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ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
存
在
論
と
西
洋
中
世

山
内
志
朗

　

※
本
稿
は
、
２
０
１
７
年
２
月
21
日
、
東
洋
哲
学
研
究
所
の
研
究

員
・
委
嘱
研
究
員
を
対
象
に
行
わ
れ
た
「
イ
ス
ラ
ー
ム
・
レ
ク

チ
ャ
ー
」
の
内
容
に
加
筆
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。

イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
と
西
洋
中
世
哲
学

　

た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
『
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学

と
キ
リ
ス
ト
教
中
世
』（
二
〇
一
一
・
二
〇
一
二
年
、
岩
波
書
店
）
は
、

竹
下
政
孝
さ
ん
（
元
東
京
大
学
教
授
）
と
編
集
し
た
三
巻
本
に
な

り
ま
す
。
実
は
、
こ
の
企
画
は
七
、
八
年
間
塩
漬
け
の
ま
ま
に

し
て
お
り
ま
し
た
。
企
画
は
し
た
も
の
の
、
発
刊
ま
で
は
と
う

て
い
無
理
な
状
況
で
し
た
。
そ
れ
で
も
、
熱
心
な
編
集
者
に
説

得
さ
れ
、
竹
下
さ
ん
と
も
十
回
以
上
対
談
を
し
て
、
よ
う
や
く

ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
た
だ
、
こ
れ
は
集
大
成
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
入
口
で
す
。「
イ
ス
ラ
ー
ム
と
西
洋
中
世
哲
学
」

を
結
び
つ
け
て
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
「
解
明
す
べ
き
こ
と
は

何
な
の
か
」
を
示
す
目
的
で
、
若
い
研
究
者
に
も
協
力
し
て
も

イ
ス
ラ
ー
ム
・
レ
ク
チ
ャ
ー
よ
り
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ら
っ
て
作
り
上
げ
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
未
完
成
の
ま
ま
の
と

こ
ろ
も
多
々
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
私
の
旧
著
で
あ
る
『
普
遍
論
争
│
近
代
の
源
流
と
し

て
の
』（
一
九
九
二
年
、
哲
学
書
房
。
二
〇
〇
八
年
、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ

リ
ー
）
も
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
ち
ら
は
、
私
が
三
十
代

の
と
き
に
、
哲
学
書
房
の
社
主
・
中
野
幹
隆
さ
ん
か
ら
「
中
世

哲
学
の
入
門
書
を
書
い
て
ほ
し
い
」
と
言
わ
れ
た
の
が
き
っ
か

け
で
書
き
ま
し
た
。
当
時
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
や
ガ
タ
リ
が
日
本

で
も
紹
介
さ
れ
て
流
行
っ
て
い
た
こ
ろ
で
し
た
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ

の
『
差
異
と
反
復
』
で
は
、
初
め
の
ほ
う
で
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ

ト
ゥ
ス
（D

uns Scotus, 1265 /66 -1308

）
の
「
存
在
の
一
義
性
」
が

話
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、「
存
在
の
一
義
性
」
に
つ

い
て
理
解
す
る
の
は
大
変
に
難
し
い
。
そ
こ
で
、「
早
わ
か
り
の

本
を
書
い
て
ほ
し
い
」
と
中
野
幹
隆
さ
ん
か
ら
言
わ
れ
た
わ
け

で
す
。
私
は
「
中
世
哲
学
の
専
門
家
で
も
な
い
人
間
が
書
け
る

わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
言
っ
て
い
っ
た
ん
は
断
り
ま
し
た
が
、

「
そ
う
い
う
本
が
あ
れ
ば
、
自
分
で
も
読
み
た
い
な
」
と
心
が
動

き
ま
し
て
、あ
る
意
味
で
暴
挙
で
し
た
が
、
何
と
か
『
普
遍
論
争
』

を
書
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

当
時
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
が
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た

が
、
そ
の
場
合
の
「
モ
ダ
ン
」
と
は
何
な
の
か
。「
近
代
」
と
は

何
か
。
そ
れ
を
知
る
に
は
、
近
代
・
近
世
哲
学
の
源
流
と
し
て

の
中
世
哲
学
を
学
ぶ
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
私
は
、

お
お
ま
か
に
で
も
中
世
哲
学
全
体
の
見
通
し
を
得
た
い
、
と
い

う
気
持
ち
で
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
ど
う
い
う
わ
け
か
世
界
的

に
も
中
世
哲
学
へ
の
注
目
が
高
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

中
世
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
に
対
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
影
響
の
大

き
さ
を
考
え
る
と
、
イ
ス
ラ
ー
ム
も
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
日
本
の
中
世
哲
学
界
で
も
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
者
が
、
四
、

五
人
は
増
え
た
よ
う
で
す
が
、
や
は
り
皆
さ
ん
大
変
賢
明
な
判

断
を
さ
れ
、そ
こ
に
「
手
を
出
さ
れ
ま
せ
ん
」（
笑
い
）。
ト
マ
ス
・

ア
ク
ィ
ナ
ス
（Thom

as A
quinas, ca.1225 -1274

）
だ
け
で
な
く
、

オ
ッ
カ
ム
（W

illliam
 of O

ckham
, ca.1287 -1347

）
や
他
の
哲
学
者

に
手
を
出
し
、
あ
ま
つ
さ
え
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
に
手
を
出
せ
ば
、

人
生
幾
ら
あ
っ
て
も
足
り
ま
せ
ん
。
取
り
組
む
人
は
少
し
ず
つ

増
え
て
は
い
ま
す
が
、
日
本
の
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
は
ま
だ
ま
だ

こ
れ
か
ら
な
の
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

私
も
『
普
遍
論
争
』
を
書
い
た
こ
ろ
は
、
ア
ラ
ビ
ア
語
ま
で
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習
得
し
よ
う
な
ど
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
き
っ

か
け
に
な
っ
た
の
が
、
井
筒
俊
彦
先
生
の
本
で
し
た
。
私
が
、

ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
の
「
存
在
の
一
義
性
」
や
「
個
体
化

の
原
理
」
や
「
こ
の
も
の
性
」
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
読
ん
で
い

た
と
き
、
井
筒
先
生
が
『
意
識
と
本
質
』
の
な
か
で
、「
ス
コ
ト

ゥ
ス
の
こ
の
も
の
性
の
源
流
は
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
（Ibn Sī nā , 980 -

1037

）
の
フ
ウ
ィ
ー
ヤ
（huw

ī yah

／
個
体
的
本
質
、
そ
れ
性
）
で
あ

る
」
と
書
い
て
い
る
の
を
知
り
ま
し
た
。
当
時
、
西
洋
中
世
の

研
究
書
に
は
、
そ
れ
を
指
摘
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
私
は
、
井
筒
先
生
か
ら
大
事
な
こ
と
を
教
わ
っ
た
と
思

い
、
こ
の
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
四
十
歳
で
ア
ラ
ビ
ア
語
を
学

び
始
め
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
ア
ラ
ビ
ア
語
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
あ
る
ア
ブ

ジ
ャ
デ
ィ
ー
ヤ
が
な
か
な
か
頭
に
入
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
本

の
平
仮
名
に
比
べ
れ
ば
ず
っ
と
簡
単
な
は
ず
で
す
が
、
い
く
ら

見
て
も
ミ
ミ
ズ
が
這
っ
た
模
様
に
し
か
見
え
ま
せ
ん
（
笑
い
）。

辞
書
を
引
い
て
も
、
気
を
抜
く
と
模
様
に
見
え
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
こ
で
、「
教
え
る
立
場
に
立
て
ば
覚
え
る
だ
ろ
う
」
と
思
い
、

自
分
で
ア
ラ
ビ
ア
語
を
教
え
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
少
し
覚
え

る
こ
と
は
で
き
ま
し
た
が
、
結
局
、
学
生
の
ほ
う
が
覚
え
る
の

が
速
く
、
ず
い
ぶ
ん
苦
労
し
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
経
緯
で
、

ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
を
は
じ
め
と
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
の
研
究
に

取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　

最
近
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
研
究
は
進
ん
で
お

り
、
二
十
年
前
と
は
全
く
状
況
が
変
わ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
た

だ
、
ス
コ
ト
ゥ
ス
の
「
こ
の
も
の
性
」
の
源
流
で
あ
る
フ
ウ
ィ
ー

ヤ
を
中
心
と
し
た
研
究
は
海
外
で
も
な
か
な
か
な
い
よ
う
で
す
。

ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
「
存
在
論
」

　

今
日
は
、
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
哲
学
の
な
か
で
も
、「
存
在
論
」

の
中
心
的
な
テ
ー
ゼ
に
つ
い
て
幾
つ
か
お
話
し
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
『
形
而
上
学
』
第
五
巻
の
第
一
章
に
普
遍

論
が
出
て
き
ま
す
。
オ
ッ
カ
ム
は
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
普
遍
論
を

継
承
し
、
そ
の
延
長
線
上
に
唯
名
論
を
切
り
開
き
ま
し
た
。
こ

の
よ
う
に
、
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
普
遍
論
に
唯
名
論
の
論
点
を
見

出
す
こ
と
が
第
一
の
テ
ー
ゼ
に
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
そ
の
第
五
巻
の
な
か
に
「
馬
性
は
、
馬
性
以
外
の
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何
も
の
で
も
な
い
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
私
は
、「
馬

性
の
格
率
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
の
馬
性
と
は
何
な
の
か
。

馬
性
の
格
率
を
ど
う
理
解
す
る
か
。
こ
れ
が
第
二
の
テ
ー
ゼ
で

す
。
こ
の
馬
性
の
格
率
を
歴
史
的
に
調
べ
て
い
く
と
、
ア
フ
ロ

デ
ィ
シ
ア
ス
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
（A

lexander of A
phrodisias 

二
、
三
世
紀
）
の
〈
共
通
者
〉（to koinon

）
と
い
う
言
葉
に
行
き

着
き
ま
す
。

　

こ
の
〈
共
通
者
〉
に
は
、
フ
レ
ー
ゲ
（Friedrich L. G

. Frege, 

1848 -1925

）
が
考
え
る
ゲ
ダ
ン
ケ
（G

edanke
／
思
想
）
の
よ
う
に
、

い
ろ
い
ろ
な
解
釈
が
あ
り
ま
す
。
フ
レ
ー
ゲ
と
の
関
連
は
と
も

か
く
、〈
共
通
者
〉
は
中
立
無
記
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
し
た
。

「
一
」
で
も
、「
多
」
で
も
、
個
物
で
も
、
普
遍
で
も
、
心
の
内

に
あ
る
わ
け
で
も
、
外
に
あ
る
わ
け
で
も
、
い
ず
れ
で
も
な
い

と
い
う
性
質
を
も
つ
。
こ
の
「
中
立
無
記
的
な
も
の
で
あ
る
」

こ
と
を
強
調
し
て
、
系
譜
を
辿
る
よ
う
な
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て

き
た
わ
け
で
す
。
た
と
え
ば
、
ト
ゥ
イ
ー
デ
イ
ル
（M

artin M
. 

Tw
eedale

）、
ア
ラ
ン
・
ド
・
リ
ベ
ラ
（A

lain de Libera

）
な
ど
の

研
究
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
第
三
の
テ
ー
ゼ
と
し
て
、「
存
在
は
偶
有
性
で
あ
る
」

こ
と
が
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
「
存
在
論
」
に
出
て
き
ま
す
。
こ
れ

は
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
ま
す
。
存
在
が

偶
有
的
で
あ
れ
ば
、
た
ん
な
る
オ
プ
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
映
る
で

し
ょ
う
。
普
通
は
、
物
が
存
在
し
て
初
め
て
そ
こ
に
性
質
が
生

じ
る
と
考
え
ま
す
。
最
初
に
あ
る
は
ず
の
存
在
が
偶
有
性
だ
と

す
る
と
、
普
通
の
発
想
と
真
逆
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
「
存
在
偶
有
性
」
は
井
筒
俊
彦
先
生
や
モ
ッ
ラ
ー
・
サ
ド
ラ
ー

（M
olla Sadra,1571 /2 -1640

）
の
「
存
在
が
花
す
る
」
と
い
う
有
名

な
説
明
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。「
存
在
が
花
す
る
」
こ
と
と
、
西

洋
の
存
在
論
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
論
と
の
関
係
を
考
え

る
際
、
解
き
ほ
ぐ
す
べ
き
論
点
が
い
ろ
い
ろ
出
て
き
ま
す
。
私

は
、
い
ま
述
べ
ま
し
た
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
普
遍
論
、
馬
性
、
偶

有
性
、
中
立
無
記
性
が
、
一
つ
の
論
点
に
お
そ
ら
く
集
約
す
る

の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
普
遍
論
は
、
実
在
論
と
し
て
整
理
さ

れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
ト
マ

ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
を
源
流
と
す
る
観
点
、
す
な
わ
ち
「
実
在
論
」

に
分
類
す
る
流
れ
で
す
。
一
方
、
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
は
ア
フ
ロ
デ
ィ

シ
ア
ス
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
流
れ
に
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。
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こ
れ
自
体
が
、
実
は
論
争
の
最
中
に
あ
り
ま
す
。
ア
フ
ロ
デ
ィ

シ
ア
ス
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
、「
普
遍
と
し
て
の
人
間
は
無

で
あ
る
か
、
個
体
よ
り
も
後
の
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る

の
で
、
唯
名
論
に
近
い
立
場
と
整
理
す
る
ほ
う
が
多
い
か
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
、
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
の
ア
レ
ク
サ
ン

ド
ロ
ス
を
実
在
論
と
し
て
整
理
し
、
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
も
実
在
論

