
品
詞
の
属
性
（
態
・
性
・
数
・
時
な
ど
）
が
も
つ
意
味
表
示
の
様
態
は
あ
ら
ゆ
る
言
語
に
共
通
で
あ
る
。
各
品
詞

や
品
詞
の
属
性
が
普
遍
的
な
仕
方
で
固
有
の
意
味
表
示
の
様
態
を
も
つ
の
は
、
意
味
表
示
の
様
態
が
知
性
認
識
の
様
態 

（m
odus intel-

ligendi

） 

に
、
知
性
認
識
の
様
態
が
事
物
の
存
在
様
態 

（m
odus essendi

） 

に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る（

82
）

。
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ナ
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《
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ゥ
ス
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研
究
（
三
）

二
五

（
後
述
す
る
よ
う
に
）
様
態
論
者
と
同
様
、
ト
マ
ス
は
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
が
知
性
認
識
の
モ
ド
ゥ
ス
に
従
う
と
主
張
す
る
が
、

意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
と
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス 

（m
odus essendi

） 

と
の
違
い
を
強
調
す
る
。
し
か
し
、
文
法
学
者
の
考
察
の
対
象
が
意

味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
で
あ
る
と
明
言
し
て
お
り（

83
）

、
各
品
詞
や
品
詞
の
属
性
に
固
有
の
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
を
み
い
だ
す
様
態
論
者
に

似
た
発
言
も
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、「
神 
（deus

）」
と
「
神
性 

（deitas

）」
と
い
う
名
称
の
違
い
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

 

（
ⅰ
）「
神 

（deus
）」
は
「
神
性
を
有
す
る
者 

（habens deitatem

）」
を
意
味
表
示
す
る
が
、
そ
れ
〔
神
性
〕
を
意
味
表
示
す
る

仕
方 

（m
odus significandi

） 
は
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
神
」
は
実
体
的
に 

（substantive

） 

語
ら
れ
て
い
る
が
、「
神
性

を
有
す
る
者
」
は
形
容
詞
的
に 
（adjective

） 

語
ら
れ
て
い
る（

84
）

。

ト
マ
ス
は
具
象
名
詞
と
形
容
詞
に
由
来
す
る
抽
象
名
詞
と
の
意
味
表
示
機
能
の
違
い 

― 

そ
れ
は
普
通
名
詞
と
形
容
詞
の
意
味
表
示
機

能
の
違
い
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る 

― 

を
「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
の
違
い
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。「
実
体
的
に
語
る
」「
形

容
詞
的
に
語
る
」
と
い
う
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
の
相
違
は
、「
も
の
を
実
体
の
モ
ド
ゥ
ス
に
よ
っ
て 

（per m
odum

 substantiae

） 

意

味
表
示
す
る
」「
も
の
を
基
体
に
内
属
す
る
と
い
う
付
帯
性
の
モ
ド
ゥ
ス
に
よ
っ
て 

（per m
odum

 accidentis

） 

意
味
表
示
す
る
」
と

言
い
換
え
ら
れ
る（

85
）

。

ま
た
態
や
性（

86
）

に
よ
っ
て
も
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
が
異
な
る
と
い
う
見
解
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。

 

（
ⅱ
）
文
法
的
に
語
る
と
、
す
べ
て
の
能
動
は
受
動
に
変
換
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
文
法
学
者
は
は
た
ら
き 

（actio

） 

の
実
体

（substantia

） 

で
は
な
く
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
を
考
察
す
る
か
ら
で
あ
る（

87
）

。
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（
ⅲ
）“alius” 

と “aliud” 

は
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
に
そ
く
し
て
で
な
け
れ
ば
異
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、“alius” 

は
男
性
と

し
て 

（m
asculine

）、“aliud” 

は
中
性
と
し
て 

（neutraliter

） 

意
味
表
示
す
る
か
ら
で
あ
る（

88
）

。

し
か
し
、
各
品
詞
の
意
味
表
示
に
つ
い
て
ト
マ
ス
が
取
り
あ
げ
て
い
る
見
解
は
様
態
論
者
の
も
の
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
お
り
、

伝
統
的
な
文
法
学
（
プ
リ
ス
キ
ア
ヌ
ス
）
の
も
の
に
よ
り
近
い（

89
）

。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
に
、
ト
マ
ス
の
「
ラ
チ
オ
」
の
位
置
づ
け
は
様

態
論
者
の
も
の
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
様
態
理
論
に
お
い
て
、「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス 

（m
odus significandi

）」
は
「
意
味
表

示
の
ラ
チ
オ 

（ratio significandi

）」
と
明
確
に
区
別
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ト
マ
ス
は
「
語･

意
味
表
示
の
ラ
チ
オ（

90
）

」
と
「
意
味

表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
を
区
別
し
て
い
な
い
よ
う
に
す
ら
み
え
る
。
い
く
つ
か
の
テ
ク
ス
ト
で
、
ト
マ
ス
は
「
意
味
表
示
さ
れ
る
事
物

（res significata

） 

対
ラ
チ
オ
な
い
し･
及
び
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス 

（m
odus significandi

）」
と
い
う
構
図
の
下
に
、
名
称
の
意
味
表

示
を
説
明
し
て
い
る
。

 

（
ⅳ
）
神
に
関
す
る
事
柄
に
お
い
て
は
本
質 
（essentia

） 

は
主
体 

（suppositum

） 

と
実
在
的
に 

（realiter

） 

異
な
る
こ
と
は
な

く
、
た
だ
概
念
的
に
、
な
い
し
は
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
に
関
し
て
の
み 

（solum
 ratione sive quantum

 ad m
odum

 signifi-

candi

） 

異
な
る
。
と
い
う
の
も
主
体
は
（
父
・
子
・
聖
霊
の
よ
う
に
）
区
別
さ
れ
る
が
、
本
質
は
（
主
体
間
で
）
共
通
で
あ
る
か

ら
で
あ
る（

91
）

。

 

（
ⅴ
）（
ペ
ル
ソ
ナ
の
）
固
有
性
、
ペ
ル
ソ
ナ
、
本
質
は
実
在
的
に 
（secundum

 rem

） 

異
な
る
も
の
で
な
く
、
た
だ
概
念
的
に

だ
け
、
そ
し
て
異
な
る
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
に
し
た
が
っ
て 

（secundum
 rationem

 tantum
 et diversum

 m
odum

 signifi-

candi

）
異
な
る（

92
）

。
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（
ⅵ
）（
神
の
）
本
質
と
ペ
ル
ソ
ナ
は
事
物 

（res

） 

に
お
い
て
は
同
じ
で
あ
る
が
、
ラ
チ
オ
に
お
い
て
は
異
な
っ
て
い
る
。
と
い

う
の
も
、
一
方
の
も
の
（
本
質
）
は
他
方
の
も
の 

（
ペ
ル
ソ
ナ
） 

の
形
相
と
し
て 

（ut form
a alterius

） 

意
味
表
示
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
し
て
名
称
に
よ
る
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
を
考
察
す
る
文
法
家
に
は
こ
う
し
た
相
違
で
十
分
で
あ
る（

93
）

。

 

（
ⅶ
）（
ペ
ル
ソ
ナ
を
区
別
す
る
）
識
標
的
は
た
ら
き
（
生
む
、
生
ま
れ
る
こ
と
）
は
ペ
ル
ソ
ナ
の
関
係
（
父
、
子
）
と
単
に
意

味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
に
関
し
て
だ
け
異
な
っ
て
お
り
、
事
物
に
お
い
て
は
両
者
は
全
く
同
じ
で
あ
る 

（re sunt om
nino idem

（
94
）

）。

そ
し
て
、
ト
マ
ス
の
「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
の
用
法
は
、
様
態
論
者
の
そ
れ
と
比
べ
て
遙
か
に
幅
広
い
よ
う
に
み
え
る
。
全
著

作
中
一
カ
所
で
あ
る
が
、「
否
定
に
よ
る 
（per negationem

）」
も
「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
と
呼
ば
れ
て
い
る（

95
）

。
こ
の
他
に
も
、

品
詞
や
品
詞
の
属
性
に
言
及
す
る
こ
と
な
く
「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

 

（
ⅷ
）「
神
」
と
い
う
こ
の
名
称
は
神
性 

（divinitas

） 

を
意
味
表
示
す
る
が
、
そ
れ
は
主
体
に
お
い
て 

（in supposito

）、
具
体
的

な
仕
方
に
お
い
て 

（concrete

） 

で
あ
る
。「
神
性 
（deitas

）」 

と
い
う
こ
の
名
称
は
神
性 

（deitas

） 

を
抽
象
的
に 

（in abstracto

）、

絶
対
的
な
仕
方
で 

（absolute

） 

意
味
表
示
す
る
。
し
た
が
っ
て
、「
神
性
」
と
い
う
名
称
は
自
然
本
性
的
な
ち
か
ら
と
意
味
表
示

の
モ
ド
ゥ
ス
に
よ
っ
て 

（ex m
odo significandi

） 

ペ
ル
ソ
ナ
を
代
示
す
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
た
だ
本
性
の
み
を
代
示
す
る
。

そ
れ
に
対
し
て
「
神
」
と
い
う
名
称
は
、
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
に
よ
っ
て
自
然
本
性
的
に
或
る
ペ
ル
ソ
ナ
を
代
示
す
る
。
そ
れ

は
ち
ょ
う
ど
、「
人
間
」
と
い
う
名
称
が
人
間
性 

（hum
anitas

） 

の
主
体
を
代
示
す
る
の
と
同
様
で
あ
る（

96
）

。

前
掲
（
ⅰ
）
の
箇
所
と
同
じ
く
「
神
」
と
「
神
性
」
の
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
の
違
い
が
考
察
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
代
示
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（suppositio

）」
の
違
い
に
論
及
し
て
い
る
。「
代
示
」
と
は
、
簡
潔
に
言
う
と
、
名
称
が
そ
の
事
物
の
「
代
わ
り
と
な
っ
て
示
す
こ

と
」
で
あ
る（

97
）

。「
神
」
が
父
や
子
を
指
す 

―  「
神
（
父
）
は
生
む
」「
神
（
子
）
が
生
ま
れ
る
」
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
。
そ
れ
に
対

し
て
「
神
性
」
が
父
や
子
を
指
す 

―
「
神
性
が
生
む
」「
神
性
が
生
ま
れ
る
」
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

 

（
ⅸ
）
神
に
関
す
る
事
柄
に
お
い
て
は 

（in divinis

） 

実
在
的
に
は 

（realiter

） 

ペ
ル
ソ
ナ
と
本
性
は
同
一
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
同
一
性
ゆ
え
に
、
神
的
本
性 

（divina natura

） 

は
神
の
御
子 

（filius D
ei

） 

に
つ
い
て
述
語
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
意
味

表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
は
同
一
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
神
の
御
子
に
つ
い
て
は
、
神
的
本
性
に
つ
い
て
は
言
わ
れ
な
い
よ
う
な
何

ら
か
の
事
柄
が
言
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
我
々
は
「
神
の
御
子
が
生
ま
れ
た
」
と
言
う
が
、「
神
的
本
性
が
生
ま
れ
た
」

と
は
言
わ
な
い（

98
）

。

こ
の
箇
所
で
は
、「
生
ま
れ
た
」
と
い
う
述
語
づ
け
の
可
否
に
言
及
す
る
こ
と
で
、「
神
的
本
性
」
と
「
神
の
御
子
」
の
意
味
表
示
の
モ

ド
ゥ
ス
の
違
い
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

 

（
ⅹ
）
さ
ら
に
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
に
関
し
て
二
つ
の
言
葉
は
異
な
っ
て
い
る
。「
賜
物
・
贈
り
物 

（donum

）」
は
与
え
る
こ

と
へ
の
適
性 

（aptitudo

） 

を
含
意
し
て
い
る 

（im
portare

）。
そ
れ
に
対
し
て
「
与
え
ら
れ
た
も
の 

（datum

）」
は
現
実
に
与
え

た
こ
と
（datio in actu

） 

を
含
意
し
て
い
る（

99
）

。

 

「
与
え
ら
れ
た
も
の
」
は
完
了
分
詞
を
中
性
名
詞
化
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
は
品
詞
の
属
性
に
関
わ
る

も
の
と
し
て
解
釈
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、「
贈
り
物
」
が
も
つ
と
さ
れ
る
「
与
え
る
こ
と
へ
の
適
性
」
と
い
う
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
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二
九

ス
は
品
詞
の
属
性
と
は
無
関
係
に
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
ト
マ
ス
は
「
語
り
方 

（m
odus loquendi

）」「
代
示
の
仕
方 

（m
odus supponendi （

100
）

）」「
述
語
づ
け
の
仕
方 

（m
o-

dus praedicandi （
101
）

）」「
含
意 

（connotatio

）」
と
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て
も
「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ

て
い
る
よ
う
に
み
え
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
多
岐
に
わ
た
る
ト
マ
ス
の
「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
の
用
法
は
、
ト
マ
ス
の
「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
に
取
り
組
ん

