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名目的定義と部分的定義

は
じ
め
に

哲
学
史
的
な
常
識
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
何
か
を
定
義
す
る
際
に
、
定
義
さ
れ
る
対
象
が
事
物
や
本
質
で
あ
れ
ば
、
そ
の
定
義
は
「
実
在
的

定
義
（real definition

）」
と
呼
ば
れ
る
。
対
照
的
に
、
定
義
さ
れ
る
対
象
が
名
の
場
合
に
は
、
そ
の
定
義
は
「
名
目
的
定
義
（nom

inal defini-

tion

）」
と
呼
ば
れ
る（

１
）。

こ
の
区
別
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
由
来
す
る
も
の
と
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
が

「
実
在
的
定
義
」
と
「
名
目
的
定
義
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
別
に
す
れ
ば
、
概
ね
正
し
い
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
た
だ

し
、
こ
の
両
者
の
定
義
の
内
実
（
定
義
の
定
義
）
は
か
な
り
不
明
瞭
で
あ
る
。
実
在
的
定
義
に
つ
い
て
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
存
在
論
の
主
役
の

一
つ
が
本
質
概
念
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、『
形
而
上
学
』
の
解
釈
を
中
心
と
し
て
、
従
来
多
く
の
す
ぐ
れ
た
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
一
方

で
、
名
目
的
定
義
に
つ
い
て
は
諸
研
究
者
の
共
通
理
解
が
成
り
立
っ
て
い
る
か
す
ら
あ
や
し
い（

２
）。

本
稿
は
、
名
目
的
定
義
に
つ
い
て
の
そ
の
よ
う

な
閉
塞
し
た
状
況
を
打
開
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
探
求
論
の
う
ち
に
そ
の
正
し
い
位
置
づ
け
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

名
目
的
定
義
と
部
分
的
定
義

―
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
分
析
論
後
書
』
に
お
け
る
探
求
論
―

酒　

井　

健
太
朗
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本
稿
の
構
成
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
節
で
は
、『
分
析
論
後
書
』（
以
下
『
後
書
』）
の
う
ち
で
名
目
的
定
義
が
含
ま
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
を
参
照
し
つ
つ
、
名
目
的
定
義
を
意
味
表
示
と
し
て
の
定
義
と
い
う
観
点
か
ら
明
ら
か
に
す
る
。
こ
こ
で
は
、

架
空
的
対
象
に
適
用
さ
れ
る
N1
と
、
数
学
的
対
象
に
適
用
さ
れ
る
N2
の
、
二
つ
の
名
目
的
定
義
の
用
法
が
明
ら
か
と
な
る
。
次
に
第
二
節
で
は
、

真
正
な
定
義
の
予
備
的
段
階
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
「
部
分
的
定
義
」
が
、
先
行
研
究
で
は
主
に
名
目
的
定
義
と
考
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
、
そ
の
部

分
的
定
義
と
探
求
論
と
の
関
係
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
第
三
節
で
は
、
第
一
節
に
お
け
る
N2
に
特
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
意
味

表
示
と
存
在
が
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
か
が
考
察
さ
れ
る
。
部
分
的
定
義
だ
け
で
は
な
く
N2
も
ま
た
『
後
書
』
の
探
求
論
の
う
ち
に
正
し
く
位
置

づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

１　
意
味
表
示
と
し
て
の
「
名
目
的
定
義
」

名
目
的
定
義
は
基
本
的
に
「
名
（o1noma

）」
に
か
か
わ
る
た
め
、
名
目
的
定
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
に
は
、
こ
の
言
葉
が
出
て
く
る
テ
ク
ス

ト
が
重
要
で
あ
る
。『
後
書
』
の
う
ち
で
も
特
に
B
巻
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
は
多
く
見
う
け
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
中
で
も
ま
ず
は
、

B
巻
第
10
章
の
次
の
テ
ク
ス
ト
を
引
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

T1　
（
ａ
）
定
義
は
「
何
で
あ
る
か（

３
）」 

に
つ
い
て
の
説
明
方
式
（lo/g

oj tou= ti/ e0sti

）
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
、（
ｂ
）
或
る
定
義
は
、
名

や
、
あ
る
い
は
名
の
よ
う
な
他
の
説
明
方
式
（lo/g

oj e3teroj o0noma
tw

/dhj

）
が
何
を
意
味
表
示
し
て
い
る
（shma

i/nei

）
か
に
つ
い
て
の

説
明
方
式
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、（
ｃ
）
た
と
え
ば
こ
れ
は
「
三
角
形
（tri/g

w
non

）
（
４
）」

と
は
何
を
意
味
表
示
し
て
い
る
か
に
つ
い

て
の
説
明
方
式
で
あ
る
。（B10 , 93 b29 -32

）
（
５
）
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B
巻
第
10
章
は
B
巻
に
お
け
る
定
義
論
の
一
つ
の
ま
と
め
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
定
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
に
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
テ