で
あ
る
と
解
釈
を
し
た
の
が
、
ト
ゥ
イ
ー
デ
イ
ル
で
す
。

１
　
オ
ッ
カ
ム
の
唯
名
論
と
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ

　

今
日
お
話
し
し
た
い
の
は
オ
ッ
カ
ム
の
立
場
で
す
。
オ
ッ
カ
ム

の
『
論
理
学
大
全
』
の
な
か
に
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
が
出
て
き
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
オ
ッ
カ
ム
が
唯
名
論
だ
と
整
理
す
る
こ
と
自
体
に
い

ろ
い
ろ
問
題
点
は
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
少
な
く
と
も
唯
名
論
的
な

思
想
を
源
流
に
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
な
の
で
、
オ
ッ
カ
ム
の
思

想
と
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
は
基
本
的
に
同
じ
と
み
な
せ
ま
す
。

　

と
い
う
こ
と
は
、
オ
ッ
カ
ム
、
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
、
ア
フ
ロ
デ
ィ

シ
ア
ス
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
を
実
は
唯
名
論
の
路
線
で
整
理

で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
面
白
い
の
は
、
ス
コ
ト
ゥ
ス
も
ま
た

オ
ッ
カ
ム
が
使
う
論
点
に
近
い
も
の
を
使
っ
て
お
り
、
両
者
が

真
っ
向
か
ら
対
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
で
す
。

　

そ
う
す
る
と
、
ま
す
ま
す
混
乱
し
て
し
ま
い
そ
う
で
す
。
と

い
う
の
も
、
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
発
想
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的

な
主
語
と
か
実
体
か
ら
考
え
る
発
想
で
は
な
く
、
新
プ
ラ
ト
ン

派
の
述
語
か
ら
考
え
る
発
想
だ
か
ら
で
す
。
実
は
、
東
洋
の
西

田
幾
多
郎
に
し
て
も
、
中
国
思
想
に
し
て
も
、
イ
ン
ド
の
思
想

に
し
て
も
、
実
体
中
心
で
は
な
く
、
述
語
や
場
所
と
い
っ
た
も

の
か
ら
考
え
ま
す
、
こ
の
よ
う
な
流
れ
か
ら
見
る
と
、
そ
れ
ほ

ど
混
乱
は
起
こ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
二
つ
の
系
譜
を
不
適
切
な

場
面
で
混
ぜ
合
わ
せ
る
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
混
乱
が
起
こ
っ
て

く
る
の
か
な
と
考
え
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
最
初
に
、
オ
ッ
カ
ム

の
『
論
理
学
大
全
』
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

オ
ッ
カ
ム
『
論
理
学
大
全
』
第
一
部
第
十
四
問

　

第
一
部
第
十
四
問
の
な
か
で
、「
個
体
の
二
つ
の
意
味
」
が
出

て
き
ま
す
。
オ
ッ
カ
ム
は
、
普
遍
、
個
体
に
は
二
つ
の
意
味
が

あ
る
と
言
い
ま
す
。
一
番
目
は
「
ど
ん
な
普
遍
も
真
の
意
味
で

個
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。
普
遍
は
個
物
で
あ
る
と
し
ま

す
。
一
見
少
し
変
わ
っ
て
い
て
受
け
入
れ
難
い
よ
う
に
思
え
ま
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す
が
、
オ
ッ
カ
ム
は
こ
ち
ら
の
立
場
を
と
り
ま
す
。

　

二
番
目
の
ほ
う
は
、
個
体
の
反
対
の
意
味
で
普
遍
を
用
い
た

意
味
づ
け
で
す
。
具
体
的
に
は
、「
如
何
な
る
普
遍
も
個
で
は
な

い
」「
数
的
に
一
で
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
を
『
普
遍
』
と
呼
ぶ
と

し
た
ら
（
中
略
）
如
何
な
る
も
の
も
普
遍
で
は
な
い
」
と
し
ま
す
。

　

後
者
は
オ
ッ
カ
ム
が
生
き
て
い
た
当
時
多
く
使
わ
れ
て
い
た

意
味
で
す
が
、
オ
ッ
カ
ム
は
こ
ち
ら
を
受
け
入
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
彼
は
こ
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
で
、
一
般
的
に
言
わ
れ

て
い
る
個
物
の
意
味
を
逃
れ
て
、
別
な
か
た
ち
で
戦
略
的
に
定

式
化
し
直
そ
う
と
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

次
の
第
三
節
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

（
３
）【
普
遍
の
成
立
す
る
条
件
】

そ
れ
ゆ
え
、
次
の
よ
う
に
言
わ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
ど
ん

な
普
遍
も
単
一
な
個
別
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
普
遍

で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
多
く
の
も
の
の
記
号
で
あ
り
、
多

く
の
も
の
を
表
示
す
る
働
き
を
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
ヴ
ィ

セ
ン
ナ
が
『
形
而
上
学
』
第
５
巻
の
な
か
で
、「
知
性
の
中

の
単
一
な
形
相
は
、
多
く
の
も
の
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
お

り
、
こ
の
関
係
に
よ
っ
て
普
遍
な
の
で
あ
る
。
普
遍
は
、

あ
な
た
が
取
り
上
げ
る
ど
ん
な
事
物
に
対
し
て
も
同
じ
様

に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
知
性
の
中
の
観
念
だ
か
ら
で

あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
の
も
、
こ
の
事
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

更
に
彼
は
続
け
て
、「
こ
の
形
相
は
、
諸
々
の
個
物
と
の
関

連
に
お
い
て
普
遍
で
あ
る
が
、
し
か
し
形
相
が
そ
こ
に
刻

み
付
け
ら
れ
て
い
る
個
別
的
な
心
と
の
関
連
に
お
い
て
は

個
物
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
形
相
は
、
知
性
の
う
ち
に

存
す
る
諸
々
の
形
相
の
う
ち
の
一
つ
だ
か
ら
で
あ
る
」
と

述
べ
て
い
る
。
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
は
次
の
こ
と
を
言
お
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
普
遍
は
、
心
の
中
の
、
多
く
の
も

の
に
述
語
づ
け
ら
れ
る
本
性
を
有
す
る
一
つ
の
個
別
的
な

観
念
で
あ
る
。
そ
の
観
念
が
、
多
く
の
も
の
に
述
語
づ
け

ら
れ
、
自
ら
を
で
は
な
く
、
多
く
の
も
の
を
代
示
す
る
本

性
を
有
す
る
が
故
に
「
普
遍
」
と
呼
ば
れ
、
し
か
る
に
、

そ
の
観
念
が
知
性
の
う
ち
に
実
在
的
な
仕
方
で
存
在
す
る

一
つ
の
形
相
で
あ
る
が
故
に
「
個
」
と
呼
ば
れ
る
。

（『
オ
ッ
カ
ム
『
大
論
理
学
』
註
解
Ⅰ
』）



252

観
念
、
マ
ー
ナ

　

第
三
節
に
出
て
く
る
、「
観
念
」
は
ア
ラ
ビ
ア
語
で
マ
ー
ナ

（m
a΄ na

）
と
言
わ
れ
ま
す
。
ラ
テ
ン
語
で
は
、
イ
ン
テ
ン
テ
ィ
オ

（intentio
／
志
向
、
志
向
性
）
と
訳
さ
れ
ま
し
た
が
、
十
六
世
紀
に

な
る
と
誤
っ
た
説
明
が
な
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
イ
ン
テ
ン
デ

レ
（intendere

／
志
向
す
る
、
意
図
す
る
、
目
指
す
）
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
イ
ン
テ
ン
テ
ィ
オ
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
変

な
語
源
解
釈
で
し
た
。
現
象
学
に
お
け
る
志
向
性
な
ど
と
の
関

連
が
こ
こ
に
見
出
さ
れ
る
と
き
も
あ
り
ま
す
が
、
た
だ
、
イ
ン

テ
ン
テ
ィ
オ
と
い
う
言
葉
が
選
ば
れ
た
の
は
「
観
念
」
に
近
い

用
語
と
区
別
す
る
た
め
で
あ
り
、
必
ず
し
も
イ
ン
テ
ン
デ
レ
か

ら
来
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

ア
ラ
ビ
ア
語
の
マ
ー
ナ
は
、
一
つ
の
心
の
思
い
や
心
に
浮
か
ぶ

何
か
を
指
し
、
後
の
ロ
ッ
ク
（John Locke, 1632 -1704

）
が
言
っ
た
、

イ
デ
ア
か
ら
ア
イ
デ
ア
へ
、
観
念
か
ら
印
象
へ
と
、
か
な
り
広
い

意
味
と
し
て
考
え
ら
れ
ま
す
。
ラ
テ
ン
語
で
は
、
ち
ょ
っ
と
ず
れ

て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
「
観
念
」
は
、
厳
密
に
は
、
イ

デ
ア
と
ア
イ
デ
ア
、
観
念
と
印
象
と
の
両
方
を
跨
ぐ
よ
う
な
、
か

な
り
幅
広
い
心
的
な
も
の
と
考
え
れ
ば
よ
ろ
し
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

お
そ
ら
く
、
こ
こ
に
一
つ
の
大
き
い
鍵
が
あ
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
い
ろ
い
ろ
な
意
味
を
含
ん
で
い
る
マ
ー
ナ
を
出
発
点

に
し
た
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
と
、
ウ
ー
シ
ア
（ousia

／
存
在
者
）
や
実

体
か
ら
始
め
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
。
出
発
点
が
根
本
的
に
違
い

ま
す
。
精
神
の
内
か
ら
始
ま
る
と
い
う
意
味
で
は
現
象
学
な
ど

に
も
近
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
で
も
か
な
り
存
在
論
の

始
ま
り
方
が
違
う
と
思
い
ま
す
。

代
示

　

そ
し
て
さ
ら
に
、
第
三
節
に
は
「
そ
の
観
念
が
、
多
く
の
も

の
に
述
語
づ
け
ら
れ
、
自
ら
を
で
は
な
く
、
多
く
の
も
の
を
代

示
す
る
」
と
あ
り
ま
す
。

　

ス
ッ
ポ
ネ
レ
（supponere

／
代
示
す
る
）
は
「
代
表
す
る
」
と

も
訳
さ
れ
た
り
し
ま
し
た
が
、
お
そ
ら
く
、
オ
ッ
カ
ム
が
ア
ヴ
ィ

セ
ン
ナ
の
存
在
論
か
ら
受
け
継
い
だ
の
は
こ
の
「
代
示
」
を
め

ぐ
る
論
点
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
の
概
念
は
、
と

く
に
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
に
由
来
す
る
の
で
は
な
く
、
十
二
世
紀
に

既
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
入
っ
て
い
ま
し
た
。「
代
示
」
は
、
主
語
と

述
語
と
い
う
言
語
内
の
次
元
と
異
な
る
場
面
を
持
ち
込
み
ま
す
。
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
に
考
え
れ
ば
、
主
語
が
あ
っ
て
述
語
づ
け

ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
人
が
歩
く
」「
花
が
開
く
」
と
い
う
よ

う
に
。
一
方
、
ス
ッ
ポ
ネ
レ
で
は
、
あ
る
一
般
的
な
言
葉
が
あ

っ
た
場
合
に
、
そ
れ
を
何
が
充
足
す
る
の
か
を
考
え
ま
す
。
た

と
え
ば
、「
走
る
」
と
い
う
言
葉
に
対
し
て
、
充
足
す
る
の
は
個

体
で
あ
る
は
ず
で
す
。
そ
こ
で
は
、
漢
字
も
「
走
る
」
主
語
に

な
り
得
る
と
思
い
ま
す
。

　

テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
で
た
と
え
ば
「
人
」
と
い
う
漢
字
が
動
き
、

走
る
こ
と
も
可
能
な
わ
け
で
す
。「
走
る
」
も
の
を
充
足
し
、
真

な
る
も
の
を
形
成
す
る
の
は
何
か
。
こ
の
よ
う
に
、
述
語
の
ほ

う
を
先
に
考
え
る
発
想
が
代
示
に
あ
り
ま
す
。
マ
ー
ナ
は
そ
う

い
う
発
想
か
ら
出
発
し
ま
す
。
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
す
べ
て
が

そ
う
い
う
考
え
だ
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
流

れ
と
し
て
述
語
中
心
主
義
的
な
も
の
が
あ
る
の
か
な
と
い
う
気

が
し
ま
す
。
そ
う
い
う
見
方
を
す
れ
ば
、
と
て
も
整
合
的
に
読

め
て
き
ま
す
。
第
三
節
に
戻
り
ま
す
。

　

従
っ
て
、
第
一
の
意
味
で
言
わ
れ
た
個
は
普
遍
に
述
語

づ
け
ら
れ
る
が
、
第
二
の
意
味
で
言
わ
れ
た
個
は
普
遍
に

述
語
づ
け
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
我
々
が
「
太

陽
は
普
遍
的
な
原
因
で
あ
る
が
、
し
か
し
真
に
単
一
な
個

別
的
な
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
真
に
単
一
な
個
別
的
な
原

因
で
あ
る
」
と
言
う
の
に
似
て
い
る
。

（
同
前
）

こ
こ
は
複
雑
な
箇
所
で
す
が
、
オ
ッ
カ
ム
は
、
多
く
の
も
の
を

代
示
す
る
本
性
を
有
す
る
が
ゆ
え
に
普
遍
で
あ
る
、
と
整
理
し

て
い
る
の
だ
と
考
え
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
。『
形
而
上
学
』
第
五

巻
第
一
章
に
お
け
る
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
普
遍
の
整
理
で
は
、
三