だ
研
究
者
に
困
難
を
与
え
て
き
た（

102
）

。
ト
マ
ス
の
「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
の
源
泉
は
、（
主
と
し
て
一
二
世
紀
以
降
の
） 

文
法
学
・

論
理
学
・
神
学
に
わ
た
る
多
様
な
用
法
に
あ
っ
て（

103
）

、
そ
れ
ら
の
用
法
を
受
容
し
た
ト
マ
ス
は
確
た
る
信
念
を
も
っ
て
「
意
味
表
示
の
モ

ド
ゥ
ス
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
な
い
、
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
あ
る
い
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。「
行

為
の
モ
ド
ゥ
ス 

（m
odus agendi

）」
と
い
う
言
葉
が
「
叩
く
」「
歩
く
」
と
い
っ
た
よ
う
に
行
為
そ
の
も
の
を
指
す
場
合
と
、「
強

く 

（fortiter

）」「
ゆ
っ
く
り
と 

（lente
）」
と
い
っ
た
よ
う
に
特
定
の
行
為
に
伴
い
、
そ
の
行
為
を
さ
ら
に
限
定
す
る
「
仕
方
」
を
指

す
場
合
が
あ
る
よ
う
に（

104
）

、「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
も
「
ペ
ル
ソ
ナ
」「
神
」「
神
性
」
と
い
っ
た
言
葉
の
意
味
表
示
作
用
そ
の
も
の

を
指
す
場
合
と
こ
れ
ら
の
言
葉
の
意
味
表
示
作
用
に
伴
う
「
仕
方
」 

―
た
と
え
ば
主
体
と
し
て
意
味
表
示
す
る
の
か
、
主
体
の
形
相

的
側
面
と
し
て
意
味
表
示
す
る
の
か 

― 

を
指
す
場
合
が
あ
る
。

ト
マ
ス
の
「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
の
概
念
に
つ
い
て
精
確
な
理
解
を
得
る
に
は
、
ト
マ
ス
の
「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
の
用

例
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
ト
マ
ス
が
他
の
二
つ
の
モ
ド
ゥ
ス
、
つ
ま
り
「
知
性
認
識
の
モ
ド
ゥ
ス
」「
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス
」
と
「
意

味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
意
味
表
示
と
（
意
味
表
示
の

前
段
階
を
成
す
）
名
称
付
与
の
構
造
に
つ
い
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

ト
マ
ス
が
三
つ
の
モ
ド
ゥ
ス
（
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
、
知
性
認
識
の
モ
ド
ゥ
ス
、
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス
）
を
同
時
に
論
じ
る
こ
と
は

極
め
て
稀
で
あ
る
が
、『
形
而
上
学
註
解
』
に
あ
る
。
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（
ⅺ
）
音
声
の
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス 

（m
odus significandi

） 

は
事
物
の
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス 

（m
odus essendi

） 

に
直
接
随
伴

す
る
こ
と
は
な
い
が 

（non consequatur im
m

ediate m
odum

 essendi rerum

）、
知
性
認
識
の
モ
ド
ゥ
ス 

（m
ediante m

odo 

intelligendi

） 

を
介
し
て
随
伴
す
る
。
と
い
う
の
も
、『
命
題
論
』
第
一
巻
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
知
性
認
識 

（intellec-

tus
） 
は
事
物
の
類
似 

（sim
ilitudines rerum

） 

で
あ
り
、
音
声
は
知
性
認
識
の
類
似
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
付
帯
性
の
存
在
の
モ

ド
ゥ
ス
は
自
体
的
に
存
在
す
る
と
い
う 

（ut per se sint

） 

も
の
で
は
な
く
、
た
だ
内
在
す
る
と
い
う 

（ut insint

） 

も
の
だ
が
、

知
性
は
付
帯
性
を
そ
れ
自
体
で
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
知
性
は
本
性
に
お
い
て
結
合
し
て
い
る
も
の
を
分
割

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
付
帯
性
の
抽
象
名
詞
は
た
し
か
に
内
属
し
て
い
る
有
を
意
味
表
示
す
る
の
で
は
あ
る
が
、

そ
う
し
た
有
を
内
属
し
て
い
る
も
の
の
仕
方
で 

（per m
odum

 inhaerentium

） 

意
味
表
示
す
る
の
で
は
な
い（

105
）

。

ト
マ
ス
が
考
え
て
い
る
意
味
表
示
の
構
造
は
、（
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
命
題
論
』
冒
頭 

（16a3 -8

）
で

展
開
さ
れ
て
い
る
議
論
を
受
け
た
も
の
で
あ
る（

106
）

。
我
々
の
心
の
な
か
に
あ
る
概
念
は
個
々
の
事
物
か
ら
抽
象
さ
れ
た
事
物
の
類
似
で
あ

る
。
音
声
言
葉
は
、
心
の
概
念
を
介
し
て
事
物
を
意
味
表
示
す
る
。
し
た
が
っ
て
「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
は
知
性
認
識
の
モ
ド
ゥ
ス

に
従
う
」（107
）

。
事
物
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
な
仕
方
で
認
識
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
事
物
は
じ
っ
さ
い
に
存
在
す
る
の
と
は
異
な
る
仕
方

で
意
味
表
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
「
白
さ 

（albedo
）」
と
い
う
抽
象
名
詞
は
、
付
帯
的
な
性
質
で
あ
る
白
を
意
味
表
示
し

て
い
る
が
、
形
容
詞
「
白
い 

（album

）」
と
は
異
な
り
、
白
を
何
ら
か
の
も
の
に
内
属
し
て
い
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
実
体
（
た

と
え
ば
人
間
）
と
同
様
に
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
意
味
表
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
白
さ
」
が
、
白
を
基
体
か
ら
切
り
離

し
て
そ
れ
自
体
で
理
解
す
る
知
性
の
は
た
ら
き
に
従
っ
て
白
に
与
え
ら
れ
る
名
称
だ
か
ら
で
あ
る
。
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２
　
神
名
論
と
「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」　

ト
マ
ス
の
「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
の
用
法
が
多
岐
に
渡
る
と
は
言
っ
て
も
、
ト
マ
ス
の
著
作
の
な
か
で
「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ

ス
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
箇
所
の
大
半
は
、
神
の
名
称
に
関
わ
る
議
論
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ト
マ
ス
が
「
意
味
表
示

の
モ
ド
ゥ
ス
」
の
概
念
を
導
入
し
た
動
機
は
、
神
の
名
称
の
意
味
表
示
を
め
ぐ
る
問
題
に
有
効
な
説
明
を
与
え
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、
意
味
表
示
の
前
提
を
成
す
名
称
付
与
に
つ
い
て
の
ト
マ
ス
の
考
え
方
を
明
確
に
す
る
。
続
い
て
、
ト

マ
ス
の
神
名
論
に
お
い
て
「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
面
を
整
理
し
て
、
そ
の
用
法
を
考
察
す
る
。

2
―
1

　
名
称
付
与
の
構
造

ト
マ
ス
は
「
名
称
が
そ
れ
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
」
と
「
名
称
が
そ
れ
を
意
味
表
示
す
る
た
め
に
与
え
ら
れ
る
も
の
」
な
い
し
は

「
名
称
が
意
味
表
示
す
る
も
の
」
と
を
区
別
し
て
い
る
。

　

 

「（
も
の
）
を
意
味
表
示
す
る
た
め
に
名
称
が
そ
れ
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の 

（id a quo im
ponitur nom

en

）」
と
「
名
称
が
そ
れ

を
意
味
表
示
す
る
た
め
に
与
え
ら
れ
る
も
の 

（id ad quod significandum
 nom

en im
ponitur

）」
と
は
常
に
同
じ
わ
け
で
は
な

い
。
と
い
う
の
も
、
我
々
は
事
物
の
固
有
性 

（proprietates

） 

や
は
た
ら
き 

（operationes

） 

か
ら
事
物
の
実
体
を
知
る
よ
う
に
、

時
と
し
て
は
事
物
が
有
す
る
は
た
ら
き
や
固
有
性
か
ら
事
物
の
実
体
を
名
付
け
る 

（denom
inam

us

） 

か
ら
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
石
の
或
る
作
用 

（actio

） 

か
ら
、
つ
ま
り
石
が
足
を
傷
つ
け
る 
（laedit pedem

） 

こ
と
か
ら
、
石 

（lapis

） 

の
実
体
を
名
付
け

る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
石
」
と
い
う
名
称
が
石
に
与
え
ら
れ
る
の
は
こ
う
し
た
作
用
を
意
味
表
示
す
る
た
め
で
は
な
く
、
石
の

実
体
を
意
味
表
示
す
る
た
め
で
あ
る
。
た
だ
し
、
た
と
え
ば
熱
・
冷
・
白
等
々
の
よ
う
に
、
そ
の
も
の
が 

（secundum
 se

） 

我
々

に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
他
の
も
の
に
よ
っ
て
名
付
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
う
し
た
性
質
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
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「
名
称
が
意
味
表
示
す
る
も
の
（quod nom

en significat

）」
と
「
意
味
表
示
す
る
た
め
に
名
称
が
そ
れ
か
ら
与
え
ら
れ
る
と
こ

ろ
の
も
の
」
と
は
同
一
で
あ
る（

108
）

。

 

「
名
称
が
そ
れ
を
意
味
表
示
す
る
た
め
に
与
え
ら
れ
る
も
の
」「
名
称
が
意
味
表
示
す
る
も
の
」
つ
ま
り
名
称
の
対
象 

（
Ｘ
） 

は
「
名
称

が
そ
れ
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
」
つ
ま
り
名
称
の
起
源 

（
Ｙ
） 

と
同
じ
と
は
限
ら
な
い
、
と
ト
マ
ス
は
指
摘
す
る
。
両
者 

（
Ｘ
と
Ｙ
）

が
同
じ
な
の
は
、
可
感
的
性
質
そ
の
も
の
の
名
称
に
限
ら
れ
る
。「
石
」
の
例
で
も
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
多
く
の
場
合
、
事

物
の
名
称
の
起
源
は
固
有
性
や
は
た
ら
き
と
い
っ
た
事
物
の
付
帯
性
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
は
そ
れ
ら
の
事
物
の
本
質
や
実
体
形

相
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る（

109
）

。

ま
た
ト
マ
ス
は
「
名
称
が
そ
れ
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
」
と
「
名
称
が
そ
れ
に
与
え
ら
れ
る
も
の
」
と
を
区
別
し
て
い
る
。

あ
ら
ゆ
る
名
称
に
お
い
て
は
二
つ
の
も
の
が
考
察
さ
れ
う
る
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
名
称
の
性
質 

（qualitas 

nom
inis

） 

で
あ
る
「
名
称
が
そ
れ
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の 

（id a quo im
ponitur nom

en

）」
と
名
称
の
実
体 

（substantia nom
i-

nis

）
で
あ
る
「
名
称
が
そ
れ
に
与
え
ら
れ
る
も
の 
（id cui im

ponitur

）」
で
あ
る
。
そ
し
て
名
称
は
、
本
来
的
に
言
え
ば
、
そ

こ
か
ら
命
名
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
形
相
な
い
し
は
性
質
を
意
味
表
示
す
る
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
名
称
が
そ
れ
に
与
え

ら
れ
る
も
の
を
代
示
す
る
（supponere

） 

と
言
わ
れ
る（

110
）

。

上
掲
の
箇
所
と
異
な
り
、「
名
称
が
そ
れ
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
」
は
形
相
な
い
し
は
性
質
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
名
称
が
本
来
意
味
表

示
す
る
も
の
」
で
も
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る（

111
）

。
し
か
し
「
名
称
が
そ
れ
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
」
は
上
掲
の
箇
所
で
は
名
称
の
起

源 

（
語
源
） 

を
、
こ
の
箇
所
で
は
命
名 

（
名
称
付
与
） 

の
根
拠
を
指
し
て
い
る
と
考
え
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う（

112
）

。「
石
」
と
い
う
名
称
を
（
足
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を
打
つ
） 

そ
の
小
さ
く
て
堅
い
物
質
に
与
え
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
そ
れ
が
石
の
形
相
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ト
マ
ス

に
な
ら
っ
て
、
名
称
の
起
源
と
は
「
命
名
者
の
側
か
ら
み
た 

（ex parte im
ponentis nom

en

）」
命
名
の
原
因
で
あ
り
、
命
名
の
根
拠

と
は
「
命
名
さ
れ
る
事
物
の
側
か
ら
み
た 

（ex parte rei cui im
ponitur

）」
命
名
の
原
因
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
も
で
き
る（

113
）

。
ト
マ
ス

に
よ
れ
ば
命
名
の
根
拠
は
名
称
を
与
え
ら
れ
る
も
の 

（
Ｚ
） 

と
は
区
別
さ
れ
る
。
名
称
は
命
名
の
根
拠
を
意
味
表
示
し 

（significare

）、

名
称
を
与
え
ら
れ
る
も
の
を
代
示
す
る 

（supponere

）。

以
上
の
ト
マ
ス
の
説
明
か
ら
、
名
称
付
与
の
構
造
は
、「
Ｘ
を
意
味
表
示
す
る
た
め
に
、
Ｙ
に
基
づ
い
て
、
Ｚ
に
名
称
が
与
え
ら
れ