ク
ス
ト
で
あ
る
。
そ
の
B
巻
第
10
章
の
中
で
も
、
こ
の
T1
は
ま
さ
に
、
名
目
的
定
義
と
解
さ
れ
て
き
た
定
義
に
つ
い
て
の
重
要
な
言
明
を
含
ん
だ

も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
の
（
ｂ
）
こ
そ
、
第
一
に
名
目
的
定
義
と
考
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
名
目
的
定
義
が
名
に
つ
い
て
の
定
義
で
あ

る
と
い
う
考
え
は
こ
こ
に
由
来
す
る（

６
）。

こ
の
（
ｂ
）
を
、
ひ
と
ま
ず
「
意
味
表
示
」
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
、
そ
の
用
法
を
探
る
こ
と
に
し
よ
う
。

そ
の
際
に
重
要
と
な
る
の
は
次
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。

T2　

あ
ら
ぬ
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
「
何
で
あ
る
か
」
を
誰
も
知
る
こ
と
は
な
い
。
私
が
「
ト
ラ
ゲ
ラ
ポ
ス
［
山
羊
鹿
］」
と
言
う
と
き
に

は
、
そ
れ
の
説
明
や
名
が
何
を
意
味
表
示
す
る
か
を
［
人
は
］
知
っ
て
は
い
る
が
、
し
か
し
「
ト
ラ
ゲ
ラ
ポ
ス
と
は
何
で
あ
る
か
」
を
知
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。（B7 , 92 b5 -8

）

わ
れ
わ
れ
は
、「
ト
ラ
ゲ
ラ
ポ
ス
」
の
よ
う
な
架
空
的
対
象
の
名
に
つ
い
て
も
、
そ
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
知
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
神
話
や
物
語
に
登
場
す
る
「
ト
ラ
ゲ
ラ
ポ
ス
」
は
「
半
分
山
羊
で
半
分
鹿
」
の
よ
う
な
意
味
内
容
を
持
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の

よ
う
な
架
空
的
対
象
は
存
在
し
な
い
た
め
、
そ
の
存
在
や
本
質
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
T2
か
ら
学
べ
る
こ
と
は
、
意
味
表
示
と
存
在
、
そ
し

て
「
何
で
あ
る
か
」
が
何
ら
か
の
形
で
関
係
し
て
い
る
と
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

（
ｂ
）
は
架
空
的
対
象
の
名
に
も
適
用
さ
れ
る
意
味
表
示
の
用
法
で
あ
る
が
、
T1
に
お
い
て
は
、（
ｃ
）
で
「
三
角
形
」
と
い
う
数
学
的
対
象
の

名
が
「
意
味
表
示
す
る
」
と
言
わ
れ
て
い
た
。
名
目
的
定
義
が
名
の
意
味
表
示
の
定
義
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
こ
の
事
態
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
う

必
要
が
あ
る
。
数
学
的
対
象
の
名
と
意
味
表
示
に
つ
い
て
の
テ
ク
ス
ト
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

T3　
「『
三
角
形
』
が
何
を
意
味
表
示
し
て
い
る
か
（ti/ 

… shma
i/nei to_ tri/g

w
non

）」
は
、
幾
何
学
者
が
受
け
入
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、「
三
角
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形
が
あ
る
と
い
う
こ
と
（o3ti

… e1sti

）」
は
、
証
明
す
る
こ
と
（dei/knusin

）
だ
か
ら
で
あ
る
。（B7 , 92 b15 -16

）

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
え
る
幾
何
学
者
は
、
幾
何
学
的
対
象
（
よ
り
広
く
と
れ
ば
数
学
的
対
象
）
の
意
味
表
示
を
最
初
に
受
け
入
れ
、
そ
れ
が
存

在
す
る
こ
と
を
後
に
証
明
す
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
意
味
表
示
と
存
在
と
の
問
題
が
登
場
し
て
い
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
次
の
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
名
目
的
定
義
と
は
第
一
に
意
味
表
示
に
か
か
わ
る
定
義
で
あ
り
、
そ
れ
は
T1
の
（
ｂ
）
に
お

い
て
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
意
味
表
示
の
具
体
例
は
、
T2
と
T3
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
。
T2
に
お
い
て
は
架
空
的
対
象
が
、
T3
に
お
い
て
は
数