通
り
の
仕
方
で
言
う
こ
と
が
可
能
で
す
が
、
一
個
の
も
の
も
代

示
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
充
足
す
る
も
の
が
ゼ
ロ
個
で
あ
っ

て
も
普
遍
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

普
遍
が
心
の
概
念
で
あ
る
こ
と

　

次
の
第
九
節
が
決
定
的
に
重
要
な
論
点
で
す
が
、
こ
れ
は
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
普
遍
の
捉
え
方
と
完
全
に
対
立
し
て
い
ま
す
。

　

近
世
か
ら
十
七
、
八
世
紀
ま
で
、
普
遍
は
、
複
数
の
も
の
、

多
く
の
も
の
の
な
か
に
（in m

ultis

）
あ
る
も
の
、
多
く
の
も
の
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に
述
語
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
し
て
定
義
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ

の
点
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
由
来
す
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ

と
違
う
こ
と
が
第
五
巻
の
第
一
章
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
９
）【
普
遍
が
心
の
概
念
で
あ
る
こ
と
】

　

普
遍
が
心
の
概
念
で
あ
る
こ
と
は
、
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
が

『
形
而
上
学
』
第
５
巻
の
中
で
充
分
に
明
言
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。「
普
遍
は
三
通
り
の
仕
方
で
、
そ
う
呼
ば
れ
る
と
言
わ

な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
①
現
実
に

4

4

4

多
く
の
も
の
に
述
語
づ
け

ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
概
念
は
普
遍
と
呼
ば
れ
る
。
例

え
ば
、「
人
間
」
と
い
う
概
念
が
そ
う
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、

②
多
く
の
も
の
に
述
語
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

4

4

4

4

4

概
念
が
、
普
遍
と
呼
ば
れ
る
」。
そ
し
て
続
け
て
彼
は
、「
③

更
に
、
そ
れ
が
多
く
の
も
の
に
述
語
づ
け
ら
れ
る
と
考
え

る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
が
な
い
と
こ
ろ
の
概
念
が
、
普
遍

と
呼
ば
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
同
前
）

こ
こ
で
は
、
可
能
的
概
念
で
あ
っ
て
も
普
遍
で
あ
る
と
述
べ
ら

れ
て
い
ま
す
。
オ
ッ
カ
ム
は
省
略
し
て
書
い
て
い
ま
す
が
、
三

通
り
の
う
ち
の
二
点
目
に
つ
い
て
は
、「
七
角
形
の
家
」
と
い
う

例
が
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
普
遍
の
分
類
法
で
呈
示
さ
れ
ま
す
。「
七

角
形
の
家
」
や
「
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
」
は
、
現
実
に
は
存
在
し
て

い
ま
せ
ん
が
、
複
数
の
も
の
の
述
語
と
な
る
こ
と
が
可
能
な
も

の
で
す
。
存
在
し
て
な
く
て
も
普
遍
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ

ま
り
、
心
の
な
か
に
観
念
と
し
て
成
立
し
て
い
れ
ば
よ
く
、
そ

れ
が
複
数
の
も
の
に
適
応
可
能
な
ら
成
立
す
る
の
で
、
実
際
に

存
在
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
ツ
チ
ノ
コ
な
ど

も
一
応
普
遍
に
な
り
ま
す
。
一
方
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
考

え
で
は
、
存
在
し
な
い
か
ら
普
遍
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

　

三
点
目
は
、「
太
陽
」
や
「
地
球
」
の
よ
う
に
、
一
つ
し
か
な

い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
複
数
の
も
の
の
述
語
と
な
る
こ
と
を
妨

げ
る
点
を
含
ん
で
い
な
い
も
の
で
す
。
た
ま
た
ま
現
実
世
界
の

な
か
で
は
一
個
し
か
な
い
が
、
こ
の
観
念
を
見
る
限
り
に
お
い

て
一
個
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。「
太
陽
」

の
観
念
に
し
て
も
、
一
個
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
そ
の
観
念

か
ら
は
出
て
き
ま
せ
ん
。



255

「東洋学術研究」第57巻第１号

アヴィセンナの存在論と西洋中世

　

こ
の
論
点
と
個
体
化
の
原
理
、ス
コ
ト
ゥ
ス
の
「
こ
の
も
の
性
」

に
は
き
っ
と
接
点
が
あ
る
だ
ろ
う
と
私
は
思
い
ま
す
。
こ
こ
で

は
、
個
体
概
念
を
い
く
ら
調
べ
て
も
一
個
し
か
な
い
と
い
う
こ

と
は
含
意
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
す
。

　

で
は
、
そ
れ
が
個
体
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ

う
か
。
こ
れ
ま
で
、
一
つ
の
も
の
に
し
か
当
て
は
ま
ら
な
い
よ

う
な
述
語
を
探
し
出
そ
う
と
し
て
き
ま
し
た
。
映
画
『
オ
ー
メ

ン
』
の
よ
う
に
、
人
間
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
頭
の

中
に
数
字
の
６
が
三
つ
書
い
て
あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
人
に

は
知
ら
れ
て
い
な
い
特
別
な
印
が
あ
り
、
そ
れ
が
個
体
を
成
立

さ
せ
て
い
る
と
考
え
る
方
法
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ

と
は
違
っ
た
方
法
で
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
ま
す
。

　

こ
こ
で
い
う
普
遍
の
成
立
す
る
条
件
は
、
現
実
の
な
か
に
複

数
あ
る
の
か
、
ゼ
ロ
個
な
の
か
、
一
個
な
の
か
と
い
う
こ
と
に

制
約
さ
れ
ま
せ
ん
。
普
遍
が
あ
り
、
そ
れ
が
存
在
す
る
か
ど
う

か
は
、
普
遍
の
成
立
に
と
っ
て
は
偶
有
的
な
も
の
と
す
る
考
え

で
す
。
で
す
か
ら
、
実
は
多
数
あ
る
の
か
、
ゼ
ロ
個
で
も
い
い

の
か
。
一
個
し
か
た
ま
た
ま
な
い
の
か
。
い
ず
れ
に
関
し
て
も
、

普
遍
は
全
く
違
う
論
点
で
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
言
及
し
た
ト
ゥ
イ
ー
デ
イ
ル
、
ア
ラ
ン
・
ド
・
リ
ベ

ラ
な
ど
に
は
、
ム
ゥ
タ
ジ
ラ
派
の
唯
名
論
的
な
存
在
論
批
判
が

含
ま
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
ま
す
。

　

今
回
は
ム
ゥ
タ
ジ
ラ
派
に
つ
い
て
詳
し
い
話
を
し
ま
せ
ん
が
、

ム
ゥ
タ
ジ
ラ
派
は
完
全
な
原
子
論
者
で
す
。
こ
の
世
に
存
在
す

る
の
は
原
子
だ
け
で
あ
り
、
普
遍
は
存
在
し
な
い
。
原
子
は
し

か
も
刹
那
滅
で
あ
り
、
神
の
全
能
に
よ
っ
て
一
瞬
に
し
て
存
在

し
て
は
滅
び
、
存
在
し
て
は
滅
ぶ
、
そ
の
繰
り
返
し
で
あ
る
と

の
立
場
を
と
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
は
「
普

遍
も
あ
る
」
と
考
え
ま
す
。
で
す
か
ら
、
ム
ゥ
タ
ジ
ラ
派
と
の

関
連
で
い
え
ば
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
は
実
在
論
的
で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ

ス
は
唯
名
論
的
な
位
置
に
立
っ
て
い
た
の
で
、
別
の
見
方
を
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
馬
性
は
あ
く
ま
で
心
の
な
か
の
観
念
を

指
し
示
し
て
お
り
、
物
と
し
て
客
観
的
に
普
遍
と
い
っ
た
も
の

が
あ
る
と
は
全
く
言
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
そ
の
流

れ
で
見
る
と
、
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
は
完
全
に
唯
名
論
的
で
も
あ
る

と
言
え
ま
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
が
唯
名
論
的
だ
っ
た
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か
実
在
論
的
だ
っ
た
か
は
、
厳
密
に
は
重
要
な
話
題
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
よ
り
も
、
背
後
で
形
成
さ
れ
て
い
る
存
在
論
的

な
枠
組
み
、
唯
名
論
的
な
枠
組
み
を
ど
う
取
り
扱
う
か
が
問
題

に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
枠
組
み
が
実
は
、
ヘ
ン
リ
ク
ス

（H
enricus de G

andavo, 1217 -1293

）、
ス
コ
ト
ゥ
ス
、
オ
ッ
カ
ム

に
つ
な
が
り
、
十
四
、
五
世
紀
の
リ
ミ
ニ
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス

（G
regory of R

im
ini, ca.1300 -1358

）
や
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ビ
ー
ル

（G
abriel B

iel, ca.1415 -1495
）
に
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

私
は
思
い
ま
す
。

　

普
遍
に
対
す
る
三
通
り
の
呼
び
方
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

枠
組
み
に
対
す
る
極
め
て
大
き
な
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
な
り
ま
し

た
。
た
だ
、
十
三
世
紀
に
お
い
て
は
、
こ
の
箇
所
が
無
視
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
オ
ッ
カ
ム
は
こ
の
箇
所
を
か
な

り
意
図
的
に
使
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
「
普
遍
論
」
を
踏
ま
え
て
、
オ
ッ
カ

ム
は
自
ら
の
唯
名
論
を
う
ち
立
て
ま
す
。
オ
ッ
カ
ム
の
唯
名
論

は
、「
普
遍
と
は
概
念
で
あ
る
」
と
い
う
立
場
を
と
り
ま
す
。
概

念
に
つ
い
て
は
ア
ベ
ラ
ー
ル
（Petrus A

baelardus, 1079 -1142

）
も

「
普
遍
は
概
念
で
あ
る
」
と
言
い
ま
し
た
が
、
ア
ベ
ラ
ー
ル
の
概

念
論
と
は
ま
た
違
い
ま
す
。
ア
ベ
ラ
ー
ル
は
「
普
遍
は
命
題
に

お
い
て
現
れ
る
」
と
考
え
た
の
で
、
オ
ッ
カ
ム
と
は
真
逆
に
な

り
ま
す
。
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
や
オ
ッ
カ
ム
に
と
っ
て
、
普
遍
は
命

題
の
形
式
を
し
て
い
る
の
で
は
な
く
観
念
と
し
て
存
在
し
ま
す
。

そ
れ
が
命
題
と
し
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
の
述

語
づ
け
が
成
立
す
る
の
で
す
。

　

そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
が
、
十
節
、
十
一
節
に
な
り

ま
す
。（

10
）
こ
れ
ら
や
そ
の
他
の
多
く
の
事
か
ら
、
普
遍
が
、
多

く
の
も
の
に
述
語
づ
け
ら
れ
る
本
性
を
も
つ
心
の
概
念
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
同
前
）

普
遍
は
概
念
で
あ
っ
て
、
し
か
も
「
多
く
の
も
の
に
述
語
づ
け

ら
れ
る
本
性
を
も
つ
」。
本
性
を
も
つ
わ
け
で
す
か
ら
、
現
実
に

述
語
づ
け
ら
れ
な
く
て
も
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
れ
ば
よ
い
わ
け

で
す
。
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（
11
）
こ
の
こ
と
は
、
更
に
、
論
証
に
よ
っ
て
も
確
証
さ
れ

う
る
。
す
な
わ
ち
、
お
よ
そ
誰
の
意
見
に
基
づ
い
て
も
、

普
遍
は
す
べ
て
、
多
く
の
も
の
に
述
語
づ
け
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
る
に
、
心
の
観
念
な
い
し
は
任
意
に
制
定

さ
れ
た
記
号
の
み
が
、
述
語
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
本
性
を

持
つ
の
で
あ
っ
て
、
実
体
は
そ
の
よ
う
な
本
性
を
持
た
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
心
の
概
念
な
い
し
は
任
意
に
制
定
さ
れ

た
記
号
の
み
が
、
普
遍
で
あ
る
。
た
だ
し
今
の
場
合
、
私
は
、

「
普
遍
」
と
い
う
言
葉
を
、
任
意
に
制
定
さ
れ
た
記
号
の
意

味
に
で
は
な
く
、
自
然
本
性
的
に
普
遍
で
あ
る
と
こ
ろ
の

も
の
の
意
味
に
用
い
て
い
る
。

（
同
前
）

こ
こ
で
は
、
実
体
（substantia

）
に
つ
い
て
、
当
時
の
一
般
的
な

見
解
に
対
す
る
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
を
唯
名
論
と
呼
ん
で
い
い
か
ど
う
か
議
論
の
余
地
は
あ

り
ま
す
が
、
仮
に
呼
べ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
オ
ッ
カ
ム
の
唯
名

論
は
「
概
念
が
普
遍
で
あ
る
」
と
い
う
立
場
だ
っ
た
と
言
え
ま

す
。
し
か
も
そ
れ
は
、
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
普
遍
論
を
ベ
ー
ス
に

し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
う
少
し
述
べ
た

い
と
思
い
ま
す
。

２
　
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
普
遍
論

　

先
ほ
ど
か
ら
申
し
上
げ
て
い
る
通
り
、
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
普

遍
論
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
そ
れ
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い

ま
し
た
。
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
だ
っ
た
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
の
ア
レ

ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
註
解
を
書
き
、
そ
の

な
か
で
〈
共
通
者
〉
の
概
念
を
出
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
い
わ

ば
中
立
無
記
性
を
具
え
た
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
的
伝
統

（A
phrodisian Tradition

）
を
引
き
起
こ
し
た
と
整
理
し
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
、
普
遍
で
は
な
く
て
〈
共
通
者
〉
の
概
念
が
先
ほ