る
」
と
定
式
化
で
き
る
。
Ｙ
は
Ｘ
と
何
ら
か
の
関
係
を
も
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
ト
マ
ス
の
言
う
よ
う
に
、
Ｘ
と
Ｙ
は
同

じ
も
の
で
な
く
て
も
よ
く
、
じ
っ
さ
い
多
く
の
場
合
同
じ
で
は
な
い
。
Ｚ
は
Ｘ
を
も
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、

“lapis”

と
い
う
名
称
は
、
石
の
形
相
・
石
性
を
表
示
す
る
た
め
に
、（
石
が
原
因
で
生
じ
る
）
足
を
打
つ
こ
と
に
基
づ
い
て
、
石
の
形

相
を
も
つ
堅
く
て
小
さ
い
物
体
に
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
神
」
と
い
う
名
称
は
、
神
の
本
性
を
表
示
す
る
た
め
に
、
神
の

は
た
ら
き
と
結
果
に
基
づ
い
て
、
神
に
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る（

114
）

。

2
ー
2

　
神
名
論
に
お
け
る
「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
の
用
法

　（
1
）
被
造
物
と
神
に
共
通
に
用
い
ら
れ
る
名
称

「
善
」「
真
」「
知
恵
あ
る
」
の
よ
う
に
完
全
性
を
示
す
名
称
は
被
造
物
と
神
に
つ
い
て
ア
ナ
ロ
ギ
ア
的
に
述
語
づ
け
ら
れ
る
、
と
ト

マ
ス
は
主
張
す
る（

115
）

。
ア
ナ
ロ
ギ
ア
的
な
述
語
づ
け
は
、
純
粋
な
同
音
異
義 
（aequivocatio

） 

と
純
粋
な
一
義 

（univocatio

） 

の
中
間
の

様モ
ド
ゥ
ス態
を
と
る
。
こ
れ
ら
の
名
称
が
被
造
物
と
神
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
と
き
、
典
型
的
に
は
定
義
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
、
名

称
を
用
い
る
時
に
我
々
が
理
解
し
て
い
る
内
容
に
相
当
す
る
、
名
称
の
「
ラ
チ
オ 
（ratio

（
116
）

）」
は
全
く
同
じ
で
も
な
け
れ
ば
全
く
異
な

る
わ
け
で
も
な
い（

117
）

。
こ
う
し
た
名
称
に
お
い
て
は
、
意
味
表
示
さ
れ
る
事
柄
自
体
は
神
に
よ
り
先
に
当
て
は
ま
る
。
と
い
う
の
も
、
被
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造
物
を
遥
か
に
超
え
た
仕
方
で
神
は
善
き
も
の
、
真
な
る
も
の
、
知
恵
あ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
他
方
で
、
あ
ら
ゆ
る
名
称
の
意
味

表
示
の
モ
ド
ゥ
ス 

（m
odus significandi

） 

は
被
造
物
に
よ
り
先
に
当
て
は
ま
る（

118
）

。

こ
の
「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
の
用
法
は
、
ト
マ
ス
の
神
名
論
を
支
え
る
概
念
的
道
具
と
し
て
、
ト
マ
ス
の
数
あ
る
「
意
味
表
示

の
モ
ド
ゥ
ス
」
の
な
か
で
最
も
注
目
さ
れ
、
重
要
視
さ
れ
て
き
た
。
じ
っ
さ
い
、
ト
マ
ス
が
「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
の
特
質
を
最

も
明
確
に
語
っ
て
い
る
の
は
こ
の
場
面
で
あ
る
。
以
下
の
『
命
題
集
註
解
』
の
テ
ク
ス
ト
は
、「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
が
意
味
表

示
作
用
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
意
味
表
示
作
用
に
付
帯
す
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。
ト
マ
ス
に
お
い
て
、「
Ｘ 

（
た
と
え
ば
実
体
）

を
意
味
表
示
す
る
」
こ
と
と
Ｘ
を
「
Ｘ
と
い
う
仕
方
で 

（per m
odum

） 

意
味
表
示
す
る
」「
Ｘ
と
し
て 

（ut

） 

意
味
表
示
す
る
」
こ
と

は
区
別
さ
れ
て
お
り
、
Ｘ
を
意
味
表
示
す
る
仕
方
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
Ｘ
と
い
う
仕
方
で
」「
Ｘ
と
し
て
」
が
「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ

ス
」
な
の
で
あ
る（

119
）

。

我
々
が
神
に
名
称
を
与
え
る
の
は
被
造
物
に
よ
る 

（ex creaturis

） 

ほ
か
な
い
が
、
被
造
物
に
固
有
な
完
全
性
の
分
有
の
モ
ド
ゥ

ス
（secundum

 proprium
 m

odum
 participandi

） 

に
そ
く
し
た
、
被
造
物
に
固
有
な
完
全
性
に
よ
っ
て
常
に
神
に
名
称
を
与
え

る
わ
け
で
は
な
い
。
我
々
は
、
い
わ
ば
知
性
の
対
象
で
あ
る
と
こ
ろ
の
意
味
表
示
さ
れ
た
も
の
そ
の
も
の
に
お
い
て
、
特
定
の
意

味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス 

（aliquis m
odus significandi

） 
に
関
わ
る
こ
と
な
く
、
完
全
性
そ
の
も
の
を
切
り
離
し
て 

（ipsa perfectio 

abosolute

） 

そ
れ
に
名
称
を
与
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
知
性
は
可
感
的
な
事
物
か
ら
適
合
す
る
知
性
認
識
の
モ
ド
ゥ
ス
を
受
け
と

る
と
い
う
本
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
共
に
意
味
表
示
さ
れ
る
も
の 
（cosignificatum

） 

に
お
い
て
は
、
被
造
物
の
知
性
の
側
か

ら
被
造
物
の
モ
ド
ゥ
ス
が
常
に
受
け
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
が（

120
）

。

 

「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
は
、
意
味
表
示
対
象
で
あ
る
「
完
全
性
そ
の
も
の
」
と
共
に
意
味
表
示
さ
れ
る
も
の
、
つ
ま
り
付
帯
的
な
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三
五

意
味
表
示
内
容
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
は
「
知
性
認
識
の
モ
ド
ゥ
ス
」
に
由
来
し
て

お
り
、「
知
性
認
識
の
モ
ド
ゥ
ス
」
は
「
可
感
的
事
物 

（
被
造
物
） 

の
モ
ド
ゥ
ス
」
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
名
称

を
用
い
る
と
き
に
理
解
さ
れ
て
い
る
意
味
表
示
内
容
に
お
い
て
は
、
本
質
的
な
意
味
表
示
内
容
で
あ
る
事
柄
そ
れ
自
体
と
付
帯
的
な
意

味
表
示
内
容
で
あ
る
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
を
区
別
し
、
前
者
を
後
者
か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
ト
マ
ス
は
言
う
。
し
た

が
っ
て
前
者
の
み
に
名
称
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
が
神
の
名
称
な
の
で
あ
る
。「
知
恵
あ
る
者 

（sapiens

）」
と
い
う
名

称
を
例
に
と
る
と
、
こ
の
名
称
の
ラ
チ
オ 

（
定
義
） 

は
「
知
恵
を
も
つ
者
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
知
恵
あ
る
者
」
が
人
間
の
名
称

で
あ
る
場
合
、
こ
の
ラ
チ
オ
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
知
恵
を
も
つ
主
体
と
知
恵
と
は
別
物
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
知
恵
あ
る
者
が
「（
知
恵
と
い
う
）
付
帯
性
の
基
体
」
と
し
て
理
解
さ
れ
、
意
味
表
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
被
造
物
で
あ
る

人
間
の
場
合
に
は
、
知
恵
は
付
帯
性
と
し
て
あ
り
、
人
間
は
基
体
と
し
て
あ
る
の
だ
か
ら
、
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
は
事
物
の
存
在
の

モ
ド
ゥ
ス
と
一
致
し
て
い
る
、
つ
ま
り
事
物
は
言
葉
が
意
味
表
示
す
る
仕
方
で
存
在
し
て
い
る
。
同
じ
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
を
も
つ

限
り
、
そ
の
名
称
は
知
恵
そ
の
も
の
で
あ
る
神
に
は
適
合
し
な
い
。
複
合
性
を
も
た
な
い
神
に
は
、
実
体 

（
基
体
） 

と
付
帯
性
と
の
あ

い
だ
の
実
在
的
区
別
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
、
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
を
取
り
除
き
、
完
全
性
だ
け
を
意
味
表
示
す
る
よ
う
に
す
れ

ば
神
の
名
称
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど
も
、
人
間
の
言
語
は
人
間
の
言
語
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
を

も
た
ざ
る
を
え
な
い
。
人
間
や
徳
や
行
為
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
言
語
や
意
味
表
示
も
被
造
的
有
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
固
有
の
モ

ド
ゥ
ス
を
も
つ
。
モ
ド
ゥ
ス
な
き
言
語
や
意
味
表
示
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
人
間
に
で
き
る
の
は
、
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
に

否
定
を
加
え
た
う
え
で
、
完
全
性
を
意
味
表
示
す
る
も
の
と
し
て
そ
の
言
葉 

（「
知
恵
あ
る
者
」）
を
使
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
知

恵
と
知
恵
を
も
つ
も
の
と
が
実
在
的
に
区
別
さ
れ
な
い
も
の
と
し
て
知
恵
あ
る
者
を
意
味
表
示
す
る
の
が
、
神
の
名
称
と
し
て
の
「
知

恵
あ
る
者
」
で
あ
る
。
取
り
出
さ
れ
た
完
全
性
は
神
に
の
み
当
て
は
ま
る
。
そ
の
完
全
性
は
、
被
造
物
に
お
い
て
は
、
付
帯
性
・
基
体

の
区
別
を
も
つ
と
い
う
仕
方
で
し
か
当
て
は
ま
ら
な
い 

― 

じ
っ
さ
い
被
造
物
は
知
恵
が
あ
っ
た
り
な
か
っ
た
り
す
る
。
ト
マ
ス
は
、
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神
と
被
造
物
に
共
通
に
用
い
ら
れ
る
完
全
性
を
意
味
表
示
す
る
名
称
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
我
々
が
神
に
帰
す
る
諸
々
の
名
称
に
お
い
て
は
、
二
つ
の
も
の
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
は
意
味
表

示
さ
れ
て
い
る
完
全
性
そ
の
も
の
、
た
と
え
ば
善
性
・
生
命
等
々
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
で
あ
る
。
こ
の

種
の
名
称
の
意
味
表
示
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
名
称
は
本
来 

（proprie

） 

神
に
当
て
は
ま
り
、
被
造
物
自

身
よ
り
も
神
に
本
来 
（m

agis proprie

） 

そ
し
て
よ
り
先
な
る
仕
方
で 

（per prius

） 

語
ら
れ
る
。
だ
が
、
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス

に
関
し
て
は
、
神
に
つ
い
て
本
来
言
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
の
名
称
は
、
被
造
物
に
当
て
は
ま
る
意
味
表

示
の
モ
ド
ゥ
ス
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る（

121
）

。

そ
し
て
『
命
題
集
註
解
』
で
は
、
以
上
で
述
べ
ら
れ
た
よ
う
な
見
解
を
否
定
神
学
に
位
置
づ
け
て
い
る（

122
）

。「
肯
定
的
に
語
る
」
た
め

に
は
、
語
り
の
「
全
体
」
つ
ま
り
意
味
表
示
す
る
事
物
と
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
の
両
方
が
語
る
対
象
と
な
る
も
の
に
適
合
し
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
神
に
つ
い
て
の
語
り
に
お
い
て
は
、
両
方
と
も 

（
た
と
え
ば
神
を
「
獅
子
」
と
呼
ぶ
よ
う
な
場
合
）、

あ
る
い
は
少
な
く
と
も
一
方 

（
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
） 
が
適
合
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　（
2
）
神
に
つ
い
て
の
複
数
の
名
称

既
出
の
よ
う
に
、
ト
マ
ス
は
「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
を
用
い
て
、
神
に
つ
い
て
の
同
義
語
で
は
な
い
複
数
の
名
称
を
説
明
し
て

い
る
。
神
に
関
す
る
名
称
は
、
あ
ら
ゆ
る
複
合
性
を
欠
く
「
完
全
に
単
純
な
一
つ
の
も
の 

（unum
 om

nino sim
plex

）」
を
意
味
表
示

し
て
い
る
が
、
す
べ
て
が
同
義
語
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い（

123
）

。
同
義
語
で
は
な
い
神
の
名
称
は
、
異
な
る
ラ
チ
オ 

（ratio

） 

を
も
ち
、
異

な
る
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
を
も
つ
。
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神
に
関
す
る
名
称
に
お
い
て
は
、
異
な
る
概ラ

チ

オ念
を
介
し
て
意
味
表
示
さ
れ
る
事
柄
自
体
は
同
一
で
あ
る
。「
神
」「
神
性
」「
知
恵
あ

る
者
」「
善
」
等
々
、
す
べ
て
が
一
つ
の
単
純
な
神
そ
の
も
の
を
意
味
表
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
だ
け
が