学
的
対
象
が
意
味
表
示
の
具
体
例
で
あ
る
。
意
味
表
示
が
架
空
的
対
象
に
つ
い
て
あ
る
場
合
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
架
空
的
対
象
の
存
在
や
本

質
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
意
味
表
示
が
数
学
的
対
象
に
つ
い
て
あ
る
場
合
に
は
、
数
学
的
対
象
の
存
在
を

後
に
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

意
味
表
示
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
名
目
的
定
義
の
中
に
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
異
な
る
用
法
が
存
在
す
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
以
降
、
T2
に
お
け

る
意
味
表
示
を
N1
、
T3
に
お
け
る
意
味
表
示
を
N2
と
記
述
す
る
こ
と
に
す
る
。
次
節
で
は
、
T1
の
中
で
残
さ
れ
て
い
た
（
ａ
）
と
そ
れ
に
ま
つ
わ

る
問
題
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

２　
「
何
で
あ
る
か
」
と
部
分
的
定
義

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
名
目
的
定
義
に
つ
い
て
の
研
究
が
行
わ
れ
る
際
、
諸
研
究
者
が
主
に
関
心
を
持
つ
の
は
、
T1
（
ａ
）
か
ら
出
て
く
る
、「
名

目
的
定
義
」
と
「
何
で
あ
る
か
（
本
質
）」
と
の
関
係
で
あ
る
。
本
節
で
は
こ
の
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
を
も
と
に
明
ら
か
に
す
る
。

た
と
え
ばD

em
oss and D

evereux

は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
名
目
的
定
義
は
本
質
に
何
ら
か
の
形
で
関
係
し
て
い
る
も
の
だ
と
述
べ

る（
７
）。

な
ぜ
な
ら
ば
、
T1
に
お
い
て
、（
ａ
）
定
義
は
「
何
で
あ
る
か
」
の
説
明
方
式
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
後
に
、（
ｂ
）
定
義
の
一
つ
が
意
味
表
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示
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、D

em
oss and D

evereux

の
考
え
る
名
目
的
定
義
は
本
質
と
ど
の
よ
う
に
関
係

し
て
い
る
の
か
。
そ
こ
で
彼
ら
は
以
下
の
テ
ク
ス
ト
を
参
照
す
る
。

T4　

と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
「
あ
る
こ
と
」
を
或
る
時
に
は
付
帯
的
に
（ka

ta
_ sumb

eb
hko/j

）
把
握
し
て
い
る
が
、
し
か
し
他
の
時
に
は
「
そ

の
事
物
そ
の
も
の
の
何
か
」
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
（e1x

onte/j ti a
u0tou= tou= p

ra
/g

ma
toj

）
把
握
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
雷
鳴

を
「
雲
間
に
お
け
る
或
る
音
響
」、
月
蝕
を
「
光
の
或
る
欠
如
」、
人
間
を
「
或
る
動
物
」、
そ
し
て
魂
を
「
自
ら
自
身
を
動
か
す
も
の
」
と
把

握
す
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。（B8 , 93 a21 -24

）

本
質
の
一
部
を
指
す
「
そ
の
事
物
そ
の
も
の
の
何
か
」
を
、D

em
oss and D

evereux

は
ま
さ
に
「
名
目
的
定
義
」
と
呼
ぶ（

８
）。

た
と
え
ば
、
月
蝕

の
「
何
で
あ
る
か
」
は
「
地
球
の
介
在
に
よ
る
月
か
ら
の
光
の
欠
如
」
で
あ
る
（B2 , 90 a15 -16

）。「
光
の
或
る
欠
如
」
は
こ
の
定
義
の
中
に
含
ま

れ
る
形
で
、
月
蝕
の
本
質
に
関
係
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
名
目
的
定
義
に
よ
っ
て
本
質
の
一
部
を
把
握
し
た
後
に
、
月
蝕
の
場
合
に
は
「
地
球

の
介
在
」
の
よ
う
な
根
拠
（
原
因
）
の
把
握
に
向
か
う
と
い
う
の
が
、D

em
oss and D

evereux

に
よ
る
探
求
の
図
式
で
あ
る
。

D
em

oss and D
evereux

の
よ
う
に
名
目
的
定
義
の
問
題
を
考
察
す
る
際
に
T4
を
重
視
す
る
と
い
う
方
針
は
、
多
く
の
人
々
に
共
有
さ
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ばA

ckrill

は
、‘ full definition ’
な
い
し‘ com

plete definition ’

と
、
定
義
さ
れ
る
べ
き
当
の
事
象
の
原
因
（
中
項
）

を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
てfull definition

と
な
る
と
こ
ろ
の‘ partial definition ’