ど
の
心
の
な
か
の
観
念
と
対
応
し
て
出
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
ま

だ
命
題
に
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
い
ず
れ
の
も
の
で
も
な
い
、

つ
ま
り
中
立
無
記
的
な
も
の
で
す
。
ち
な
み
に
、〈
共
通
者
〉
を

ス
コ
ト
ゥ
ス
は
〈
共
通
本
性
〉（natura com

m
unis

）
と
言
い
、
二

十
世
紀
に
は
パ
ー
ス
（C

harles S. Peirce, 1839 -1914

）
が
〈
不
確

定
な
も
の
〉（indefinite

）
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
し
た
。
や
は
り
、

中
立
無
記
的
な
共
通
者
の
考
え
を
提
起
し
た
点
で
、
つ
な
が
り
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が
あ
る
の
か
な
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
的
な
伝
統
が
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス

（A
nicius M

anlius Severinus B
oethius, ca.480 -524 /5

）
に
伝
わ
り
、

類
似
性
（sim

ilitudo

）
と
い
う
概
念
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
へ
の
流
れ
が
そ
の
後
途
切
れ
、

忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
が
、イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
い
て
、

い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
で
い
ろ
い
ろ
な
系
譜
を
通
っ
て
伝
授
さ 

れ
、
キ
ン
デ
ィ
ー
（al-K

indī , ca.801 -866

）
や
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー

（al-Fā rā bī , ca.870 -950

）、ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
に
伝
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

　

こ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
く
に
パ
リ
大
学
に
伝
わ
っ
て
理
解
さ

れ
始
め
た
の
が
、
だ
い
た
い
十
三
世
紀
後
半
で
す
。
ガ
ン
の
ヘ

ン
リ
ク
ス
、
ス
コ
ト
ゥ
ス
、
オ
ッ
カ
ム
に
戻
り
、
伝
わ
っ
て
い

っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

普
遍
の
三
分
類
説

　

先
ほ
ど
オ
ッ
カ
ム
の
と
こ
ろ
で
も
述
べ
ま
し
た
が
、
ア
ヴ
ィ

セ
ン
ナ
は
「
中
立
説
」
に
先
立
っ
て
、
ま
ず
普
遍
の
三
分
類
説

を
呈
示
し
ま
し
た
。
西
洋
中
世
で
も
普
遍
の
三
分
類
は
、
個
物

の
前
（ante rem

）、
個
物
の
中
（in re

）、
個
物
の
後
（post rem

）

に
分
け
ら
れ
る
の
が
標
準
図
式
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
ア

ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
普
遍
論
は
そ
の
図
式
に
対
応
せ
ず
、
し
か
も
受

容
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
の
普
遍
論
に
は
、〈
純
粋
本
質
〉
を

捉
え
る
た
め
の
決
定
的
な
論
点
が
現
れ
て
い
ま
す
。

（
１
）「
人
間
」
の
よ
う
に
現
実
の
複
数
の
も
の
の
述
語
と
な

っ
て
い
る
も
の

（
２
）「
七
角
形
の
家
」
や
「
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
」
の
よ
う
に
、

現
実
に
は
存
在
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
複
数
の
も
の

の
述
語
と
な
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
も
の

（
３
）「
太
陽
」
や
「
地
球
」
の
よ
う
に
、
一
つ
し
か
な
い
も

の
で
あ
っ
て
も
、
複
数
の
も
の
の
述
語
と
な
る
こ
と
を

妨
げ
る
点
を
含
ん
で
い
な
い
も
の

こ
の
よ
う
な
三
分
類
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
伝
統
を
受
容

し
、
し
か
も
ム
ゥ
タ
ジ
ラ
派
の
存
在
論
批
判
を
含
ん
で
い
る
と

解
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
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本
質
存
在

　
「
馬
性
は
馬
性
で
し
か
な
い
」
と
い
う
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
言
葉

は
翻
訳
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
の
、
な
か
な
か
理
解
さ
れ
ず
素
通

り
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
の
ア
レ
ク
サ

ン
ド
ロ
ス
の
考
え
は
、
十
三
世
紀
当
時
伝
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
で

し
た
。
で
す
が
、
ど
う
も
そ
の
考
え
に
対
応
す
る
よ
う
な
も
の

を
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
は
求
め
て
い
た
ら
し
い
。「
馬
性
は
馬
性
で
し

か
な
い
」
と
い
う
と
き
に
、
何
か
を
指
し
て
い
た
ら
し
い
。
そ

れ
を
、
ガ
ン
の
ヘ
ン
リ
ク
ス
は
ど
う
術
語
化
し
た
ら
い
い
の
か

わ
か
ら
ず
苦
労
し
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
出
て
き
た
の
が
、〈
本

質
存
在
〉（esse essentiae

）
で
す
。
こ
こ
で
い
う
本
質
は
多
元
的

な
言
葉
で
、
い
わ
ば
述
語
づ
け
ら
れ
た
本
質
を
指
し
ま
す
。
偶

有
性
と
の
対
比
で
使
わ
れ
る
よ
う
な
本
質
あ
る
い
は
本
質
存
在

と
は
全
く
違
う
概
念
で
す
。

　

こ
の
言
葉
の
初
出
に
つ
い
て
何
年
か
調
べ
て
み
ま
し
た
が
、

一
二
四
五
、
六
年
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
使
わ
れ
た
例
を
見

つ
け
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
、
一
二
七
〇
年
ご
ろ
に
ガ
ン
の
ヘ
ン

リ
ク
ス
が
流
行
ら
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
彼

が
初
め
て
使
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
流
行
ら
せ
た
可
能
性
は

あ
り
ま
す
。

　

本
質
で
は
な
く
て
中
立
的
で
何
も
の
で
も
な
い
。「
一
」
で
も
、

「
多
」
で
も
、
心
の
な
か
に
あ
る
わ
け
で
も
、
心
の
外
に
あ
る
わ

け
で
も
な
い
よ
う
な
も
の
を
〈
本
質
存
在
〉
と
呼
び
ま
す
。
井

筒
先
生
は
、
こ
の
馬
性
を
整
理
す
る
際
に
、「
Ａ
ま
た
は
ノ
ッ
ト

Ａ
の
、
い
ず
れ
で
も
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
Ａ
で
も
な

け
れ
ば
、
Ａ
で
な
い
の
で
も
な
く
、
Ａ
か
Ａ
で
な
い
か
の
い
ず

れ
か
だ
け
ど
、そ
の
よ
う
な
も
の
で
も
な
い
。
そ
う
す
る
と
、「
何

も
の
で
も
な
い
」
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
井
筒
先
生
は
そ
れ

を
「
無
性
（nothingness

）」
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。
た
だ
、「
何
も
の
で
も
な
い
」
と
は
「
空
っ
ぽ
で
の
っ

ぺ
ら
ぼ
う
」
な
も
の
を
言
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
心
の
観
念

は
言
葉
と
し
て
表
現
す
れ
ば
「
何
も
の
で
も
な
い
」
が
「
中
身

が
詰
ま
っ
て
」
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
潜
在
性
（virtuality

）
つ

ま
り
「
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
含
ん
だ
海
の
よ
う
な
も
の
」
と
考

え
る
の
が
正
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
〈
本
質
存
在
〉
は
、
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
な
か
で
も
一
つ
の
定
ま

っ
た
多
様
概
念
を
も
た
ず
、
十
三
世
紀
の
後
半
に
お
い
て
も
〈
本

質
存
在
〉
と
言
わ
れ
た
り
、ス
コ
ト
ゥ
ス
に
よ
っ
て
〈
共
通
本
性
〉



260

と
言
わ
れ
た
り
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
に
よ
っ
て
〈
共
通
者
〉

と
言
わ
れ
た
り
し
ま
し
た
。
普
遍
と
違
う
か
た
ち
で
言
葉
と
し

て
一
つ
に
決
ま
ら
な
く
て
も
、
そ
れ
が
継
承
さ
れ
問
題
の
系
譜

が
作
ら
れ
て
よ
い
は
ず
で
す
が
、
な
ぜ
〈
本
質
存
在
〉
は
こ
う

も
不
安
定
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

考
え
て
み
る
と
、
こ
の
〈
本
質
存
在
〉
は
心
の
観
念
、
イ
ン

テ
ン
テ
ィ
オ
の
一
つ
の
在
り
方
を
指
す
た
め
、
固
有
の
呼
び
方

は
あ
り
ま
せ
ん
。
名
前
が
定
ま
ら
な
い
こ
と
自
体
が
ア
ヴ
ィ
セ

ン
ナ
的
な
伝
統
、
つ
ま
り
心
の
観
念
を
指
す
一
つ
の
在
り
方
だ

と
い
う
こ
と
の
傍
証
に
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
普
遍
の
三
分
類
で
問
題
と
な
る
の
は
、
第
二
の
も
の

と
第
三
の
も
の
で
す
。「
七
角
形
の
家
」
も
「
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
」

も
実
在
し
な
い
が
、
普
遍
と
さ
れ
ま
す
。「
七
角
形
」
が
普
遍
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
人
工
物
も
「
普
遍
」
と
な
り
得
る
と
す
る
考

え
を
読
み
取
る
解
釈
も
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、「
七
角
形
の
家
」

が
な
ぜ
普
遍
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
解
釈
が
定
ま
っ
て
い
な
い

の
で
す
。

　

人
工
物
も
普
遍
と
な
り
得
る
と
す
れ
ば
、
普
通
の
四
角
形
の

家
も
普
遍
に
な
り
得
ま
す
。
正
七
角
形
は
コ
ン
パ
ス
と
定
規
で

は
作
図
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
建
築
士
が
「
七
角
形
の
家
」
を
建

て
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
。「
七
角
形
の
家
」
を
わ
ざ
わ
ざ
例
示

し
た
の
は
、
そ
れ
が
実
在
し
な
い
か
ら
で
す
。「
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
」

も
同
様
で
す
。
そ
こ
に
、
概
念
上
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
は

含
意
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
や
は
り
現
実
世
界
に
は
存
在
し 

な
い
。

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
普
遍
は
「
多
の
も
の
の
内
に
あ
り
多

の
も
の
に
述
語
づ
け
ら
れ
る
（in m

ultis et de m
ultis

）」
も
の
と
し

ま
し
た
。
現
実
的
な
普
遍
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
が
、
概
念
と

し
て
み
る
限
り
、
存
在
し
な
い
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
は
な
く
、

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
複
数
の
事
物
の
述
語
と

な
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
す
。

　

心
の
観
念
を
満
た
す
実
例
が
な
く
、「
Ａ
は
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
で

あ
る
」
と
い
う
命
題
が
現
実
に
真
に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
述
語
に
な
る
こ
と
は
可
能
で
す
。
そ
う
い
う
面
で
は
普
遍

は
成
り
立
つ
わ
け
で
す
。

　

ま
た
、
第
三
分
類
の
「
太
陽
」
や
「
月
」
に
関
し
て
も
、「
多
」

に
内
在
し
た
り
、
述
語
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現

実
的
な
普
遍
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
け
れ
ど
も
、
概
念
と
し
て
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み
る
限
り
は
、
複
数
の
「
月
」
や
「
太
陽
」
が
あ
る
こ
と
を
妨

げ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、「
月
」
や
「
太
陽
」

が
普
遍
で
あ
る
こ
と
は
可
能
な
わ
け
で
す
。

　

普
遍
の
成
立
す
る
要
件
は
、
実
例
（instance

）
が
存
在
す
る
か

ど
う
か
、
つ
ま
り
「
ゼ
ロ
」
か
「
一
」
か
「
多
」
な
の
か
に
依

存
し
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
こ
と
が
「
馬

性
は
そ
れ
自
体
で
は
馬
性
で
し
か
な
く
、
一
で
も
多
で
も
な
い
」

こ
と
の
意
味
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
い
ま
の
私
の
考
え
で

す
。
つ
ま
り
、「
中
立
無
記
性
説
」
で
す
。

　

個
体
は
、
部
分
に
分
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
部
分
は
原

子
の
よ
う
に
物
理
的
な
部
分
で
も
な
い
し
、
概
念
の
部
分
で
も

な
い
。
基
体
的
部
分
（subjectibilis

）
と
い
う
よ
う
に
、
集
合
を

考
え
た
場
合
の
要
素
に
な
り
ま
す
。
イ
ン
ス
タ
ン
ス
、
つ
ま
り

実
例
を
も
ち
得
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

た
と
え
ば
、
百
メ
ー
ト
ル
を
九
・
五
秒
で
走
れ
る
人
は
い
ま

は
確
認
で
き
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
か
ら
存
在
す
る
こ
と
は
あ
り
得

ま
す
。
九
・
五
秒
で
走
れ
る
者
が
い
た
場
合
、
そ
の
要
件
を
満

た
す
か
ど
う
か
は
、
概
念
規
定
を
つ
け
さ
せ
て
そ
れ
が
個
体
で

あ
る
か
ど
う
か
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
イ
ン
ス
タ
ン
ス
が
見
出

さ
れ
る
の
か
ど
う
か
に
よ
り
ま
す
。
述
語
の
側
か
ら
出
発
し
て

考
え
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

一
つ
に
落
ち
着
き
、
そ
れ
以
上
先
に
行
か
な
い
も
の
が
個
体

で
す
。
個
体
性
そ
の
も
の
を
人
間
は
認
識
で
き
ま
せ
ん
。
で
す

か
ら
、
主
語
化
可
能
性
と
い
う
概
念
、
ギ
リ
シ
ャ
語
で
成
立
や

存
立
を
意
味
す
る
ヒ
ュ
パ
ル
ク
シ
ス
（hyparxis

）
と
い
う
概
念

は
、
主
語
の
方
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
捨
て
た
ほ
う

が
よ
い
の
で
す
。
主
語
化
可
能
性
の
問
題
と
ヒ
ュ
パ
ル
ク
シ
ス

の
問
題
は
、
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
流
れ
の
な
か
で
は
ど
う
あ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