異
な
る（

124
）

」
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
我
々
が
神
に
用
い
よ
う
と
す
る
名
称
の
概
念
の
大
部
分
が
被
造
物
の
制
約
を
も
つ

モ
ド
ゥ
ス
か
ら
成
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。「
知
恵
あ
る
者
」
の
概
念
か
ら
付
帯
性
と
基
体
と
い
う
在
り
方
を
取
り
除
い
た
と
し
て

も
、「
知
恵
」
は
「
生
命
」
と
は
異
な
る
と
い
う
被
造
物
の
在モ

ド

ゥ

ス

り
方
が
残
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
モ
ド
ゥ
ス
を
す
べ
て

取
り
除
い
て
い
っ
た
と
き
、
完
全
性
を
示
す
神
に
関
す
る
名
称
の
概
念
を
通
し
て
、
同
一
の
完
全
性
そ
の
も
の
が
把
握
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。

興
味
深
い
こ
と
に
、「
神
に
つ
い
て
の
名
称
は
す
べ
て
同
義
語 

（synonym
a

） 

で
あ
る
か
」
を
論
じ
た
問
題
で
は
、
ト
マ
ス
は
「
意

味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
を
用
い
た
説
明
を
行
っ
て
い
な
い（

125
）

。
同
義
語
は
「
同
じ
ラ
チ
オ
を
も
つ
語（

126
）

」
と
定
義
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
み
れ

ば
、「
モ
ド
ゥ
ス
」
の
不
在
は
当
然
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
が
、
主
要
に
は
、
神
に
関

す
る
複
数
の
名
称
の
意
味
表
示
の
違
い
を
説
明
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　（
3
）
神
に
最
適
な
名
称

ト
マ
ス
は
、（「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
第
三
章
一
四
節
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
）「
在
る
と
こ
ろ
の
者 

（Q
ui est

）」
と
い
う
神
の
名
称
を
、

意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
と
共
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
の
観
点
に
お
い
て
神
に
最
適
な
名
称
で
あ
る
、
と
論
じ
て
い
る（

127
）

。

先
ほ
ど
考
察
し
た
よ
う
に
、
完
全
性
を
示
す
名
称
で
あ
っ
て
も
、
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
に
は
被
造
物
の
モ
ド
ゥ
ス
が
含
ま
れ
て
い

る
。
じ
っ
さ
い
、「
在
る
者
」
以
外
の
名
称
は
す
べ
て
、「
特
定
の
在
り
方 
（determ

inatus m
odus essendi

）」
を
す
る
と
い
う
被
造

物
の
在モ

ド

ゥ

ス

り
方
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
神
は
、
限
定
を
も
た
な
い
「
普
遍
的
な
存
在
の
在
り
方 

（universalis m
odus essen-

di

）」
を
し
て
い
る（

128
）

。
し
た
が
っ
て
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
の
観
点
か
ら
は
、
特
定
の
在
り
方
を
示
さ
な
い
よ
う
な
名
称
こ
そ
が
神
の
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名
称
に
は
最
適
と
言
え
る
。
そ
れ
が
端
的
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
「
在
る
者
」
と
い
う
名
称
な
の
で
あ
る
。

ま
た
「
在
る
者
」
は
、「
在
る 

（est

）」
と
い
う
現
在
形
の
動
詞
に
よ
っ
て
現
在
性
を
共
意
味
表
示 

（
含
意
） 

し
て
い
る
。
神
は
、
こ

の
世
界
で
現
在
生
じ
て
い
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
過
去
に
生
じ
た
こ
と
、
未
来
に
生
じ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
す
べ
て
現
在
生
じ
て

い
る
こ
と
と
し
て
知
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
神
の
「
永
遠
の
現
在
」
を
含
意
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
こ
の
名
称
が
神
に
最
も
相

応
し
い
も
の
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
ト
マ
ス
の
用
例
の
検
討
か
ら
、「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
が
意
味
表
示
作
用
全
体
を
指
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
は
、
人
間
認
識
の
制
約
に
よ
っ
て
生
じ
る
付
帯
的
な
意
味
表
示
内
容
で
、
本
質
的 

（
主
要
） 

な
意

味
表
示
内
容
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
意
味
表
示
さ
れ
る
事
物
」
と
は
区
別
さ
れ
る
。「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
が
言
葉
の
「
意
味
」
に

相
当
す
る
「
ラ
チ
オ
」
と
置
換
可
能
に
も
み
え
る
発
言
を
ト
マ
ス
は
し
て
い
る
が（

129
）

、
両
者
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。

「
語
の
ラ
チ
オ
」
と
「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
の
関
係
を
理
解
す
る
に
は
、「
あ
ら
ゆ
る
有
が
モ
ド
ゥ
ス･

形
象
・
秩
序
を
も
つ
」

と
い
う
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス･

ト
マ
ス
の
主
張
を
思
い
起
こ
す
べ
き
で
あ
る（

130
）

。
意
味
表
示
と
い
う
は
た
ら
き
も
一
種
の
有
で
あ
る
以

上
、
モ
ド
ゥ
ス
以
外
に
形
象
と
秩
序
を
も
つ
は
ず
で
あ
る
。
意
味
表
示
の
形
象
＝
形
相
に
あ
た
る
の
は
、
我
々
が
語
を
通
し
て
理
解

し
、
表
現
し
よ
う
と
す
る
内
容
で
あ
る
「
ラ
チ
オ
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る（

131
）

。
そ
し
て
意
味
表
示
の
「
秩
序
」
に
あ
た
る
の
は
、
事レ

ス物

に
向
か
う
、
つ
ま
り
事
物
を
表
示
す
る
は
た
ら
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
語
の
ラ
チ
オ
と
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
、
事
物
を
表
示
す

る
は
た
ら
き
は
区
別
さ
れ
る
が
、
三
者
は
随
伴
関
係
に
あ
る（

132
）

。
意
味
表
示
は
知
性
認
識
に
従
う
の
で
、
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
は
ラ
チ

オ
に
従
う
。
つ
ま
り
、
同
じ
ラ
チ
オ
は
同
じ
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
を
、
異
な
る
ラ
チ
オ
は
異
な
る
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
を
伴
う
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。「
神
」
と “deus” 

は
同
じ
ラ
チ
オ
を
も
つ
同
義
語
で
あ
る
か
ら
、
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
も
同
じ
で
あ
る
。

二
つ
の
言
葉
は
い
ず
れ
も
神
の
本
質
を
、
そ
の
本
質
を
も
つ
主
体
と
共
に
意
味
表
示
す
る
。「
神
」
と
「
神
性
」
は
い
ず
れ
も
神
の
本
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質
を
意
味
表
示
す
る
が
、
ラ
チ
オ
は
異
な
る
。
じ
っ
さ
い
我
々
は
「
神
性
」
を
「
神
の
本
性 

（
本
質
）」、「
神
」
を
「
神
の
本
質
を
も

つ
も
の
」
と
定
義･

説
明
す
る
。
し
た
が
っ
て
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
も
異
な
り
、「
神
」
は
神
の
本
質
を
も
つ
主
体
と
共
に
、「
神
性
」

は
神
の
本
質
そ
の
も
の
を
取
り
出
し
た
か
た
ち
で
表
示
す
る
。「
知
恵
あ
る
者
」
が
神
と
被
造
物
の
名
称
と
し
て
ア
ナ
ロ
ギ
ア
的
に
用

い
ら
れ
る
と
き
、
類
似
性
を
も
ち
つ
つ
も
大
き
く
異
な
る
事
物 

（
知
の
卓
越
性
）

― 

神
の
知
恵
は
人
間
の
知
恵
を
遥
か
に
超
え

る 

― 

が
意
味
表
示
さ
れ
て
お
り
、
語
の
意
味 

（
ラ
チ
オ
） 

も
類
似
性
を
含
み
つ
つ
異
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
意
味
表
示
の
モ

ド
ゥ
ス
も
異
な
る
。「
知
恵
あ
る
者
」
は
知
恵
と
呼
ば
れ
る
知
の
卓
越
性
を
そ
の
主
体
と
共
に
意
味
表
示
す
る
が
、
被
造
物
の
場
合
に

は
、
そ
の
主
体
の
在
り
方
が
知
恵
そ
の
も
の
と
実
在
的
に
区
別
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
神
の
場
合
に
は
そ
う
で
は
な
い
も
の
と
し
て
意

味
表
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
　
結

ト
マ
ス
の
モ
ド
ゥ
ス
の
意
味
論
的
側
面
を
探
求
し
た
本
稿
で
は
、
ま
ず
範
カ
テ
ゴ
リ
ー
疇
が
も
つ
「
述
語
づ
け
の
モ
ド
ゥ
ス
」
と
「
存
在
の
モ

ド
ゥ
ス
」
と
の
関
係
を
、
続
い
て
範
疇
と
超
ト
ラ
ン
ス
ケ
ン
デ
ン
ス

範
疇
に
よ
っ
て
「
表
現
さ
れ
る
モ
ド
ゥ
ス
」
を
、
最
後
に
言
葉
が
も
つ
「
意
味
表
示
の

モ
ド
ゥ
ス
」
と
「
知
性
認
識
の
モ
ド
ゥ
ス
」「
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス
」
と
の
関
係
を
考
察
し
た
。

「
述
語
づ
け
の
モ
ド
ゥ
ス 

（m
odus praedicandi

）」
と
は
、
言
葉 

（
主
語
） 

と
言
葉 

（
述
語
） 

を
繋
辞
「
〜
で
あ
る
」
で
も
っ
て
結
び

つ
け
る
仕
方
の
こ
と
で
は
な
い
。
繋
辞
「
〜
で
あ
る
」
は
述
語
づ
け
ら
れ
て
い
る
名
詞 

（
た
と
え
ば
「
人
間
」） 

と
結
び
つ
き
、
一
つ
の

述
語 

（「
人
間
で
あ
る
」） 

を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
の
が
ト
マ
ス
の
理
解
で
あ
る（

133
）

。「
述
語
づ
け
」
と
は
、
主
語
が
表
示
す
る
事
物
を
述

語 

（
の
名
詞
） 

が
表
示
す
る
事
物
と
同
定
す
る
、
な
い
し
は
主
語
が
表
示
す
る
事
物 

（
基
体
） 

に
述
語 

（
の
名
詞
） 

が
表
示
す
る
事
物
を

帰
属
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
り（

134
）

、「
述
語
づ
け
の
モ
ド
ゥ
ス
」
と
は
、
そ
う
し
た
同
一
性
な
い
し
は
帰
属
関
係
と
い
う
観
点
に
お
け
る
事

物
の
「
存
在
の
在
り
方 

（m
odus essendi

）」
を
示
す
も
の
で
あ
る
。「
述
語
づ
け
の
モ
ド
ゥ
ス
」
が
示
す
「
存
在
の
在
り
方
」
は
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「
現
象
的
な
存
在
の
在
り
方
・
存
在
様
態 

（m
odus existendi

）」
で
は
な
い
。「
述
語
づ
け
る
こ
と 

（praedicare

）」
は
常
に
命
題
の
真

偽
に
関
わ
る
と
い
う
点
で
、
単
に
「
言
う
こ
と 

（dicere

）」
や
「
表
現
す
る
こ
と 

（exprim
ere

）」「
意
味
表
示
す
る
こ
と
（signifi-

care
）」
と
は
区
別
さ
れ
る
。「
述
語
づ
け
の
モ
ド
ゥ
ス
」
が
示
す
「
存
在
の
在
り
方
」
は
、
命
題
を
必
然
的
に
真
に
す
る
よ
う
な
、
事

物
の
必
然
的
な
在
り
方
、
つ
ま
り
本
性
に
基
づ
く
事
物
の
根
源
的
な
「
在
り
方
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
論
理
学
者
が
考
察
の
対
象

と
す
る
の
は
、
述
語
づ
け
の
モ
ド
ゥ
ス
と
述
語
づ
け
の
モ
ド
ゥ
ス
に
基
づ
い
て
理
解
さ
れ
る
事
物
の
本
性
で
あ
っ
て
事
物
の
実
在
性

（existentia rei

） 

で
は
な
い
、
と
ト
マ
ス
は
述
べ
て
い
る（

135
）

。

こ
れ
に
対
し
て
、「（
述
語
づ
け
ら
れ
た
も
の
の
）
カ
テ
ゴ
リ
ー 

（praedicam
entum

）」
の
名
称
が
「
表
現
す
る 

（exprim
ere

）」
の

は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
固
有
な
「
存
在
様
態 

（m
odus existendi

）」
で
あ
る
。
事
物
は
我
々
の
認
識
に
し
た
が
っ
て
名
付
け
ら
れ
る
。

人
間
は
、
可
感
的
事
物
の
現
象
的
な
在
り
方
を
抽
象
し
て
事
物
の
本
性
を
認
識
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
事

物
の
在
り
方
も
、
抽
象
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
事
物
の
現
象
的
な
在
り
方
の
延
長
上
に
あ
る
。「
知
性
に
よ
っ
て
把
握
す
る
仕モ
ド
ゥ
ス方
で