　

ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
註
解
や
『
命

題
論
』『
分
析
論
前
書
・
後
書
』『
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
』
と
か
を
読

む
と
、
ヒ
ュ
パ
ル
ク
シ
ス
の
こ
と
が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
。

で
す
か
ら
、
こ
れ
か
ら
の
若
い
人
々
に
は
ぜ
ひ
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ

ア
ス
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
や
、
テ
ミ
ス
テ
ィ
ウ
ス
（Them

istius, 

ca.317 -ca.387

）
な
ど
の
注
釈
書
を
よ
く
読
ん
で
も
ら
い
た
い
で

す
。
ヒ
ュ
パ
ル
ク
シ
ス
を
調
べ
れ
ば
必
ず
新
し
い
研
究
が
で
き

る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ

で
講
演
し
て
い
ま
す
が
、
研
究
し
て
く
だ
さ
る
方
が
な
か
な
か
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出
て
き
ま
せ
ん
（
笑
い
）。

　

こ
こ
で
、
主
語
化
可
能
性
の
問
題
か
ら
個
体
論
を
考
え
た
い

と
思
い
ま
す
。
私
は
お
そ
ら
く
、
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
が
そ
の
源
流

だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
実
例
が
あ
る
か
ど
う

か
と
い
う
主
語
化
可
能
性
、
複
数
の
実
例
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ

る
よ
う
な
関
係
で
あ
り
、
そ
れ
を
排
除
す
る
も
の
が
個
体
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
個
体
化
の
原
理
は
、
十
二
世
紀
に
共
約
不
可
能
性
（in-

com
m

ensurabilitas

）
と
し
て
三
位
一
体
論
の
場
面
で
出
さ
れ
ま
し

た
。
サ
ン
・
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
の
ギ
ヨ
ー
ム
（G

uillaum
e de C

ham
-

peaux, ca.1070 -1120

）
な
ど
を
見
て
も
わ
か
る
通
り
、
個
体
と
い

う
考
え
が
既
に
十
二
世
紀
に
お
い
て
導
入
さ
れ
、
ス
コ
ト
ゥ
ス

に
よ
っ
て
明
確
に
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、

ト
マ
ス
の
指
定
し
た
質
料
を
個
体
化
の
源
流
と
す
る
流
れ
と
は

違
っ
た
流
れ
と
言
え
ま
す
。

　

ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
の
「
こ
の
も
の
性
」
に
つ
い
て
、

ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
流
れ
を
踏
ま
え
、
述
語
に
先
立
っ
て
、
個
体

を
考
え
る
枠
組
み
が
考
察
さ
れ
て
い
ま
す
。
普
遍
を
特
殊
化
す

る
こ
と
で
そ
の
限
界
事
例
と
し
て
個
体
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
（G

ottfried 

W
ilhelm

 Leibniz, 1646 -1716

）
に
よ
る
ス
コ
ト
ゥ
ス
批
判
は
間
違

っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
一
方
で
、
オ
ッ
カ
ム
に
よ
る
ド
ゥ

ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
の
個
体
化
論
批
判
は
、
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の

系
譜
を
先
に
進
め
た
も
の
で
し
た
。
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
、
ド
ゥ
ン

ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
、
オ
ッ
カ
ム
は
同
じ
流
れ
に
あ
る
と
考
え
る

こ
と
も
で
き
る
の
で
す
。

普
遍
偶
有
性
説

　

先
ほ
ど
述
べ
た
、
存
在
偶
有
性
説
及
び
普
遍
偶
有
性
説
、
こ

れ
は
い
ず
れ
も
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
『
形
而
上
学
』
第
五
巻
第
一

節
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　
「
普
遍
偶
有
性
説
」
は
以
下
の
テ
キ
ス
ト
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
１
）
普
遍
で
あ
る
限
り
の
普
遍
と
、
普
遍
性
が
付
随
す
る
基

体
と
な
る
も
の
は
、
別
々
の
も
の
で
あ
る
。

（
２
）
馬
性
の
定
義
は
、
普
遍
性
の
定
義
の
外
部
に
あ
り
、
ま

た
普
遍
性
は
馬
性
の
定
義
に
含
ま
れ
て
は
い
な
い
。
と

い
う
の
も
、
馬
性
の
有
し
て
い
る
定
義
は
普
遍
性
を
欠
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い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
馬
性
に
普
遍
性
が
付
随

す
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
馬
性
は
そ
の
定
義
に
複
数
の

も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
限
り
普
遍
で
あ
り
、
指
定
さ
れ

た
特
性
や
偶
有
性
と
と
も
に
捉
え
ら
れ
る
場
合
は
、
個

別
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
馬
性
は
そ
れ
自
体
で
は
馬
性
に

他
な
ら
な
い
。

（Avicenna, M
etaphysica , V.1 .

）

「
普
遍
偶
有
性
説
」
は
、
普
遍
に
先
行
す
る
も
の
が
あ
っ
て
、
そ

れ
が
「
一
」
や
「
多
」
に
分
類
さ
れ
る
と
い
う
枠
組
み
が
あ
る
こ

と
を
予
想
さ
せ
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
が
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
立

場
で
し
た
。
ま
ず
〈
共
通
者
〉
＝
中
立
無
記
的
な
も
の
が
あ
り
、

そ
こ
に
普
遍
性
や
個
別
性
が
付
随
す
る
と
す
れ
ば
、〈
共
通
者
〉

と
い
う
一
種
の
普
遍
が
先
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
実
在
論
が
展

開
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ト
ウ
ィ
ー
デ
イ
ル
は
そ
う
解
釈

を
し
ま
し
た
。
こ
の
普
遍
の
立
場
は
、
十
四
世
紀
ご
ろ
に
よ
く
見

ら
れ
た
物
の
な
か
に
お
け
る
普
遍
（universale in re

）
の
整
理
に

つ
な
が
っ
て
い
く
気
が
し
ま
す
。

　

馬
性
は
〈
純
粋
本
質
〉
と
考
え
ら
れ
ま
す
。〈
純
粋
本
質
〉
は

私
が
つ
け
た
仮
称
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
も
の
は
普
遍
に
関
す
る

三
分
類
の
後
に
登
場
し
ま
す
。『
形
而
上
学
』
第
五
巻
の
後
で
す
。

〈
純
粋
本
質
〉
は
、
普
遍
に
お
け
る
ど
れ
か
一
つ
の
在
り
方
を
指

す
の
で
は
な
く
、
三
分
類
に
共
通
し
て
存
在
す
る
観
念
と
し
て
の

在
り
方
に
な
り
ま
す
。

　

ト
ウ
ィ
ー
デ
イ
ル
に
よ
る
「
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
的
伝
統
」、

つ
ま
り
、〈
共
通
者
〉
と
い
う
中
立
的
な
も
の
か
ら
、
個
物
や
普

遍
に
分
か
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
一
見
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
的
伝

統
は
実
在
論
的
な
流
れ
の
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。
ト
ウ
ィ
ー
デ
イ

ル
は
そ
う
解
釈
し
て
い
ま
す
。

　

普
遍
は
あ
く
ま
で
精
神
の
観
念
を
示
す
と
い
う
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ

の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
も
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
も

実
在
論
で
は
な
く
、や
は
り
唯
名
論
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
〈
純
粋
本
質
〉
を
直
接
〈
本
質
存
在
〉
と
し

て
受
容
し
た
の
が
、
ヘ
ン
リ
ク
ス
で
す
。
ヘ
ン
リ
ク
ス
は
、
忠
実

に
そ
し
て
か
な
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
さ
せ
て
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
考
え

を
受
け
取
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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３
　「
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
的
伝
統
」

　
　（
中
立
無
記
説
）

「
本
質
の
中
立
無
記
説
」
の
系
譜

　

ア
ラ
ン
・
ド
・
リ
ベ
ラ
に
関
し
て
は
、
二
〇
一
六
年
九
月
に

「
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
協
会あ」
で
説
明
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
ア

ラ
ン 

ド
・
リ
ベ
ラ
の
解
釈
や
、
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
的
な
伝
統

に
つ
い
て
紹
介
し
ま
し
た
。
結
論
だ
け
申
し
上
げ
ま
す
と
、
中

立
無
記
説
つ
ま
り
「
い
ず
れ
で
も
な
い
」
こ
と
は
〈
共
通
者
〉

の
大
事
な
性
質
だ
が
、
最
も
大
事
な
性
質
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
心
の
観
念
と
し
て
あ
っ
て
、
い
ず
れ
に
も
な
り

得
る
潜
在
的
な
も
の
と
見
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
れ
を
、
実
在
論
的
に
見
た
い
人
は
実
在
論
的
に
見
え
ま
す

し
、
唯
名
論
的
に
見
た
い
人
は
唯
名
論
的
に
見
え
る
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
デ
・

ア
ニ
マ
』
の
第
一
巻
第
一
章
に
整
理
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、『
デ
・
ア
ニ
マ
』
第
一
巻
第
一
章
の
「
普

遍
と
し
て
の
動
物
は
無
か
（
個
物
よ
り
も
）
後
の
も
の
で
あ
る
」

と
い
う
箇
所
へ
の
註
釈
に
お
い
て
、
普
遍
と
は
別
個
の
も
の
と

し
て
〈
共
通
者
〉（to koinon

）
を
持
ち
出
し
、
こ
の
〈
共
通
者
〉

の
問
題
次
元
を
取
り
出
し
ま
し
た
。
こ
の
箇
所
は
ア
フ
ロ
デ
ィ

シ
ア
ス
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
『
難
問
集
』（Q

uaestiones

）
に

収
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
実
は
何
種
類
も
の
ア
ラ
ビ
ア
語
訳
が
出

て
お
り
、
そ
れ
ら
が
広
く
読
ま
れ
、
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
に
伝
わ
っ

て
い
き
ま
し
た
。

　

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
に
と
っ
て
、
普
遍
は
無
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ム
ゥ
タ
ジ
ラ
派
の
立
場
で
す
と
、
無
は
常
に
何
ら
か
の
仕

方
で
存
在
し
て
い
ま
す
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
な
か
で
、
普

遍
は
個
物
よ
り
も
後
の
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
た
め
に
、
彼
は
従
来
、
徹
底
的
な
反
実
在
論
（anti-realism

）

の
者
と
見
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
ト
ウ
ィ
ー
デ
イ

ル
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
に
実
在
論
的
な
契
機
が
見
ら
れ
る
こ

と
を
強
調
し
ま
す
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
、〈
共
通
者
〉
と
普

遍
を
明
確
に
区
分
し
、
普
遍
が
偶
有
性
で
あ
り
、
そ
し
て
〈
共

通
者
〉
が
先
行
性
を
有
す
る
と
い
う
議
論
を
取
り
出
し
、
か
な

り
苦
労
し
な
が
ら
で
す
が
、
実
在
論
的
な
傾
向
に
注
目
し
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、
ト
ウ
ィ
ー
デ
イ
ル
の
一
九
八
四
年
の
論
文
に
書

い
て
あ
り
ま
す
（Tw

eedale 1984 : 296

）。
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さ
ら
に
、
共
通
者
の
問
題
を
引
き
継
ぐ
系
譜
を
「
ア
フ
ロ
デ
ィ

シ
ア
ス
的
な
伝
統
」
と
名
づ
け
、
そ
れ
が
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト

ゥ
ス
に
も
及
ん
で
い
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
す
る
と
、〈
共
通
者
〉

を
指
定
す
る
こ
と
が
実
在
を
含
意
す
る
の
か
、
そ
も
そ
も
〈
共

通
者
〉
と
は
何
な
の
か
、
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
先
ほ

ど
述
べ
た
心
の
観
念
に
重
な
っ
て
き
ま
す
。

　

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
、「
普
遍
は
思
惟
に
お
い
て
存
在

（einai

）
を
も
ち
、
個
物
に
お
い
て
存
立
な
い
し
成
立
（hypostasis 

ou hypaxis

）
を
も
つ
」
と
整
理
し
ま
す
。
こ
こ
に
決
定
的
な
意
味

が
あ
り
ま
す
。

　

存
立
な
い
し
成
立
を
意
味
す
る
ギ
リ
シ
ャ
語
の
ヒ
ュ
パ
ル
ク

シ
ス
は
、
ラ
テ
ン
語
で
イ
ン
エ
ッ
セ
（inesse, inhaerentia
／
内
属
、

部
分
を
構
成
す
る
）
と
訳
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
た
だ
ヒ
ュ
パ
ル
ク

シ
ス
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
＝
ラ
テ
ン
語
辞
典
を
見
る
と
、
エ
ク
シ

ス
テ
ン
テ
ィ
ア
（existentia

）
と
訳
さ
れ
て
い
る
場
合
も
多
い
よ

う
で
す
。

　

こ
の
ヒ
ュ
パ
ル
ク
シ
ス
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、
私
の
力
が
及

ば
ず
ま
だ
研
究
が
進
ん
で
い
ま
せ
ん
。
イ
タ
リ
ア
で
は
論
文
集

な
ど
も
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
音
楽
家
で
あ
る
と
言
っ
た
場
合

に
、
音
楽
家
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
ど
う
内
在
し
て
い
る
の
か
。
そ

れ
は
本
質
な
の
か
、
偶
有
性
な
の
か
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
（habitus

）

な
の
か
、
現
実
態
な
の
か
、
い
ろ
い
ろ
な
解
釈
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
は
問
わ
ず
に
、
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
説
明
す
る
の
が

エ
ク
シ
ス
テ
ン
テ
ィ
ア
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
ヒ
ュ
パ
ル
ク
シ

ス
と
い
う
概
念
が
表
れ
て
く
る
の
は
、
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
の

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
、
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
伝
統
の
な
か
に
お
い

て
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
論
理
学
の
代
示
理
論
の
な
か
で
実

は
似
た
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
ア
ン
テ
ィ
ク
ウ
ス

（antiquus

）
と
い
う
十
三
世
紀
の
古
い
形
而
上
学
の
立
場
の
人
た

ち
の
枠
を
使
わ
ず
、
代
示
と
い
っ
た
新
し
い
枠
組
み
を
使
っ
て

い
た
の
で
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

４
　
存
在
偶
有
性
説

　

実
は
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
も
「
存
在
偶
有
性
説
」
に
は

い
ろ
い
ろ
苦
労
し
た
よ
う
で
す
。
彼
は
、「
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
よ

う
な
天
才
が
、『
存
在
が
偶
有
性
で
あ
る
』
と
変
な
こ
と
を
考
え

て
い
る
」
と
批
判
的
に
見
て
い
ま
し
た
。



266

　

私
の
見
通
し
と
し
て
は
、
主
語
で
は
な
く
て
、
述
語
、
観
念

を
先
行
さ
せ
て
考
え
て
い
る
と
捉
え
れ
ば
こ
の
枠
組
み
も
理
解

し
や
す
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
が
晩
年
に
書
い
た
『
指
示
と
勧
告
』
と
い
う

本
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
い
ろ
い
ろ
な
要
素
が
入
っ
た
本
で

す
が
、
四
部
構
成
の
う
ち
の
第
一
部
で
す
。Rem

arks and  

Adm
onitions 

と
い
う
英
訳
も
出
て
い
ま
す
。「
イ
ス
ラ
ミ
ッ
ク
・

フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
・
オ
ン
ラ
イ
ンい」
と
い
う
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
イ
ナ
ー
テ
ィ
（Sham

s C
. Inati

）

に
よ
る
『
指
示
と
勧
告
』
の
英
訳
か
ら
、
大
事
な
箇
所
を
私
の

試
訳
で
紹
介
し
ま
す
。

　

本
質
を
有
す
る
も
の
は
総
て
、
事
物
の
う
ち
に
存
在
す

る
も
の
と
し
て
か
、
ま
た
は
精
神
に
お
い
て
表
象
さ
れ
た

も
の
と
し
て
か
の
い
ず
れ
か
と
し
て
現
成
す
る
。（
中
略
）

も
し
そ
の
事
物
が
、
今
の
述
べ
た
二
つ
の
存
在
様
態
の
う

ち
の
い
ず
れ
で
も
な
い
リ
ア
リ
テ
ィ
（ḥaqīqa

）
を
有
し
、

そ
れ
ら
の
い
ず
れ
を
も
構
成
要
素
と
し
な
い
場
合
、
存
在

は
事
物
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
付
加
さ
れ
る
概
念
（m

a'nan 

m
uḍāf

）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
随
伴
的
（lā zim

）
で
あ

る
か
、
ま
た
は
非
随
伴
的
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。

　

存
在
の
原
因
は
本
質
の
原
因
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ

る
。
例
え
ば
、「
人
間
性
」
そ
れ
自
体
は
或
る
リ
ア
リ
テ
ィ
・

本
質
で
あ
る
が
、
事
物
の
う
ち
か
ま
た
は
精
神
の
う
ち
の

い
ず
れ
か
の
う
ち
に
存
在
す
る
こ
と
は
、
そ
の
構
成
要
素

（m
uqaw

w
im

）
で
は
な
く
、
人
間
性
に
付
加
さ
れ
る
も
の

（m
uḍāf

）
に
す
ぎ
な
い
。

（
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
『
指
示
と
勧
告
』
第
一
部
第
十
章
）う

言
葉
の
説
明
を
少
し
加
え
ま
す
。「
現
成
」
は
、
成
立
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。「
ハ
キ
ー
カ
（ḥaqīqa

）」
は
な
か
な
か
翻
訳

で
き
な
い
言
葉
で
す
が
、
リ
ア
リ
テ
ィ
と
訳
し
ま
し
た
。「
ケ
ル

テ
ィ
ト
ゥ
ー
ド
（certitudo

）」
な
ど
と
訳
さ
れ
ま
し
た
が
、
ほ
と

ん
ど
伝
わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。「
マ
ー
ナ
ー
・
ム
ダ
ー
フ
（m

a'nan 

m
udaf

）」
は
、
ム
ダ
ー
フ
で
す
か
ら
後
か
ら
く
っ
つ
く
イ
メ
ー
ジ

で
す
。「
ラ
ー
ジ
ム
（lā zim

）」
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
枠
組
み
で

は
特
有
性
を
表
し
ま
す
。
本
質
を
構
成
し
て
い
な
い
が
、
必
ず

く
っ
つ
い
て
く
る
も
の
が
ラ
ー
ジ
ム
で
す
。
随
伴
的
で
あ
る
か
、
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ま
た
は
非
随
伴
的
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
と
さ
れ
ま
す
。
そ
し

て
、「
事
物
の
う
ち
」
に
あ
る
か
、「
精
神
の
う
ち
」
に
あ
る
か
は
、

偶
有
的
で
し
か
な
い
。
あ
と
で
、
付
け
加
わ
る
も
の
で
し
か
な

い
と
言
い
ま
す
。

　

こ
の
箇
所
は
二
十
世
紀
前
半
、
存
在
と
本
質
の
実
在
的
区
別

を
示
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
う
い
っ
た
解

釈
は
ゴ
ア
シ
ョ
ン
（A

m
élie-M

arie G
oichon, 1894 -1977

）
や
ジ
ル

ソ
ン
（Étienne H

. G
ilson, 1884 -1978

）
に
よ
る
も
の
で
、
い
ま
は

ほ
と
ん
ど
受
け
継
が
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
は
存
在

と
本
質
の
実
在
的
区
別
を
主
張
し
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
が

そ
れ
を
受
容
し
、
整
備
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
ト
ミ

ス
ト
（
ト
マ
ス
の
説
を
と
る
学
者
）
は
、
存
在
を
偶
有
性
と
す
る
極

端
な
論
点
を
除
去
し
た
う
え
で
、
存
在
と
本
質
の
実
在
的
区
別

を
受
け
継
い
だ
と
解
釈
し
て
い
ま
す
。

　

確
か
に
『
存
在
と
本
質
』（D

e ente et essentia , 1252 -56

）
は
ト

マ
ス
が
三
十
歳
の
と
き
の
著
作
で
す
。
存
在
と
本
質
の
関
係
に

関
す
る
考
察
は
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
議
論
に
則
し
て
い
ま
す
。
三

十
歳
の
若
き
ト
マ
ス
は
、
ま
だ
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
存
在
論
が
ほ

と
ん
ど
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
ろ
に
、
パ
リ
大
学
で
画
期

的
な
解
釈
を
出
し
た
わ
け
で
す
。

　

こ
の
こ
と
は
、
ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
マ
グ
ヌ
ス
（A

lbertus 

M
agnus, ca.1200 -1280

）
が
、
パ
リ
大
学
の
教
授
の
資
格
を
満
た

し
て
い
な
か
っ
た
ト
マ
ス
を
教
授
に
推
薦
す
る
き
っ
か
け
に
な

り
ま
し
た
。
ト
マ
ス
は
当
時
か
ら
、
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
に
つ
い
て

ず
ば
抜
け
た
理
解
力
を
も
っ
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

彼
が
晩
年
に
著
し
た
『
能
力
論
』（D

e potentia , 1265 -66

）
で
は
、

存
在
論
も
少
し
違
っ
て
き
ま
す
。
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
だ
け
に
偏
向

せ
ず
に
、
存
在
（esse

）
は
総
て
の
被
造
物
に
偶
有
的
に
あ
る
（esse 

est cuilibet creaturae per accidens

）
こ
と
を
認
め
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
存
在
が
偶
有
的
に
あ
る
の
は
、
実
体
／
偶
有
性
の
対
比

に
お
け
る
偶
有
性
で
は
な
く
、
本
質
／
偶
有
性
の
対
比
に
お
け

る
偶
有
性
で
あ
る
と
整
理
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
実
体
と
偶
有
性

と
の
対
比
に
お
い
て
は
、
実
体
は
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
も
の

（ens per se

）
で
あ
る
の
に
対
し
、
偶
有
性
は
他
の
も
の
に
よ
っ
て

成
り
立
つ
も
の
（ens per aliud

）
と
考
え
ま
し
た
。
偶
有
性
を
他

の
も
の
の
う
ち
の
存
在
（ens in alio

）
と
捉
え
る
流
れ
も
あ
り
、

こ
こ
に
も
解
明
さ
れ
る
べ
き
論
点
が
あ
り
ま
す
。
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本
質
と
偶
有
性
と
の
対
比
の
実
例

　

実
体
と
偶
有
性
と
の
対
比
、
ま
た
本
質
と
偶
有
性
の
対
比
に

つ
い
て
、
実
例
を
考
え
て
み
ま
し
た
。
ま
ず
ト
マ
ス
の
実
体
と

偶
有
性
の
対
比
は
、
チ
ェ
シ
ャ
猫
と
ニ
タ
ニ
タ
笑
い
の
対
比
に

た
と
え
ら
れ
ま
す
。『
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
』
で
は
、
ニ
タ
ニ

タ
笑
い
だ
け
が
残
り
ま
す
が
、
偶
有
性
は
そ
れ
自
体
で
は
成
立

し
ま
せ
ん
。
チ
ェ
シ
ャ
猫
が
消
え
た
の
に
、
ニ
タ
ニ
タ
笑
い
だ

け
残
る
か
ら
お
か
し
い
わ
け
で
す
。

　

一
方
、
本
質
と
偶
有
性
は
、
讃
岐
う
ど
ん
と
ト
ッ
ピ
ン
グ
に

た
と
え
ら
れ
ま
す
。
讃
岐
う
ど
ん
に
油
揚
げ
を
載
せ
て
も
、
卵

を
載
せ
て
も
い
い
、
何
も
載
せ
な
く
て
も
い
い
わ
け
で
す
。
そ

れ
が
、
本
質
と
偶
有
性
の
対
比
で
す
。

　

ト
マ
ス
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
は
ニ
タ
ニ
タ
笑

い
と
存
在
が
同
じ
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
存

在
し
て
い
る
も
の
し
か
実
体
に
な
り
得
な
い
の
で
、
存
在
を
ト

ッ
ピ
ン
グ
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
し
た
。
ト
マ
ス
は
、
存
在
は

ト
ッ
ピ
ン
グ
な
ど
で
は
な
く
、
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
自
身
が
正
し
い

語
り
方
を
し
て
い
な
い
と
整
理
し
ま
す
。
し
か
し
、
今
日
の
お

話
で
見
え
て
き
た
の
は
、
最
も
先
立
つ
も
の
、
つ
ま
り
「
花
が

存
在
す
る
」
の
で
は
な
く
、「
存
在
が
花
す
る
」
と
ア
ヴ
ィ
セ
ン

ナ
が
考
え
た
点
で
す
。
存
在
が
最
初
に
あ
り
、
そ
こ
に
花
と
い

う
の
が
現
れ
る
の
で
す
。

　

た
と
え
ば
、
真
っ
暗
で
桜
の
花
だ
か
椿
の
花
だ
か
わ
か
ら
な

い
が
、
何
か
存
在
し
て
い
る
の
は
わ
か
る
、
よ
く
見
る
と
桜
だ

っ
た
、
と
い
う
経
験
は
あ
り
ま
す
。「
存
在
が
花
す
る
」「
存
在

が
桜
す
る
」
わ
け
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
意
識
の
現
象
に
お
い
て
考
え
て
も
、
朝
目
覚
め
る

際
に
は
、
ま
ず
私
が
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
目
が
覚
め
る
と
光

が
あ
る
と
か
、
眠
い
と
か
、
疲
れ
た
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が

沸
き
上
が
っ
て
、
そ
の
後
に
意
識
が
生
じ
て
私
が
出
て
き
ま
す
。

存
在
の
ほ
う
が
先
立
っ
て
い
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
が
、
器
で
い

え
ば
、
普
通
は
夢
で
の
偶
有
性
は
器
の
外
側
に
あ
り
、
本
質
は
器

の
内
側
に
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
は
、
晩
年
『
補
遺
記
』
の
な
か

で
も
述
べ
て
お
り
、
モ
ッ
ラ
ー
・
サ
ド
ラ
ー
が
そ
れ
を
受
け
継
ぎ

ま
し
た
。
十
七
世
紀
に
は
、
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
偶
有
性
は
普
通
の

偶
有
性
と
違
う
と
み
な
さ
れ
ま
し
た
。
彼
は
、
最
初
に
あ
る
も
の

を
偶
有
性
と
呼
ん
だ
の
で
す
。
先
ほ
ど
の
器
の
話
で
い
う
と
、
普
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通
は
、
器
の
内
側
と
外
側
で
何
か
を
分
け
ま
す
。
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ

は
、
器
そ
の
も
の
の
在
り
方
を
偶
有
性
と
言
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
、