我
々
は
事
物
を
名
称
で
表
現
す
る
」（136
）

。
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
固
有
の
存
在
様
態
は
、
事
物
の
本
性
に
伴
う
根
源
的
な
在モ

ド

ゥ

ス

り
方
に
基
づ
き
、
何

ら
か
の
仕
方
で
そ
れ
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
も
、
根
源
的
な
在
り
方
そ
の
も
の
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
存

在
様
態
は
事
物
か
ら
失
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
じ
っ
さ
い
、「
他
の
も
の
の
う
ち
に
存
在
す
る
」
と
い
う
付
帯
性
の
存
在
様
態

は
、
聖
体
の
儀
式
の
場
面
で
は
パ
ン
の
付
帯
性
か
ら
失
わ
れ
る
。
時
と
し
て
失
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
表
現
す
る

存
在
様
態
は
、
我
々
に
そ
う
認
識
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
実
在
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
は
、
各
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
区
分

さ
れ
る
有
が
現
実
に
も
つ
様
態
と
い
う
意
味
で
「
有
の
モ
ド
ゥ
ス 

（m
odus entis

）」
で
あ
る
と
言
え
る
。

ト
マ
ス
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
ま
た
い
で
適
用
さ
れ
る
超
範
疇
（「
有
」「
一
」「
事
物
」「
或
る
も
の
」「
真
」「
善
」）
が
表
現
す
る
も

の
も
「
有
の
モ
ド
ゥ
ス
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
様
態
そ
の
も
の
は
有
の
う
ち
に
実
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、

「
事
物
」
と
呼
ば
れ
る
「
在
り
方
」
と
、「
或
る
も
の
」
と
呼
ば
れ
る
在
り
方
等
々
が
実
在
的
に
区
別
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
超
範
疇
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一

が
表
現
す
る
在
り
方
は
、
有
を
考
察
す
る
知
性
の
う
ち
で
の
み
成
立
し
て
い
る
在
り
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
在
り
方
は
、
有
に
根

源
的
な
在
り
方 

（m
odus essendi

） 

に
基
づ
い
て
知
性
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
在
り
方
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
考
察
の
対
象
と
な
っ

た
有
に
帰
さ
れ
る
。
じ
っ
さ
い
、「
一
」
と
い
う
名
称
が
示
す
不
可
分
性
や
、「
或
る
も
の
」
と
い
う
名
称
が
示
す
「
他
の
も
の
と
区
別

さ
れ
る
」
と
い
っ
た
在
り
方
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
に
根
源
的
に
備
わ
る
在
り
方
で
あ
る
。
事
物
に
根
源
的
な
在
り
方
は
、
そ
の
事
物
の

存
在
が
た
だ
一
つ
で
あ
る
よ
う
に
、
一
つ
し
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
超
範
疇
が
表
現
す
る
「
在
り
方
」
は
、
有
の
根
源
的
な
在
り
方

の
い
く
つ
か
の
側
ア
ス
ペ
ク
ト
面
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
「
有
の
モ
ド
ゥ
ス
」
と
言
え
る
。
ち
ょ
う
ど
同
じ
人
体
の
部
分
に
Ｘ
線
を
照
射
し
た
と
き

と
、
レ
ー
ザ
ー
光
線
を
照
射
し
た
と
き
で
は
得
ら
れ
る
画
像
が
異
な
る
よ
う
に
、
知
性
が
異
な
る
視
点
（
関
係
づ
け
）
か
ら
捉
え
た
有

の
根
源
的
な
在
り
方
は
異
な
る
。

述
語
づ
け
の
モ
ド
ゥ
ス
に
対
応
し
、
超
範
疇
・
範
疇
の
名
称
が
表
現
（
意
味
表
示
）
す
る
の
は
、
客
観
性
な
い
し
は
実
在
性
を
も
つ

「
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス 

（m
odus essendi

）」
な
い
し
は
「
存
在
様
態 

（m
odus existendi

）」
で
あ
る
。
ト
マ
ス
が
「
意
味
表
示
の
モ

ド
ゥ
ス 

（m
odus significandi

）」
と
呼
ぶ
も
の
は
、
こ
の
よ
う
に
現
実
の
事
物
の
在
り
方
と
一
致
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い（

137
）

。
な
ぜ

な
ら
、
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
は
、
直
接
に
は
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス
で
は
な
く
知
性
認
識
の
モ
ド
ゥ
ス
に
従
う
か
ら
で
あ
る
。「
意
味
表

示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
の
内
実
は
、
人
間
知
性
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
限
り
で
の
事
物
の
在
り
方
で
あ
る
。
知
性
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
事

物
の
在
り
方
は
、
現
実
の
事
物
の
在
り
方
と
異
な
り
う
る
。
じ
っ
さ
い
、
人
間
知
性
は
存
在
し
な
い
も
の
（
た
と
え
ば
空
想
上
の
動
物

で
あ
る
キ
マ
イ
ラ
）
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
存
在
し
て
い
る
も
の
を
現
実
に
存
在
し
て
い
る
在
り
方
と
は
別
の
仕

方
で
、
た
と
え
ば
白
さ
を
何
か
に
付
帯
し
て
い
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
で
存
在
し
て
い
る
も
の
と
し
て
認
識
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
あ
る
種
の
限モ
ド
ゥ
ス界
を
有
し
て
い
る
。

人
間
の
在モ

ド

ゥ

ス

り
方
は
、
人
間
の
認
識
の
仕モ
ド
ゥ
ス方
に
あ
る
種
の
限モ
ド
ゥ
ス界
を
与
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
「
受
け
と
ら
れ
る
も
の
（
認
識
対
象
）
は

す
べ
て
受
け
と
る
も
の
（
認
識
主
体
）
の
在モ

ド

ゥ

ス

り
方
に
し
た
が
っ
て
受
け
と
ら
れ
る（

138
）

」
か
ら
で
あ
る
。
魂
と
身
体
か
ら
成
る
人
間
に
固
有
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な
認
識
の
在モ

ド

ゥ

ス

り
方
と
は
、
感
覚
を
介
し
て
質
料
的
事
物
の
本
質
を
知
性
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
直
接
的
な 

（
否
定
を
介

さ
な
い
）
仕
方
で
は
可
感
的
な
事
物
の
在モ

ド

ゥ

ス

り
方
し
か
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
感
覚
的
事
物
の
在
り
方
で
あ
っ
て
す
ら
、
そ

の
全
貌
を
知
る
こ
と
は
な
い
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
人
間
の
認
識
の
限
界
は
、
人
間
の
認
識
の
在
り
方
に
基
づ
く
言
語
（
意
味
表
示
）

の
在モ

ド

ゥ

ス

り
方
に
限モ
ド
ゥ
ス界
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。「
我
々
が
そ
こ
か
ら
認
識
を
受
け
取
る
可
感
的
な
事
物
の
在モ

ド

ゥ

ス

り
方
に
そ
く
し
て
の
み
、

我
々
は
神
や
可
知
的
な
事
物
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
」（139
）

。
か
く
し
て
我
々
の
認
識
対
象
で
あ
る
可
感
的
事
物
の
在モ

ド

ゥ

ス

り
方
は
、

我
々
の
言
語
（
意
味
表
示
）
の
在モ

ド

ゥ

ス

り
方
を
限
定
す
る
。

し
か
し
存
在
そ
の
も
の
た
る
神
の
在
り
方
、
限
界
な
き
尺
度
と
し
て
の
モ
ド
ゥ
ス
は
、
存
在
を
分
有
す
る
被
造
物
の
在
り
方
、
尺
度

に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
た
モ
ド
ゥ
ス
と
完
全
に
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
尺
度
と
尺
度
に
よ
っ
て
計
ら
れ
る
も
の
は

あ
る
意
味
で
同
類
で
あ
る
か
ら
で
あ
る（

140
）

。
長
さ
を
も
つ
物
差
し
で
も
っ
て
測
ら
れ
る
の
は
長
さ
を
も
つ
も
の
に
限
ら
れ
る
。
神
は
被
造

物
を
遥
か
に
超
越
す
る
存
在
で
あ
る
が
、
被
造
物
は
神
に
何
ら
か
の
仕モ
ド
ゥ
ス方
で
似
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
被
造
物
の
在
り
方
に
基
づ
い

て
、
神
の
在
り
方
を
語
る
こ
と
を
可
能
に
す
る（

141
）

。
被
造
物
の
限モ
ド
ゥ
ス度
は
、
あ
ら
か
じ
め
神
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
節モ
ド
ゥ
ス度
と
い
う
完
全

性 

― 

神
の
尺モ
ド
ゥ
ス度
と
い
う
究
極
の
完
全
性
の
分
有 
― 
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
被
造
物
の
限モ
ド
ゥ
ス界
を
突
破
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

神
が
「
存
在
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
被
造
物
は
存
在
す
る
。
そ
し
て
神
が
「
モ
ド
ゥ
ス
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
被
造
物
で
あ
る
我
々
は

神
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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に
関
し
て
「
い
わ
ば
自
体
的
に
実
在
す
る
」
と
い
う
注
意
深
い
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。『
任
意
問
題
集
』
の
レ
オ
版
の
註

（p.99
）
は
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
主
張
と
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
る
。B

onaventura, In IV
 Sent., d. 12, P. 1, a. 1, q. 1, ad1&

2, p. 271: “accidens, 

quam
vis non sit in subiecto, non tam

en separatur a sua definitione, im
m

o ei convenit, quia aptum
 est esse in subiecto.”

 

（
21
）　In IV

 Sent., d. 12, a. 1, a. 1, ql. 1, ad1=
 n. 24.

 

（
22
）　L

iber de C
ausis, prop.1. 

 

（
23
）　In IV

 Sent., d. 12, a. 1, a. 1, ql. 1, c. =
 nn. 22 -23; Q

uodl. IX
, q. 3, a. 1, c., lin. 45 -51.

 

（
24
）　ST

 III, q. 76, a. 4, ad1.

 

（
25
）　『
命
題
集
註
解
』（In IV

 Sent., d. 12, a. 1, a. 1, ql. 1, ad2 =
 n.25

）
で
も
「
自
体
的
に
実
在
す
る
こ
と
（per se existere

）
は
実
体
の
定
義
で
は

な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、「
実
体
」
が
「
自
体
的
に
実
在
す
る
こ
と
を
意
味
表
示
す
る
限
り
で
（secundum

 quod significat existere per se

）」

神
に
適
合
す
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
（ST

 I, q. 29, a. 3, ad4

）。

 

（
26
）　
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、「
自
存
す
る
」
は
「
他
の
も
の
の
内
に
存
在
し
な
い
こ
と
」
を
含
意
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。SC

G
 I, c. 25, n. 236(b): “dicitur 

enim
 ens per se ex hoc quod non est in alio.” 

 

（
27
）　
周
藤
二
〇
二
二
、
第
三
節
参
照
。

 

（
28
）　「
存
在
様
態
（m

odus existendi

）」（cf. 

周
藤
二
〇
二
二
、 
第
六
節
）「
勇
気
の
様
態
（m

odus fortitudinis

）」「
行
為
の
様
態
（m

odus agendi

）」

（cf. 

周
藤
二
〇
二
三
、
第
三
・
四
節
）
等
で
のm

odus 

の
用
例
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

 

（
29
）　In IV

 Sent., d. 16, q. 3, ql. 2, ad4 =
 n. 157: “m

odus rei est in ipsa re consequens substantiam
 eius.” 

当
該
箇
所
で
ト
マ
ス
は
行
為
の
「
状

況
（circum
stantia

）」
を
吟
味
し
て
い
て
、「
仕
方
（m

odus

）」
が
状
況
の
一
つ
で
あ
る
と
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

 

（
30
）　D

e veritate, q. 21, a. 6, arg.5, lin. 26 -27: “m
odus est de consequentibus rem

.”

　
　

 

（
31
）　D

e veritate, q. 21, a. 6, ad5, lin. 183 -185. 

 

（
32
）　ST

 I, q. 45, a. 7, c.: “nam
 m

ensura refertur ad substantiam
 rei lim

itatam
 suis principiis, num

erus ad speciem
, pondus ad ordinem

. E
t 

ad haec etiam
 reducuntur alia tria quae ponit A

ugustinus, m
odus species et ordo.”

（
周
藤
二
〇
二
二
、
一
九
―
二
〇
頁
で
論
じ
て
い
る
テ
ク
ス
ト



哲
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研
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六
百
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号

四
八

で
あ
る
。）

 
（
33
）　
ト
マ
ス
が
付
帯
性
に
固
有
の
存
在
を
ど
の
程
度
認
め
て
い
る
か
に
つ
い
て
研
究
者
の
見
解
は
分
か
れ
て
い
る （Pasnau 2011, p. 184

や
芝
元
二
〇
二
一

を
参
照
）。 

芝
元
（
三
四
頁
、
註
24
）
が
言
及
し
て
い
るE

lders 1993, p. 257, n.11

やp. 258, n.12 

で
参
照
さ
れ
て
い
る
箇
所
（Q

uodl. IX
, q. 2, a. 2, 

lin. 63 -66; SC
G

 IV, c. 14, n. 3508

）
か
ら
は
、
付
帯
性
の
存
在
が
実
体
の
存
在
に
解
消
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
実
体
の
存
在
に
付
け
加
わ
る
存
在
で
あ
る

こ
と
が
読
み
と
ら
れ
る
。SC

G
 IV, c. 14, n. 3508: “Q

uia enim
 om

nia accidentia sunt form
ae quaedam

 substantiae superadditae, et a principiis 

substantiae causatae; oportet quod eorum
 esse sit superadditum

 supra esse substantiae, et ab ipso dependens;”

 

（
34
）　In V

II M
et. lect. 4, n. 1334.