最
も
先
な
る
も
の
と
し
て
あ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
か
な

と
い
う
気
が
し
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
存
在
偶
有
性
説
は
ト
マ
ス
の
な
か
で
は
理
解
さ
れ

な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ト
マ
ス
の
存
在
概
念
と
ア
ヴ
ィ
セ

ン
ナ
の
存
在
概
念
は
や
は
り
異
質
な
関
係
に
あ
り
ま
し
た
。
な
ぜ

な
ら
、
ト
マ
ス
の
枠
組
み
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
実
体
を
先
行

さ
せ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
的
存
在
論
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
ア

ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
そ
れ
は
、
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド

ロ
ス
の
新
プ
ラ
ト
ン
派
的
な
述
語
の
ほ
う
を
先
立
て
る
存
在
論
だ

っ
た
か
ら
で
す
。
で
す
の
で
、
同
じ
存
在
を
語
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
が
ず
れ
て
い
く
の
は
仕
方
な
か
っ
た
の
か
な
と
い
う
気
は
し

ま
す
。

　

ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
が
オ
ッ
カ
ム
に
つ
な
が
る
こ
と
は
先
ほ
ど
若
干

示
し
た
通
り
で
す
が
、
ス
コ
ト
ゥ
ス
の
「
存
在
の
一
義
性
」
や
具

体
化
論
と
も
つ
な
が
り
そ
う
だ
と
い
う
の
が
い
ま
の
見
通
し
で

す
。
少
な
く
と
も
テ
キ
ス
ト
に
関
し
て
ス
コ
ト
ゥ
ス
は
オ
ッ
カ
ム

が
依
拠
し
た
も
の
を
よ
く
使
い
、
個
体
化
論
や
「
存
在
の
一
義
性
」

を
議
論
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
細
か
く
見
な

い
と
論
証
で
き
ま
せ
ん
が
、
今
後
さ
ら
に
検
討
し
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

　

オ
ッ
カ
ム
の
唯
名
論
と
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
を
一
つ
の
流
れ
の
な
か

で
捉
え
て
よ
い
と
す
れ
ば
、「
普
遍
論
争
」
に
関
す
る
見
方
も
変
わ

っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
私
た
ち
が
中
世
を
見
る
場
合
の

作
業
図
式
も
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
暗
示
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
現
在
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
そ

う
い
っ
た
新
し
い
枠
組
み
に
基
づ
い
た
研
究
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

質
疑
応
答

【
質
問
者
Ａ
】
オ
ッ
カ
ム
が
言
っ
た
「
普
遍
が
心
の
概
念
で
あ
る

こ
と
」
に
つ
い
て
確
認
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
た
と
え
ば
「
赤
で

あ
っ
て
、
色
が
な
い
も
の
」
と
い
う
場
合
、
一
応
は
術
語
化
で

き
ま
す
が
、
概
念
的
に
は
不
可
能
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
、「
普
遍
と
し
て
存
在
論
的
な
地
位
を
与
え
ら
れ
る
」
と

い
う
前
提
が
成
立
し
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

【
講
師
】
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。「
赤
く
て
色
が
な
い
も
の
」

と
言
っ
た
場
合
、
そ
う
い
っ
た
も
の
は
お
そ
ら
く
概
念
と
し
て
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矛
盾
を
含
ん
で
お
り
、
あ
く
ま
で
も
実
例
が
存
在
す
る
可
能
性

が
あ
り
ま
せ
ん
。
観
念
す
な
わ
ち
マ
ー
ナ
と
し
て
は
成
り
立
た

な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
当
然
、
普
遍
で
は
な

い
と
い
え
ま
す
。

【
質
問
者
Ａ
】
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
概
念
的
に
可
能
と
す
る
立
場

と
不
可
能
と
す
る
立
場
で
分
か
れ
る
と
思
い
ま
す
。
分
析
哲
学

者
な
ど
は
可
能
世
界
に
訴
え
て
考
え
る
の
が
通
常
だ
と
思
い
ま

す
が
、
形
而
上
学
的
に
不
可
能
だ
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
か
。

【
講
師
】「
七
角
形
の
家
」
は
観
念
と
し
て
理
解
で
き
そ
う
で
す

が
、
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
あ
る
い
は
「
シ
ン
・
ゴ
ジ
ラ
」
の
よ
う
な

架
空
の
物
語
の
存
在
、
本
当
は
存
在
し
得
な
い
が
存
在
す
る
か

の
よ
う
に
思
え
て
し
ま
う
も
の
に
つ
い
て
ま
で
厳
密
に
考
え
ら

れ
て
い
る
か
ど
う
か
見
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ク
ヌ
ー
テ
ィ

ラ
（Sim

o K
nuuttila

）
と
い
う
研
究
者
は
、
様
相
理
論
の
革
命
が

ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
に
あ
っ
た
と
解
釈
し
ま
し
た
が
、
仮
に
過
去
、

現
在
、
未
来
に
一
度
も
登
場
し
た
こ
と
が
な
い
も
の
で
も
可
能

と
し
ま
し
た
。
充
実
性
の
原
理
に
基
づ
け
ば
、
可
能
な
も
の
は

い
つ
か
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
唱
え
た
の
で
す
。

永
遠
に
存
在
し
な
い
も
の
は
不
可
能
だ
と
さ
れ
る
は
ず
が
、
ア

ヴ
ィ
セ
ン
ナ
は
明
確
に
「
存
在
し
な
く
と
も
可
能
」
と
い
っ
て

可
能
性
の
条
件
を
広
げ
ま
し
た
。

【
質
問
者
Ａ
】
先
生
は
、
潜
在
的
普
遍
と
捉
え
る
の
も
問
題
を
含

ん
で
い
る
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
こ
の
点
を
も
う
少
し
具
体

的
に
教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。
こ
れ
は
、〈
共
通
者
〉
が
心
の

概
念
で
あ
り
、
潜
在
的
な
普
遍
を
指
す
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
も
そ
も
存
在
者
と
し
て
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
た
め
「
潜
在

的
普
遍
と
捉
え
る
こ
と
自
体
が
間
違
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
か
。

【
講
師
】
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
私
が
迷
っ
て
い
る
と
こ
ろ

を
指
摘
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
当
は
「
潜
在
的
普
遍
と
捉

え
る
の
は
誤
り
で
あ
る
」
と
言
い
た
い
の
で
す
が
、
そ
れ
を
た

め
ら
う
理
由
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
実
際
（realiter

）
に
は
そ

う
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
い
わ
ば
比
喩
的
な
意
味
で
「
普
遍
」

と
い
う
の
が
潜
在
的
（in potentia

）
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
認
識
す

れ
ば
普
遍
と
な
る
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

よ
り
緩
や
か
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
十
四
世
紀
半
ば
に
イ
ン
ポ
テ
ン
テ
ィ
ア
を
用
い
た

場
合
も
、
十
四
世
紀
後
半
で
は
そ
れ
が
誤
り
と
さ
れ
た
こ
と
も
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あ
っ
た
は
ず
で
す
。
で
す
か
ら
、
大
体
の
と
こ
ろ
は
明
確
に
誤

り
だ
と
言
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

【
質
問
者
Ｂ
】
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
た
ち
の
形
而

上
学
を
学
ぶ
際
に
、
文
献
的
な
齟
齬
や
何
ら
か
の
問
題
で
読
み

損
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ア
ヴ
ィ

セ
ン
ナ
自
身
が
、
そ
れ
ほ
ど
正
確
に
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、
い
か
か
で
し
ょ
う
か
。

【
講
師
】
私
も
そ
の
点
は
あ
ま
り
専
門
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
イ

ス
ラ
ー
ム
世
界
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ャ
語
の
翻
訳
に
は
大
き
な
苦

労
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
翻
訳
の
ル
ー
ト
も
、
シ
リ
ア
語
を
経

由
し
て
ア
ラ
ビ
ア
語
に
訳
さ
れ
た
場
合
や
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
を
経

由
し
て
ア
ラ
ビ
ア
語
に
訳
さ
れ
た
場
合
、
あ
る
い
は
九
世
紀
の

フ
ナ
イ
ン
・
イ
ブ
ン
・
イ
ス
ハ
ー
ク
（Ḥ

unayn ibn Isḥāq , 809 /10 -

877

）
の
よ
う
に
ギ
リ
シ
ャ
語
か
ら
直
接
ア
ラ
ビ
ア
語
に
訳
す
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
た
め
ア
ラ
ビ
ア
語
で
は
、
同
じ
意
味
を
も
っ
た
言
葉
が

三
つ
に
も
四
つ
に
も
分
か
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
現
象
が
見
ら
れ

ま
す
。
た
と
え
ば
、
ギ
リ
シ
ャ
語
で
「
存
在
」
を
意
味
す
る
エ

イ
ナ
イ
（einai

）
も
、
ア
ラ
ビ
ア
語
に
な
る
と
ウ
ジ
ュ
ー
ド

（w
ujū d

）
や
フ
ウ
ィ
ー
ヤ
（huw

ī yah

）
と
い
う
よ
う
に
、
訳
し
分

け
が
起
こ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
キ
ン
デ
ィ
ー
の
系
の
訳
と
、
フ

ナ
イ
ン
・
イ
ブ
ン
・
イ
ス
ハ
ー
ク
系
の
訳
で
も
違
っ
て
き
ま
す
。

で
す
か
ら
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
理
解
す
る
う
え
で
も
問
題
が

あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
最
終
的
に
は
翻
訳
の
段
階
で
ず

れ
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
か
な
り
歪
ん
で
し
ま
っ
た
原
因
の
一
つ
と
し
て
、

ギ
リ
シ
ャ
語
で
「
実
体
」
を
意
味
す
る
ウ
ー
シ
ア
（ousia

）
は
、

ア
ラ
ビ
ア
語
で
は
ジ
ャ
ウ
ハ
ル
（jauhar

）、
宝
物
と
も
訳
さ
れ
ま

し
た
。
い
ま
で
も
エ
ジ
プ
ト
か
ら
留
学
生
が
や
っ
て
来
て
、
ア

ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
い
う
ジ
ャ
ウ
ハ
ル
が
「
あ
あ
、わ
か
る
、わ
か
る
」

と
い
い
ま
す
。「
ジ
ャ
ウ
ハ
ル
は
宝
物
で
し
ょ
う
、
大
事
な
も
の

だ
よ
ね
」
と
。
こ
れ
は
、
日
常
生
活
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
か

つ
て
ギ
リ
シ
ャ
語
の
対
訳
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
す
が
、
一

対
一
で
対
応
し
な
い
た
め
に
、
い
ろ
い
ろ
訳
し
分
け
ら
れ
ま
し

た
。
で
す
か
ら
、
か
な
り
ず
れ
て
し
ま
っ
た
状
況
が
あ
っ
た
と

思
い
ま
す
。
し
か
も
、
人
に
よ
っ
て
訳
が
違
い
ま
す
の
で
、
翻

訳
可
能
性
の
問
題
が
出
て
き
た
の
か
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
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『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
神
学
』
と
い
う
著
作
が
あ
り
ま
し
た
が
、

実
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
『
エ
ネ
ア
デ
ス
』（
四
〜
六
巻
）
で
か
な

り
自
由
な
か
た
ち
で
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

核
と
な
る
神
学
が
著
さ
れ
た
と
捉
え
ら
れ
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の

思
想
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
の
中
心
に
あ
る
と
し
て
、
か

な
り
歪
ん
だ
仕
方
で
理
解
さ
れ
て
い
っ
た
気
が
い
た
し
ま
す
。

【
質
問
者
Ｃ
】
レ
ク
チ
ャ
ー
で
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
リ
ア
リ

テ
ィ
（
ハ
キ
ー
カ
）
と
存
在
の
関
係
に
つ
い
て
も
う
少
し
説
明
し

て
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

【
講
師
】
ハ
ッ
ク
（ḥaqq

）
と
い
う
名
詞
が
あ
り
ま
す
が
、
九⊖

十
世
紀
の
最
初
期
の
ス
ー
フ
ィ
ー
で
あ
る
ジ
ュ
ナ
イ
ド
（al-

Junayd, ?-910

）
は
、「
ア
ナ
・
ル
・
ハ
ッ
ク
（anā al-Ḥ

aqq

）」
つ

ま
り
「
私
は
神
で
あ
る
」
と
書
き
ま
し
た
。
ハ
ッ
ク
と
い
う
の
は
、

こ
の
世
界
の
な
か
で
一
番
根
源
的
な
も
の
を
指
し
て
い
ま
す
。

　

存
在
は
ギ
リ
シ
ャ
的
に
考
え
れ
ば
最
初
の
も
の
で
す
が
、
イ

ス
ラ
ー
ム
的
に
考
え
れ
ば
後
に
出
て
く
る
も
の
と
さ
れ
ま
す
。

ハ
ッ
ク
の
ほ
う
が
先
で
す
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
と
重
な
っ
て
く

る
の
が
ム
ゥ
タ
ジ
ラ
派
の
原
子
論
の
刹
那
滅
の
発
想
で
す
。
原

子
に
は
存
在
と
非
存
在
が
あ
り
、
事
物
を
ア
ラ
ビ
ア
語
で
シ
ャ

イ
ウ
（shay’

）、
ラ
テ
ン
語
で
は
レ
ー
ス
（res

）
と
い
い
ま
す
。

存
在
と
非
存
在
の
上
位
概
念
と
し
て
事
物
（
シ
ャ
イ
ウ
）
が
あ
る

た
め
、
存
在
は
最
初
の
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
シ
ャ
イ
ウ
を