 

（
35
）　Q

uodl. IX
, q. 3, a. 1, c. lin. 51 -61. 

 

（
36
）　Q

uodl. IX
, q. 3, a. 1, ad2, lin. 93 -95: “nec egreditur definitionem

 accidentis, quia adhuc natura eius rem
anet talis ut ei debeatur esse in 

alio.” 

 

（
37
）　
第
一
篇
（
周
藤
二
〇
二
二
、
三
〇
頁
）
で
取
り
あ
げ
たD

e potentia, q.7, a.7, c. 

で
は
、
同
じ
（
家
の
）
形
相
が
魂
の
内
と
外
で
は
異
な
る
存
在
様

態
（m

odus existendi

）
を
も
つ
た
め
に
（「
家
」
が
）
ア
ナ
ロ
ギ
ア
的
に
述
語
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
た
。
ト
マ
ス
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
に
関
す

る
古
典
的
研
究
と
し
て
はK

lubertanz 1960; M
cInerny 1961 &

 1996; M
ontagnes 1963

、
比
較
的
最
近
の
研
究
と
し
て
はPark 1999 

やL
onfat 2004

を
参
照
。
ア
ナ
ロ
ギ
ア
に
関
す
る
ト
マ
ス
の
基
本
的
な
テ
キ
ス
ト
と
問
題
を
考
察
し
た
邦
語
文
献
と
し
て
は
内
山
二
〇
一
五
、
二
〇
一
六
が
あ
る
。

 

（
38
）　In I Sent., d. 22, q. 1, a. 3, ad2. 

す
で
に
ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス･

マ
グ
ヌ
ス
の
著
作
の
な
か
に
、
一
義
的
な
も
の
は
差
異
に
よ
っ
て
、
ア
ナ
ロ
ギ
ア
的
な

も
の
は
モ
ド
ゥ
ス
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
、
と
の
示
唆
が
あ
る
。Super E

thica V
I, lect. 11, p. 468, lin. 39 -44: “alia est in divisio in species et alia 

in m
odos; divisio in species, quando dividitur genus per diversas differentias specificas, divisio autem

 in m
odos, quando sunt tantum

 diver-

sae rationes in participatione unius com
m

unius, sicut analogum
 dividitur”; cf. Super E

thica III, lect. 10, p. 190, lin. 70 -84. 

 

（
39
）　
カ
テ
ゴ
リ
ー
導
出
の
場
面
で
の“m

odus praedicandi”

と
い
う
タ
ー
ム
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
形
而
上
学
』
第
五
巻
七
章
（1017a23

）
で
十
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
言
及
す
る
際
に
用
い
て
い
る
「
述
語
（
づ
け
）
の
諸
形
態
（

/ figurae praedicationis

）」
と
い
う
表
現

に
依
拠
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
一
二
世
紀
の
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
註
解
な
ど
に
用
例
が
あ
り
、
ト
マ
ス
と
同
時
代
の
ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
マ
グ
ヌ
ス
（
註

42
参
照
）
や
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
（
註
48
参
照
）
も
用
い
て
い
る
。
一
二
世
紀
か
ら
一
三
世
紀
前
半
に
か
け
て
の “m

odus praedicandi” 

の
用
例
（
註
48

参
照
）
に
つ
い
て
はValente 2000, pp. 143 -145

が
詳
し
い
。
同
様
に
「
述
語
づ
け
の
モ
ド
ゥ
ス
」
と
訳
さ
れ
る
タ
ー
ム
に “m

odus praedicationis” 

が



ト
マ
ス･

ア
ク
ィ
ナ
ス
の
《
モ
ド
ゥ
ス
》
研
究
（
三
）

四
九

あ
る
が
、
ト
マ
ス
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
の
議
論
で
は
こ
の
タ
ー
ム
を
使
用
し
て
い
な
い
。
ト
マ
ス
は
主
と
し
て
「
自
体
的
・
付
帯
的
述
語
づ
け

（praedicatio per se / per accidens

）」
を
指
す
の
に “m

odus praedicationis” 

を
用
い
て
い
る
。
逆
に
「
自
体
的
・
付
帯
的
述
語
づ
け
」
に
つ
い
て

“m
odus praedicandi” 

を
用
い
て
い
る
例
は
僅
か
だ
が
存
在
す
る
。In I Post. A

naly., lect.10, n. 6, lin. 118 -119.

（
周
藤
二
〇
二
二
、
二
九
頁
で
言
及

し
て
い
る
箇
所
。）

 

（
40
）　In III P

hys., lect. 5, n. 322.

　

 

（
41
）　In V

 M
et., lect. 9, n. 890. 

 

（
42
）　
ト
マ
ス
の
十
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
導
出
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、B

os and van der H
elm

 1998, pp. 187 -189; W
ippel 2000, pp.208 -228; 

Sym
ington 2008; G

racia and N
ew

ton 2016, 
 4.3

が
あ
る
。
ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
マ
グ
ヌ
ス
の
十
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
導
出
の
議
論 

（D
e praedicam

entis, 

c.7

）
は
、
区
分
や
用
語
法
の
点
に
お
い
て
ト
マ
ス
の
も
の
と
似
た
点
も
あ
る
が
、
違
い
も
大
き
い
。
ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
は
「
述
語
づ
け
の
モ
ド
ゥ
ス
（m

o-

dus praedicandi

）」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
が
、「
存
在
の
モ
ド
ゥ
ス
」
と
い
う
言
葉
は
用
い
て
い
な
い
。

 

（
43
）　In V

II M
et, lect. 3, n. 1308 ; In V

II M
et., lect. 17, n. 1658. 

 

（
44
）　In V

 M
et., lect. 9, n. 891 -892; In III P

hys., lect. 5, n. 322. 

こ
の
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
内
容
は
重
な
る
部
分
も
多
い
が
異
な
る
部
分
も
あ
る
。
推

定
著
作
年
代
は
『
自
然
学
註
解
』
が
一
二
六
八
―
七
〇
年
、『
形
而
上
学
註
解
』
が
一
二
七
〇
―
七
三
年
で
あ
る
。

 

（
45
）　In V

 M
et., lect. 9, n. 890. 

 

（
46
）　cf. Sym

ington 2008, p. 130

は
、
十
通
り
の
「
述
語
づ
け
の
モ
ド
ゥ
ス
」
よ
り
も
、
む
し
ろ
三
通
り
の
「
自
体
的
述
語
づ
け
の
モ
ド
ゥ
ス
」
を
通
し

て
、
ト
マ
ス
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
確
立
し
て
い
る
と
の
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
。『
形
而
上
学
註
解
』
で
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
導
出
は
、「
自
体
的
有
」
の
区
別
と

し
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
ト
マ
ス
が
「
自
体
的
有
」「
付
帯
的
有
」
の
区
別
は
「
自
体
的
述
語
づ
け
」「
付
帯
的
述
語
づ
け
」
に
基
づ
い
て
考
察
さ
れ
る
と
述

べ
て
い
る
以
上
（In V

 M
et., lect. 9, n. 885

）、
カ
テ
ゴ
リ
ー
導
出
の
議
論
と
『
分
析
論
後
書
註
解
』（I, lect.10

）
で
の
「
自
体
的
述
語
づ
け
の
モ
ド
ゥ

ス
（m

odus dicendi per se

）」
の
議
論
を
関
連
づ
け
て
考
察
す
る
こ
と
は
正
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
発
言
に
沿
わ
ざ
る
を
え
な
い
註

解
と
い
う
制
約
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
り
、
両
者
の
関
連
づ
け
に
は
慎
重
さ
が
必
要
で
あ
る
。『
形
而
上
学
註
解
』
の
該
当
箇
所
に
お
け
る
「
自
体
的
有
」
の

意
味
に
つ
い
て
はM

cInerny 1986, pp. 190 -202

が
参
考
に
な
る
。

 

（
47
）　
ト
マ
ス
（In III P

hys., lect. 5, n. 322

）
に
よ
れ
ば
、
手
や
足
を
「
持
つ
」
と
言
う
が
、「
手
を
持
つ
」「
足
を
持
つ
」
は
「
所
持
」
に
分
類
さ
れ
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
手
や
足
は
人
間
（
動
物
）
に
自
然
本
性
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
、
人
間
（
動
物
）
に
内
在
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
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（
48
）　In I Sent., d. 8, q. 4, a. 3, c.; In I Sent., d. 22, q. 1, a. 3, ad2; D

e potentia, q. 8, a. 4, sed contra. 

ギ
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
ポ
レ
タ
ヌ
ス
の
ボ
エ

テ
ィ
ウ
ス
第
二
神
学
論
文
の
註
解
（E

xpositio in B
oecii L

ibrum
 Secundum

 D
e Trinitate, ed. N

. M
. H

äring, p.164, lin.25

）
や
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ

（B
reviloquium

 I, c. 4, t. 5, p. 212

）
が “m

odus significandi” 

を
用
い
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
神
に
関
す
る
述
語
づ
け
の
文
脈
で
あ
る
。
神
に
関
し
て

「
実
体
的
述
語
づ
け
」
と
「
関
係
的
述
語
づ
け
」
を
認
め
る
議
論
は
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
第
二
神
学
論
文
（U

trum
 Pater et F

ilius et Spiritus Sanctus de di-

vinitate substantialiter praedicentur

）
や
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
三
位
一
体
論
』
第
五
巻
六
章
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は 

“m
odus praedicandi” 

と
い
う
表
現
を
用
い
て
は
い
な
い
し
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は “praedicare” 

と
い
う
表
現
す
ら
用
い
て
い
な
い
。

 

（
49
）　In III Sent. d. 33, q. 1, a. 1, ad5. 

 

（
50
）　ST

 I, q. 28, esp. a.1 &
 a. 4, c.

 

（
51
）　D

e potentia, q. 8, a. 2, c: “O
portet ergo relationes secundum

 rem
 esse divinam

 substantiam
.”

 

（
52
）　
周
藤
二
〇
二
二
、
二
六
―
二
八
頁
を
参
照
。

 

（
53
）　In V

 M
et., lect. 9, n. 889. 

同
様
の
趣
旨
の
発
言
と
し
てD

e potentia, q. 7, a. 9, c. 

 

（
54
）　
各
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
固
有
の
存
在
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
間
の
還
元
可
能
性
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
はPasnau 2011, p. 231 -232, 

n.14 &
 n.15

を
参
照
。 

　

 

（
55
）　D

e potentia, q. 7, a. 9, c. 

同
様
の
主
張
が
さ
れ
て
い
る
箇
所
と
し
てD

e potentia, q. 9, a .5, ad2; ad14. 

中
世
に
お
け
る
「
関
係
」
論
の
概
観
と
し

て
はB

row
er 2018

を
、
中
世･

ト
マ
ス
の
「
関
係
」
概
念
の
基
本
的
研
究
と
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れH

enninger 1989

とK
rem

pel 1952

を
参
照
。

 

（
56
）　SC

G
 IV, c. 4, n. 3508 (a). 

同
様
の
表
現
が
見
ら
れ
る
箇
所
と
し
てIn I Sent., d. 26, q. 2, a. 2, ad2; In III Sent., d. 2, q. 2, a. 2, ql. 3, c., n. 

135. 

 

（
57
）　D

e veritate, q. 1, a. 5, ad15, lin. 413 -420. 

 

（
58
）　D

e potentia, q. 7, a. 9, c.: “Si autem
 relatio non esset in rebus extra anim

am
, non poneretur ad aliquid unum

 genus praedicam
enti.” 

さ

ら
に
、
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
「
関
係
ｘ
」（
例
え
ば
「
時
間
と
の
関
係
」
は
「
時
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る
）
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
実
体
的
性

質
（
例
え
ば
「
理
性
性
」）
が
付
帯
的
性
質
に
還
元
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
関
係
ｘ
は
関
係
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
還
元
さ
れ
な
い
（cf. Pasnau 2011, p. 231, 

n.14

）。

 

（
59
）　D

e veritate, q. 1, a. 5, ad15; D
e potentia, q. 7, a. 11, c.; ST

 I, q. 13, a. 7, c. 

そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ク
ス
ト
で
計
四
、
五
、
二
個
に
概
念
的
関
係
が
分
類



ト
マ
ス･

ア
ク
ィ
ナ
ス
の
《
モ
ド
ゥ
ス
》
研
究
（
三
）

五
一

さ
れ
て
い
る
。
推
定
著
作
年
代
は
『
真
理
論
』
が
一
二
五
六
―
五
九
年
、『
能
力
論
』
が
一
二
六
五
―
六
六
年
、『
神
学
大
全
』
は
一
二
六
八
年
で
あ
る
。

 
（
60
）　ST

 I, q. 13, a. 7, c. 

 

（
61
）　D

e potentia, q. 7, a. 11, c. 

 

（
62
）　
自
己
同
一
性
が
概
念
的
関
係
で
あ
る
こ
と
の
説
明
と
し
て
はIn V

 M
et., lect. 11, n. 912

も
参
考
に
な
る
。

 

（
63
）　「
一
」
を
は
じ
め
と
す
る
「
有
」
と
置
換
さ
れ
る
も
の
は
「
超
範
疇
（transcendens

）」
と
呼
ば
れ
る
（ST

 I, q. 30, a. 3, ad1; ST
 I, q. 39, a. 3, 

ad3

）。
超
範
疇
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
は
、
超
範
疇
を
中
世
哲
学
を
特
徴
づ
け
る
概
念
と
し
て
位
置
づ
け
るA

ertsen 1996, 2012

が
古
典
的
で
あ
る
。

概
観
と
し
て
は
山
内2012

やG
oris &

 A
ertsen 2019

が
参
照
さ
れ
う
る
。「
善
」
と
「
美
（pulchrum

）」
は
概
念
的
に
の
み
異
な
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る

（e.g. ST
 II -I, q. 27, a. 1, ad3

）
こ
と
か
ら
、「
美
」
も
超
範
疇
に
は
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
（cf. A

ertsen 1996, ch.8

）。

 

（
64
）　A

ertsen

は
ト
マ
ス
の
超
範
疇
の
説
明
を “m

odal explication” 

と
呼
ん
で
い
る
（A

ertsen 1996, p. 107; 2012, p. 217

）。「
モ
ド
ゥ
ス
」
の
導
入
を

含
め
て
、
ト
マ
ス
の
超
範
疇
の
議
論
に
は
ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス･

マ
グ
ヌ
ス
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
。
ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
超
範
疇
の
議
論
に
つ
い
て
は

A
ertsen 1996, ch.5 

を
参
照
。
ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
は
『
神
名
論
註
解
』
で
は
「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
（m

odus significandi

）」
を
、『
神
学
大
全
』
で

は
「
存
在
様
態
（m

odus existendi

）」
と
「
存
在
の
在
り
方
（m

odus essendi

）」
と
い
う
タ
ー
ム
を
用
い
て
い
る
。“bonum

 non addit rem
 aliquam

 

supra ens, sed addunt tantum
 m

odum
 significandi” (In div. nom

., c. 4, p. 116, lin. 7 -10); “unum
, verum

 et bonum
 non addunt super ens nisi 

m
odos quosdam

 existendi, qui vel consistunt in negatione vel in effectu consequente” (Sum
m

a theologiae, q. 28, sol., p. 214, lin. 6 -8); “m
odi 

enim
 illi essendi a nullo esse separabiles sunt” (ibid, p. 214, lin. 61 -62). 

 

（
65
）　D

e veritate, q. 1, a. 1, c., lin. 111 -123. 

 

（
66
）　cf.

「
善
の
異
な
る
段
階
（gradus

）
に
応
じ
て
モ
ド
ゥ
ス
・
形
象
・
秩
序
の
異
な
る
段
階
が
あ
る
（sunt

）」
と
い
う
表
現
（ST

 II -I, q. 85, a. 4, c.

）

と
対
照
さ
れ
う
る
。
周
藤
二
〇
二
二
、
一
七
頁
を
参
照
。

 

（
67
）　D

e veritate, q. 21, a. 1, lin. 130 -136. 

 

（
68
）　D

e veritate, q. 1, a. 1, c., lin. 123 -161. 

 

（
69
）　D

e veritate, q. 21, a. 1, c., lin. 151 -152: “addat aliquid super ens quod sit rationis tantum
.”

 

（
70
）　D

e veritate, q. 21, a. 1, c., lin. 161 -162. 

 

（
71
）　D

e veritate, q. 21, a. 6, c., lin. 107 -124. 

周
藤
二
〇
二
二
、
一
四
頁
参
照
。
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（
72
）　K

rem
pel 1952, p.75

が
超
範
疇
が
関
与
す
る
関
係
に
つ
い
て
、A

ertsen 2012, p. 217

が
超
範
疇
が
関
与
す
る
モ
ド
ゥ
ス
に
つ
い
て
同
様
の
解
釈
を

提
示
し
て
い
る
。

 

（
73
）　D

e veritate, q. 21, a. 1, c., lin. 157 -159.

 

（
74
）　cf. D

e potentia, q. 7, a. 11, ad3: “aliquis est idem
 sibi realiter et non solum

 secundum
 rationem

, licet relatio sit secundum
 rationem

 

tantum
, propter hoc quod relationis causa est realis, scilicet unitas substantiae quam

 intellectus sub relatione intelligit.” 

 

（
75
）　
つ
ま
り
、
超
範
疇
が
含
む
概
念
的
関
係
は
、『
能
力
論
』（D

e potentia, q. 7, a. 11, c.

）
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
概
念
的
関
係
の
二
番
目
の
タ
イ
プ
に
あ

た
る
（
本
稿
一
九
頁
参
照
）。

 

（
76
）　
ト
マ
ス
の
「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
を
論
じ
た
主
要
な
文
献
に
はM

cInerny 1961, pp. 57 -60 &
 1996, pp. 74 -78; B

uersm
eyer 1987; A

sh-

w
orth 1991; R

occa 1991; Park 1999, pp. 128 -170 &
 pp. 267 -308

が
あ
る
。

 

（
77
）　
こ
の
区
別
は
一
二
世
紀
の
ア
ラ
ン
・
ド
・
リ
ー
ル
や
ギ
ル
べ
ル
ト
ゥ
ス
・
ポ
レ
タ
ヌ
ス
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る (R

osier 1995, pp. 141 -146)

。

 

（
78
）　
様
態
理
論
に
つ
い
て
はP

inborg 1967; B
ursill-H

all 1971; R
osier 1983; M

arm
o 1994

、
と
く
にm

odus significandi

の
概
念
史
・
用
法
に
つ
い

て
はK

elly 1979; R
osier 1995; Valente 2000

を
参
照
。

 

（
79
）　M

anthey 1937, pp. 187 -199; P
inborg 1967, p. 69, n. 19; Park 1999, esp., pp. 140 -146; pp. 157 -159; pp. 424 -427.

 

（
80
）　M

artinus de D
acia, M

odi significandi, proem
ium

, ed. H
. R

oos, p. 3, lin. 4 -5; B
oethius D

acus, M
odi significandi, q. 10, c.; ad3 &

 ad4. 

ed. J. P
inborg &

 H
. R

oos, lin. 42 -43; 52 -53; 58 -59.

 

（
81
）　
各
品
詞
に
固
有
の
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
を
見
い
だ
す
考
え
方
は
、
十
二
世
紀
の
著
作
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。e.g., T

heodoricus C
hartrensis, 

C
om

m
entum

 super B
oethii librum

 D
e trinitate, IV, 6, ed. N

. M
. H

äring, p. 97, lin. 70 -71: “om
nia nom

ina una pars orationis sunt propter 

unum
 et eundem

 quem
 habent significandi m

odum
.” cf. Fredborg 1973, pp. 28 -32; Valente 2000, pp. 141 -142.

 

（
82
）　M

artinus de D
acia, M

odi significandi, c. 1, p. 4, lin. 3 -12; B
oethius D

acus, M
odi significandi, q. 17, c., lin. 67 -84 &

 q. 20, c., lin. 30 -52.

 

（
83
）　In I Sent., d. 9, q. 1, a. 2, c. ; In I Sent., d. 34, q. 1, a. 2, ad1; In IV

 Sent., d. 38, q. 2, a. 3, ql. 1, ad2. 

後
掲
（
ⅵ
）
の
テ
ク
ス
ト
を
参
照
。

 

（
84
）　ST

 I, q. 39, a. 3, ad1. 

 

（
85
）　ST

 I, q. 39, a. 3, c.

 

（
86
）　
様
態
論
者
は
こ
れ
ら
を
「
付
帯
的
な
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
に
分
類
す
る
。
ト
マ
ス
の
著
作
の
中
に
（
各
品
詞
に
固
有
な
）「
本
質
的
な
意
味
表
示



ト
マ
ス･

ア
ク
ィ
ナ
ス
の
《
モ
ド
ゥ
ス
》
研
究
（
三
）

五
三

の
モ
ド
ゥ
ス
」
と
（
品
詞
の
各
属
性
に
固
有
な
）「
付
帯
的
な
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
と
の
区
別
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
ト
マ
ス
が
様
態
理
論
を
知
ら

な
か
っ
た
証
拠
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
き
た
。cf. M

anthey 1937, p. 196; Park 1999, p. 146. 

 

（
87
）　In IV

 Sent., d. 38, q. 2, a. 3, ql. 1, ad2. 

 

（
88
）　In I Sent., d. 9, q. 1, a. 1, arg. 2.

（
異
論
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。）

 

（
89
）　ST

 I, q. 13, a. 1, arg. 3: “nom
ina significant substantiam

 cum
 qualitate; verba autem

 et participia significant cum
 tem

pore; pronom
ina 

autem
 cum

 dem
onstratione vel relatione.” Park 1999, p. 425

にm
odus

を
使
っ
た
ト
マ
ス
の
品
詞
の
説
明
と
ダ
キ
ア
の
マ
ル
テ
ィ
ヌ
ス
の
そ
れ
と
の

比
較
が
あ
る
。

 

（
90
）　「
意
味
表
示
の
ラ
チ
オ
」
の
用
例
は
多
く
は
な
い
（
全
著
作
中
九
例
）。

 

（
91
）　In I Sent., d. 5, q. 1, a. 1, c. 

同
様
に
「
ラ
チ
オ
な
い
し
は
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
に
よ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
箇
所
と
し
てIn

1 Sent., d. 8, q. 4, 

a. 1, ad2; In II Sent., d.1, q.1, a. 5, ad s.c. 9.

 

（
92
）　In I Sent., d. 33, q. 1, a. 4, c. 
同
様
に
「
ラ
チ
オ
及
び
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
に
よ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
箇
所
と
し
てIn I Sent., d. 27, q. 1, a. 

1, ad5; D
e potentia, q. 8, a. 3, c. 

 

（
93
）　In I Sent., d. 34, q. 1, a. 2, ad1.

 

（
94
）　ST

 I, q. 41, a. 1, ad2.

 

（
95
）　In I Sent., d. 34, q. 3, a. 2, c : “convenientissim

us m
odus significandi divina sit per negationem

.”

 

（
96
）　In Ioh. c. 1, lect. 1, II, n. 44. 

 

（
97
）　「
代
示
」
理
論
は
一
四
世
紀
に
発
達
を
み
る
が
、
一
二
世
紀
に
遡
る
概
要
に
つ
い
て
はD

utilh N
ovaes 2011

を
参
照
。「
代
示
」
は
「
指
示
（refer-

ence

）」
と
類
似
し
た
側
面
を
も
つ
が
相
違
も
あ
る
。 

 

（
98
）　ST

 III, q. 16, a. 5, ad1.

 

（
99
）　In I Sent., d. 18, q. 1, a. 2, c. Park 1999 

は
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
注
目
し
、
ト
マ
ス
のm

odus significandi 

の
用
法
は
文
法
学
の
伝
統
よ
り
も
論
理
学

の
伝
統
に
由
来
す
る
も
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
（p.158

）。
こ
う
し
た
主
張
を
展
開
す
る
に
あ
っ
て
、Park 

は
ヒ
ス
パ
ヌ
ス
の
『
論
理
学
綱
要
』
で
のm

o-

dus significandi 

の
用
例
と
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
は
類
似
性
は
そ
れ
ほ
ど
明
白
で
は
な
い
。

 

（
100
）　
僅
か
だ
が
用
例
が
存
在
す
る
。In I Sent., d. 5, q. 3, a. 1, expositio textus; In I Sent., d. 26, q. 1, a. 1, ad5. Schoot 1993

は
「
意
味
表
示
の
モ
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ド
ゥ
ス
」
の
一
種
と
し
て
「
代
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
ト
マ
ス
は
「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
に
よ
っ
て
代
示
が
決
ま
る
」（
同
様

の
箇
所
と
し
てST

 I, q. 39, a. 5, c.

）「
異
な
る
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
は
代
示
の
違
い
を
原
因
す
る
」（In I Sent., d. 33, q. 1, a. 4, sed contra

）
と
主

張
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
の
中
に
代
示
の
モ
ド
ゥ
ス
が
含
ま
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ

る
。Park 1999 

は
、
ト
マ
ス
が
「
意
味
表
示
」
と
「
代
示
」
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（pp. 354 -358

）。

 

（
101
）　
ト
マ
ス
自
身
の
用
法
と
し
て
は
「
述
語
づ
け
の
モ
ド
ゥ
ス
（m

odus praedicandi

）」
は
、
基
本
的
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
関
連
す
る
議
論
で
用
い
ら
れ
て

い
る
。
ト
マ
ス
は
「
述
語
づ
け
」
を
一
種
の
意
味
表
示
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
の
違
い
が
述
語
づ
け
の
違
い
の
原
因
と
な

る
の
で
、
後
者
を
も
っ
て
前
者
を
説
明
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。

 

（
102
）　Shoot 1993, p.46 sqq. 