つ
く
っ
た
の
が
神
、
つ
ま
り
ハ
ッ
ク
が
あ
り
、
シ
ャ
イ
ウ
の
な

か
に
存
在
が
あ
る
。
イ
ン
ド
の
説
一
切
有
部
と
似
て
い
る
と
い

う
説
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
影
響
関
係
が
あ
る
か
ど
う
か
は
は

っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
ピ
ネ
ス
と
い
う
研
究
家

が
、
こ
れ
は
説
一
切
有
部
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

解
釈
を
し
ま
し
た
。
そ
の
可
能
性
が
な
い
と
は
い
え
ま
せ
ん
が
、

あ
る
と
も
い
え
な
い
の
が
現
状
の
研
究
か
と
思
い
ま
す
。

【
質
問
者
Ｃ
】「
リ
ア
リ
テ
ィ
と
存
在
」
と
日
本
語
で
い
う
と
本

来
の
話
と
若
干
ず
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
が
い
か
か
で

し
ょ
う
か
。

【
講
師
】
ハ
キ
ー
カ
を
リ
ア
リ
テ
ィ
と
訳
し
た
の
は
井
筒
俊
彦
先

生
で
、
正
直
ハ
キ
ー
カ
は
訳
し
よ
う
が
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。
真
実
在
が
そ
れ
に
近
い
か
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
ね
。
真

如
と
書
い
て
も
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
一
番
の
基
本
概

念
は
ハ
キ
ー
カ
で
す
。
一
方
、
存
在
は
三
番
目
く
ら
い
の
概
念
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に
な
る
で
し
ょ
う
。

【
質
問
者
Ｄ
】
先
ほ
ど
テ
キ
ス
ト
の
翻
訳
の
問
題
に
触
れ
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。
普
遍
は
名
前
な
の
か
命
題
な
の
か
、
こ
う
い
う

問
題
で
、
そ
も
そ
も
ギ
リ
シ
ャ
語
か
ら
ア
ラ
ビ
ア
語
へ
の
言
語

の
問
題
の
個
別
性
の
も
の
と
い
う
の
は
当
時
、
名
前
と
言
語
と

の
ス
テ
イ
タ
ス
の
違
い
と
い
う
の
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
語
ら
れ

て
い
る
の
か
を
お
聞
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
講
師
】
ギ
リ
シ
ャ
語
と
ア
ラ
ビ
ア
語
は
ゲ
ル
マ
ン
系
と
セ
ム
系

で
語
族
が
違
い
ま
す
の
で
、
一
つ
一
つ
が
対
応
し
て
い
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
根
本
的
な
発
想
が
異
な
り
ま
す
。
で
す

か
ら
、
ギ
リ
シ
ャ
語
に
お
い
て
基
本
用
語
と
さ
れ
て
い
る
も
の

が
ア
ラ
ビ
ア
語
に
は
全
然
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
た

と
え
ば
イ
エ
ズ
ス
会
に
よ
る
漢
訳
書
『
名
理
探
』
の
訳
を
見
て

も
、
と
て
も
苦
労
し
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ラ
テ
ン

語
で
「
白
」
を
意
味
す
る
ア
ル
ブ
ム
（album

）、「
白
さ
」
を
意

味
す
る
ア
ル
ベ
ー
ド
（albedo

）
は
、
英
語
で
も
ホ
ワ
イ
ト
（w

hite

）

と
ホ
ワ
イ
ト
ネ
ス
（w

hiteness

）
と
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
漢
語

で
は
抽
象
名
詞
は
存
在
し
な
い
た
め
、
ア
ル
ベ
ー
ド
を
た
と
え

ば
白
色
性
と
い
っ
て
も
成
立
し
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
「
脱
底
の
白

（
ハ
ク
）」
と
訳
し
ま
し
た
。
基
体
か
ら
離
れ
た
よ
う
な
抽
象
的
な

白
さ
、
で
す
。
当
時
の
中
国
で
は
、
何
の
こ
と
か
全
く
わ
か
ら

な
か
っ
た
は
ず
で
す
。

　

そ
し
て
ア
ラ
ビ
ア
語
か
ら
カ
タ
ロ
ニ
ア
語
、
ラ
テ
ン
語
に
訳

す
場
合
も
、
非
常
に
苦
労
し
た
と
思
い
ま
す
。
貿
易
の
う
え
で

は
人
々
が
頻
繁
に
商
人
か
ら
物
を
買
う
な
か
で
、
日
常
的
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
進
ん
だ
わ
け
で
す
が
、
い
ざ
翻
訳
す
る

と
な
る
と
無
理
に
訳
し
て
い
た
の
が
当
時
の
状
況
だ
っ
た
か
と

思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ャ
語
か
ら
ア
ラ
ビ
ア
語
に

無
理
や
り
訳
さ
れ
、
そ
れ
が
ま
た
ラ
テ
ン
語
に
無
理
や
り
訳
さ

れ
た
た
め
、
完
全
に
崩
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
よ
く
あ
っ
た
よ
う

で
す
。

　

ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
『
形
而
上
学
』
で
も
、
ラ
テ
ン
語
へ
の
翻

訳
者
が
「
事
物
（res

）」
の
概
念
が
わ
か
ら
ず
、
結
局
「
原
因

（cansa
）」
と
訳
し
て
し
ま
う
な
ど
、
第
六
巻
目
で
も
と
ん
で
も

な
い
誤
訳
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
余
り
に
誤
訳
が
続
く
と
意
味
不

明
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
読
み
を
飛
ば
し
て
し
ま
う
よ
う
な

人
も
い
ま
し
た
。
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
は
五
ペ
ー
ジ
無
視
す
る
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と
い
う
よ
う
に
（
笑
い
）。
こ
う
い
う
も
の
を
読
ん
だ
ト
マ
ス
・

ア
ク
ィ
ナ
ス
も
「
何
だ
こ
れ
は
」
と
思
い
な
が
ら
、「
き
っ
と
、

こ
う
言
っ
て
い
る
は
ず
だ
」
と
読
み
解
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

【
質
問
者
Ｅ
】
中
立
に
つ
い
て
で
す
が
、
中
立
と
評
価
す
る
も
の

が
テ
キ
ス
ト
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
共
通
者
と
は
ど

の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

【
講
師
】
は
い
。
ラ
テ
ン
語
で
「
中
立
」
を
意
味
す
る
イ
ン
デ
ィ

フ
ェ
レ
ン
テ
ィ
ア
（indifferentia
）
は
、ギ
リ
シ
ャ
語
で
は
ア
デ
ィ

ア
フ
ォ
ラ
（adiaphora

）
ま
た
は
ウ
ー
デ
テ
ラ
（oudetera

）
と
い

い
ま
す
。
デ
ィ
ア
フ
ォ
ラ
が
「
違
い
」
と
い
う
意
味
で
、
そ
れ

に
ア
が
つ
き
、
ア
デ
ィ
ア
フ
ォ
ラ
と
い
い
ま
す
。
普
通
は
ス
ト

ア
派
の
倫
理
学
で
、
た
と
え
ば
「
若
い
」「
年
老
い
て
い
る
」「
金

持
ち
で
あ
る
」「
貧
乏
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
す
べ
て
中
立
無

記
的
で
す
。「
ど
ち
ら
で
も
い
い
」
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
こ
こ
で

は
ア
デ
ィ
ア
フ
ォ
ラ
の
概
念
が
命
題
的
に
「
い
ず
れ
で
も
な
い
」

と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

中
立
無
記
性
と
い
う
の
は
排
中
律
の
問
題
に
関
わ
っ
て
き
ま

す
。
命
題
化
さ
れ
れ
ば
す
べ
て
の
も
の
に
統
一
律
、
矛
盾
律
、

排
中
律
が
適
用
さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
以
前
の
世
界
、
つ
ま
る
排

中
律
が
存
在
し
な
い
も
の
と
し
て
中
立
無
記
性
が
解
釈
さ
れ
ま

す
。
最
近
の
ト
ゥ
イ
ー
デ
イ
ル
や
ア
ラ
ン
・
ド
・
リ
ベ
ラ
は
、

中
立
無
記
性
は
創
造
の
場
面
を
扱
う
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い

ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
神
の
知
性
の
問
題
に
も
か
か
わ
っ
て
く

る
の
で
、
か
な
り
面
倒
な
内
容
に
な
っ
て
き
ま
す
。
今
回
の
レ

ク
チ
ャ
ー
で
、『
形
而
上
学
』
第
六
巻
の
展
開
に
一
切
触
れ
な
か

っ
た
の
は
そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
す
。
し
か
も
、
第
六
巻
は
、

さ
き
ほ
ど
申
し
上
げ
た
と
お
り
、
翻
訳
が
ず
れ
て
し
ま
っ
て
い

ま
す
し
。

　

中
立
の
共
通
者
に
つ
い
て
で
す
が
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
「
ト
・
コ

イ
ノ
ン
（to koinon

）」
と
「
ト
・
カ
ト
ル
（to katholu

）」
は
同
義

語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
ア

フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
、
ど
う
も
そ
れ
を
意

図
的
に
使
い
分
け
よ
う
と
し
た
よ
う
で
す
。
彼
自
身
、
い
わ
ば
中

立
無
記
的
な
も
の
を
取
り
出
す
た
め
に
、「
ト
・
コ
イ
ノ
ン
」
と

い
う
言
葉
を
使
い
ま
し
た
。
敵
対
者
か
ら
「
当
然
の
こ
と
だ
」
と

し
て
批
判
さ
れ
た
註
釈
も
た
く
さ
ん
あ
っ
た
よ
う
で
す
。



275

「東洋学術研究」第57巻第１号

アヴィセンナの存在論と西洋中世

【
司
会
】
井
筒
先
生
の
解
釈
で
す
と
、
そ
れ
が
Ａ
で
も
な
い
し
、

非
Ａ
で
も
な
い
し
、
Ａ
か
つ
非
Ａ
で
も
な
い
。
つ
ま
り
無
性
、

ナ
ッ
シ
ン
グ
だ
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
山
内
先
生
は
、
そ
れ
は

い
ず
れ
に
も
な
る
と
い
う
お
考
え
で
す
よ
ね
。

【
講
師
】
ス
コ
ト
ゥ
ス
な
ど
を
読
む
と
、
存
在
を
海
と
し
て
見
て

い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。「
存
在
の
海
」
と
い
う
無
限
な
る
実
体

の
海
（pelagus substantiae infinitae
）
と
い
う
場
面
で
考
え
ま
す
。

海
自
体
は
、
雪
で
も
な
け
れ
ば
、
湖
で
も
、
雨
で
も
、
何
で
も

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
な
か
に
籠
っ
て
い
る
。
そ
こ
か

ら
分
節
化
す
る
こ
と
で
表
わ
れ
て
く
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
神
学
者
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ダ
マ
ス
ケ
ヌ
ス

（Johannes D
am

ascenus, ca.676 -749

）
の
よ
う
に
東
方
の
神
と
し
て

存
在
を
捉
え
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス

（Pseudo-D
ionysius A

reopagita 

五⊖

六
世
紀
）
に
も
伝
わ
り
ま
し

た
。
少
な
く
と
も
ス
コ
ト
ゥ
ス
は
、
そ
う
い
う
存
在
と
中
立
性

を
重
ね
て
論
じ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
の
「
存
在
の
一
義
性
」
の
確
信
は
、
そ
の
よ

う
な
存
在
の
海
と
い
う
か
、
神
と
被
造
物
は
一
つ
に
溶
け
合
っ

て
い
る
と
い
う
考
え
の
支
え
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。
ア
ナ
ロ
ギ

ア
的
に
考
え
る
と
壁
が
で
き
て
つ
な
が
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
そ

れ
を
超
え
よ
う
、
と
い
う
も
の
で
す
。
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
伝

統
の
な
か
で
は
、
神
と
被
造
物
が
完
全
に
一
体
化
し
て
い
る
と

い
う
意
識
が
強
い
た
め
、
そ
れ
を
示
す
た
め
に
は
ア
ヴ
ィ
セ
ン

ナ
的
な
図
式
の
ほ
う
が
よ
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、そ
れ
を
表
現
し
た
の
が
「
存
在
の
一
義
性
」
で
あ
る
。

【
司
会
】
い
ず
れ
に
も
な
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
能
動
知

性
（intellectus agens

）
の
定
義
の
問
題
が
出
て
き
ま
す
。
た
と
え

ば
フ
ラ
イ
ベ
ル
ク
の
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
（D

ietrich of Freiberg, 

ca.1240 -ca.1320

）
は
、
能
動
知
性
を
用
い
て
、
存
在
を
発
見
す
る

と
い
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
心
の
観
念
と
い
う
よ
う
な
共
通
者
と

い
う
言
葉
は
用
い
ま
せ
ん
が
、
能
動
知
性
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い

て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

【
講
師
】
今
日
使
っ
た
の
も
霊
魂
論
で
す
し
、
そ
の
後
に
能
動
知

性
の
話
も
あ
り
ま
す
。
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
の
伝
統
の
な
か
で

は
、
霊
魂
を
離
在
す
る
と
い
う
立
場
が
と
ら
れ
て
い
る
思
い
ま

す
が
。
こ
の
あ
た
り
の
話
と
整
合
的
に
結
び
つ
く
か
ど
う
か
考

え
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
仮
に
結
び
つ
く
と
な
り
ま
す
と
、

非
常
に
整
合
的
で
、
む
し
ろ
う
ま
く
ま
と
ま
り
過
ぎ
て
し
ま
う
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感
じ
が
し
ま
す
。
た
だ
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
結
び
付
く
可
能
性
は

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
直
感
で
は
、
フ
ラ
イ
ベ
ル

ク
の
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
な
ど
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
い
ま
す
。
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