は
ト
マ
ス
の
「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
の
用
法
は
少
な
く
と
も
二
十
四
に
整
理
で
き
る
と
し
て
い
る
が
、「
意
味
表
示
の

モ
ド
ゥ
ス
」
の
研
究
に
非
常
な
困
難
が
伴
う
こ
と
を
警
告
し
て
い
る
。

 

（
103
）　
と
り
わ
けValente 2000

が
参
考
に
な
る
。

 

（
104
）　
周
藤
二
〇
二
三
、
第
四
節
「
行
為
の
モ
ド
ゥ
ス
」
を
参
照
。

 

（
105
）　In V

II M
et., lect. 1, nn. 1253 -1254.

 

（
106
）　
ト
マ
ス
の
意
味
表
示
の
構
造
に
つ
い
て
の
分
析
と
し
て
はM

cInerny 1996, chapter
3

やO
’C

allaghan 2003, chapter
1

が
参
照
さ
れ
う
る
。

 

（
107
）　ST

 I, q. 45, a. 2, ad2; D
e potentia, q. 7, a. 2, ad7. 

 

（
108
）　ST

 I, q.13, a. 8, c. 

同
様
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る
箇
所
と
し
てIn I Sent, d. 23, q. 9, a. 2, ad1; In P

H
 I, lect. 4, lin. 139 -143. 

 

（
109
）　ST

 I, q. 77, a. 1, ad7; D
e potentia, q. 9, a. 2, ad5. 

周
藤
二
〇
二
三
、
註
100
の
文
献
も
参
照
。

 

（
110
）　In III Sent., d. 6, q. 1, a. 3, c., n. 55.

 

（
111
）　
同
様
に
命
名
が
形
相
に
由
来
す
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
箇
所
と
し
てIn II Sent, d. 9, a. 1, a. 4, c.

「
名
称
が
本
来
意
味
表
示
す
る
も
の
」
は
「
名
称

が
そ
れ
を
意
味
表
示
す
る
た
め
に
与
え
ら
れ
る
も
の
」「
名
称
が
意
味
表
示
す
る
も
の
」
と
同
じ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 

（
112
）　cf. 

周
藤
二
〇
二
三
、
第
二
節
7
「
徳
の
モ
ド
ゥ
ス
と
名
称
」
で
類
似
の
区
別
を
提
示
し
た
。

 

（
113
）　D

e veritate, q. 4, a. 1, ad8, lin. 331 -333. 

 

（
114
）　ST

 I, q. 13, a. 8, c. 

 

（
115
）　ST

 I, q. 13, a. 5, c.
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（
116
）　「
ラ
チ
オ
」
は
、
山
田
晶
が
「
エ
ッ
セ
」「
レ
ス
」
と
並
ん
で
研
究
を
す
す
め
よ
う
と
し
て
い
た
、
重
要
か
つ
難
解
な
タ
ー
ム
で
あ
る
（
山
田
一
九
六
一

参
照
）。
語
の
「
ラ
チ
オ
」
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
箇
所
が
と
く
に
重
要
で
あ
ろ
う
。ST

 I, q. 13, a. 4, c.: “R
atio enim

 quam
 significat nom

en est 

conceptio intellectus de re significata per nom
en”; In I Sent. d. 2, q. 1, a. 3, c. : “ratio …

 nihil aliud est quam
 id quod apprehendit intellec-

tus de significatione alicuius nom
inis. …

 ratio quam
 significat nom

en est definitio …
 N

ec tam
en hoc nom

en ratio significat ipsam
 concep-

tionem
, quia hoc significatur per nom

en rei, sed significat intentionem
 huius conceptionis”; cf. In I Sent., d. 33, q. 1, a. 1, ad3.

 

（
117
）　
本
稿
一
一
頁
の
「
ア
ナ
ロ
ギ
ア
」
の
解
説
を
参
照
。

 

（
118
）　In I Sent., d. 25, q. 1, a. 2, c.; ST

 I, q.13, a. 3, c.

（
註
121
引
用
の
テ
ク
ス
ト
）; ST

 I, q. 13, a. 6, c.

 

（
119
）　「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
を
も
ち
こ
ん
で
い
る
説
明
の
多
く
で
、
ト
マ
ス
はper m

odum
 

を
用
い
た
表
現
（
例
え
ばsignificat …

 per m
odum

 ac-

tus

）、ut

を
用
い
た
表
現
（
例
え
ばut suppositum

, ut form
a

）、
あ
る
い
は
副
詞
的
表
現
（
例
え
ばadjective

やsubstantive

）
を
し
て
い
る
。

 

（
120
）　In I Sent., d. 22, q. 1, a. 2, ad2. 

 

（
121
）　ST

 I, q.13, a. 3, c. 

意
味
表
示
対
象
と
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
と
の
区
別
及
び
意
味
表
示
対
象
に
お
け
る
神
の
先
行
性
と
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
の
欠

陥
に
つ
い
て
は
、
ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス･

マ
グ
ヌ
ス
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。ST

 I, tract. 14, q. 58, c.

（B
 31: p. 583

）
及
び In div. 

nom
., c. 1, p. 2, lin. 27 -36. 

ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
神
名
論
に
つ
い
て
はR

uello 1963, pp.43 -129

が
参
照
さ
れ
う
る
。

 

（
122
）　In I Sent., d. 22, q. 1, a. 2, ad1. 

偽
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
の
発
言
を
支
持
す
る
文
脈
で
あ
る
。

 

（
123
）　ST

 I, q. 13, a. 4, c. 

 

（
124
）　In I Sent., d. 4, q. 2, a. 2, ad3. 

 

（
125
）　ST

 I, q. 13, a. 4, c.; SC
G

 I, c. 35; D
e potentia, q. 7, a. 6; C

om
p. theol., c. 25.

 

（
126
）　ST

 I, q. 13, a. 10, c.: “univocorum
 est om

nino eadem
 ratio”; cf. A

ristoteles, C
ategoriae (trs. B

oethius), 1a6 -7: “U
nivoca dicuntur quo-

rum
 nom

en com
m

une est, et secundum
 nom

en eadem
 ratio substantiae”

（synonym
a

は
ギ
リ
シ
ア
語 

を
音
価
表
記
し
た
も
の
、

univoca

は
ラ
テ
ン
語
訳
で
あ
る
）。

 

（
127
）　ST

 I, q. 13, a. 11, c. 

 

（
128
）　D

e substantiis separatis, c. 8, lin.199 -204. 

周
藤
二
〇
二
二
、
二
二
―
二
三
頁
参
照
。

 

（
129
）　
本
稿
二
六
―
二
七
頁
参
照
。



哲
学
研
究

　
第
六
百
十
一
号

五
六

 
（
130
）　「
ラ
チ
オ
」
と
「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
の
関
係
に
つ
い
て
はK

elly 1995, pp. X
V

II -X
V

III

に
考
察
が
あ
る
。
ま
たM

ontagnes 1963, pp. 99 -

100

は
「
ラ
チ
オ
」
と
「
モ
ド
ゥ
ス
」
の
関
係
に
つ
い
て
幾
つ
か
の
見
解
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
で
「
モ
ド
ゥ
ス･

形
象
・
秩
序
」
の

三
つ
組
に
論
及
し
た
も
の
は
皆
無
で
あ
る
。

 

（
131
）　
ト
マ
ス
と
同
時
代
の
様
態
論
者
で
あ
る
マ
ル
ベ
の
ミ
シ
ェ
ル
は
次
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
。M

ichael de M
arbasio, Sum

m
a de m

odis signifi-

candi, ed. L
. G

. K
elly, from

m
ann-holzboog, 1995, p. 9, lin. 49 -50: “ratio significandi data ipsi voci <

ad designandam
 rem

>
 ab intellectu m

e-

diante ratione intelligendi est form
a ipsius dictionis.”

 

（
132
）　cf. M

cInerny 1996, p. 99: “E
ach ratio involves both the res significata and a w

ay of signifying it”; p.129: “every ratio is com
posed of a 

m
ode and the res significata.”

 

（
133
）　In P

H
 II, lect. 2, lin. 50 -51.

 

（
134
）　cf. In P

H
 II, lect. 2, lin. 45 -46: “ut attribuat ei [i.e., Socrati] albedinem

 m
ediante hoc verbo ‘est’.”

 

（
135
）　In V

II M
et., lect. 17, n. 1658.

 

（
136
）　SC

G
 I, c. 30, n. 277: “N

am
 nom

ine res exprim
im

us eo m
odo quo intellectu concipim

us.”

 

（
137
）　
範
疇
・
超
範
疇
の
名
称
に
関
し
て
ト
マ
ス
が
「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
は
な
い
が 

― 

ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス･

マ
グ
ヌ
ス
は

超
範
疇
に
つ
い
て
使
っ
て
い
る
（
本
稿
の
註
64
参
照
）

― 
、
そ
れ
ら
の
名
称
の
「
意
味
表
示
の
モ
ド
ゥ
ス
」
は
「（
そ
れ
ら
の
名
称
に
よ
っ
て
）
表
現
さ

れ
た
モ
ド
ゥ
ス
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
「
存
在･

有
の
モ
ド
ゥ
ス
」
と
一
致
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

 

（
138
）　
こ
の
テ
ー
ゼ
に
つ
い
て
は
、
周
藤
二
〇
二
二
、
二
三
―
二
五
頁
参
照
。

 

（
139
）　ST

 I, q. 41, a. 1, ad2. ST
 I, q. 13, a. 1, ad2

やD
e potentia, q. 2, a. 1, c. 

に
も
同
様
の
発
言
が
あ
る
。

 

（
140
）　ST

 II -I, q. 96, a. 2, c.; cf. A
ristoteles, M

etaphysica X
, c. 1, 1053a24 -30.

 

（
141
）　cf. ST
 I, q. 6, a. 4, c.: “A

 prim
o igitur per suam

 essentiam
 ente et bono, unum

quodque potest dici bonum
 et ens, inquantum

 participat 

ipsum
 per m

odum
 cuiusdam

 assim
ilationis, licet rem

ote et deficienter”; D
e potentia, q. 7, a. 5, c.  

＊
本
研
究
はJSP

S

科
研
費JP

20K
00005

及
びJP

23K
00030

の
助
成
を
受
け
た
。
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学
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As the third and final part of my study on “modes” (modi) in Thomas 
Aquinas, this article explores semantic aspects of “modes”.

First, we examine the modes of categories. On the one hand, Aquinas seems 
to attribute a mode unique to each category. In other words, each category has 
its own mode of being distinguished from those of the other genera of beings. 
In his discussions of the Eucharist, however, Aquinas holds that the 
appearances (species) of the bread, which are accidents, lose their modes of 
being as accidents because they now stay without their subject, i.e., the bread, 
which is transformed into the body of Christ. We consider how these two 
positions are compatible in Aquinas’s metaphysical framework. With reference 
to the ten categories of being, Aquinas also claims that the modes of predication 
correspond to the modes of beings. We attempt to understand Aquinas’s 
intention in this statement. Among the categories, the category of relation has 
the weakest being, and some relations, such as self-identity, do not exist outside 
the mind. These relations have modes based on reality but are mental in 
themselves.

Second, we consider the modes of “transcendentals” (transcendentia), i.e., 
words applied to all the categories such as “being” (ens), “one” (unum), “a 
thing” (res), “true” (verum), and “good” (bonum). According to Aquinas, these 

THE OUTLINES OF THE MAIN
ARTICLES IN THIS ISSUE

Modes (modi) in Thomas Aquinas (Part III)
Semantic Aspects of Modes

by

Taki SUTO

Professor of Medieval Philosophy 
Graduate School of Letters

Kyoto University



2

terms express “general modes of being” while the ten categories express 
“specific modes of being.” We conclude that the general modes of being exist 
solely in the mind, whereas the specific modes of being are modes of existing 
(modi existendi) outside the mind. Nonetheless, the general modes of being are 
attributed to things outside the mind because they constitute objective aspects 
of beings.

Third, we analyse Aquinas’s various uses of “mode of signifying” (modus 
significandi) in order to understand what it is. This term is specifically 
employed in his theory of divine names, incorporated into his claim that “things 
signified” (res significata) by names of perfection (such as “wise” and “good”) 
are prior in God to creatures while the “modes of signifying” of these names 
are in creatures prior to God. Modes of signifying do not always follow “modes 
of being” (modus essendi), since our “modes of understanding” (modus 
intelligendi) mediate them. That is to say, we name and express things as we 
understand.

From the consideration of “modes of signifying,” it is clear that “modes” are 
parts of our limitation or the imperfection of creatures. Our finite “modes,” 
however, precisely open the way to talk about God, so far as these modes are 
participations of the perfect mode of the Divine Being.   We can exist because 
God exists, and we can speak about God because God is a mode.
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