と
を
対
比
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、「
雷
鳴
と
は
、
雲
間
に

お
い
て
火
の
消
滅
す
る
こ
と
に
よ
る
音
響
で
あ
る
」
と
い
う
本
質
を
表
す
定
義
がfull definition

で
あ
り
、「
雷
鳴
と
は
雲
間
に
お
け
る
或
る
音
響

で
あ
る
」
と
い
う
本
質
の
一
部
を
表
す
定
義
がpartial definition

で
あ
る（

９
）。

本
質
の
一
部
を
指
す
定
義
は
、A

ckrill

以
外
に
もSorabji

やM
odrak

に
よ
っ
て
「
部
分
的
定
義
（partial definition

）」
と
呼
ば
れ
て
い
る）

（1
（

。
諸
研
究
者
は
、
い
わ
ゆ
る
「
名
目
的
定
義
」
を
部
分
的
定
義
と
し
て
捉
え

て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
も
こ
れ
に
従
い
、
本
質
の
一
部
を
指
す
定
義
に
つ
い
て
述
べ
る
際
に
は
、
こ
れ
以
降
「
部
分
的
定
義
」
と
い
う
名
称
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を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

で
は
、
こ
の
部
分
的
定
義
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
事
象
は
い
か
な
る
形
で
探
求
さ
れ
て
い
く
の
か
。
本
節
の
残
り
で
は
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
。

先
に
、
月
蝕
に
つ
い
て
「
光
の
或
る
欠
如
」
を
、
雷
鳴
に
つ
い
て
「
雲
間
に
お
け
る
或
る
音
響
」
を
把
握
す
る
と
い
う
事
態
は
、
本
質
の
一
部

を
把
握
し
て
い
る
こ
と
だ
と
述
べ
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
探
求
論
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
部
分
的
定
義
が
、
本
質
の
一
部
を
把
握
す
る
だ

け
で
な
く
、
存
在
を
不
完
全
な
仕
方
で
あ
れ
把
握
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
の
根
拠
は
以
下
の
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
に
求

め
ら
れ
る
。

T5　
「
何
で
あ
る
か
」
を
探
求
す
る
と
い
う
こ
と
は
、「
そ
れ
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
把
握
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
何
も
の
を
も
探
求
し
て
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、「
そ
の
事
物
そ
の
も
の
の
何
か
」
を
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
［「
何
で
あ
る
か
」
の
探
求
］
は

よ
り
容
易
な
こ
と
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、「
あ
る
こ
と
」
を
把
握
し
て
い
さ
え
す
れ
ば
、
そ
の
程
度
ま
で
「
何
で
あ
る
か
」
に
関
し
て
さ
え

も
わ
れ
わ
れ
は
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（B8 , 93 a26 -29

）

「
そ
の
事
物
そ
の
も
の
の
何
か
」
と
は
部
分
的
定
義
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
箇
所
で
は
、
部
分
的
定
義
の
把
握
と
存
在
の
把
握
が

パ
ラ
レ
ル
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
事
実
と
根
拠
を
同
時
に
知
る
の
で
な
け
れ
ば
根
拠
を
知
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
（B8 , 93 a35 -37

）
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
事
実
」
と
は
、
た
と
え
ば
月
蝕
の
場
合
に
は
、「
光
の
欠
如
が
月

に
属
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
事
実
」
は
、
以
下
の
定
式
化
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
月
蝕
の
本
質
論
証
の
結
論
で
も
あ
る）

（（
（

。
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名目的定義と部分的定義

【
月
蝕
の
例
】

光
の
欠
如
が
地
球
の
介
在
に
属
す
る
。

地
球
の
介
在
が
月
に
属
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

光
の
欠
如
が
月
に
属
す
る
。

こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
べ
き
は
、
こ
の
論
証
に
お
け
る
事
実
＝
結
論
が
、
単
に
そ
れ
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
「
光
の
欠
如
が
月
に
属
す

る
」
と
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
論
証
の
結
論
に
位
置
す
る
事
実
は
、
そ
の
根
拠
の
把
握
を
通
じ
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
だ

か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
探
求
論
の
持
つ
構
造
は
次
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
目
で
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
月
蝕

が
ま
さ
に
生
じ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
把
握
す
る
。
こ
の
事
実
把
握
は
、「
何
ゆ
え
に
」
の
欠
け
て
い
る
、
根
拠
の
な
い
事
実
把
握
で
あ
る
が
、「
そ

の
事
物
そ
の
も
の
の
何
か
」＝
部
分
的
定
義
と
し
て
の
「
光
の
欠
如
」
は
把
握
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
に
、
光
の
欠
如
が
月
に
属
す
る
原
因
を
探
求

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
月
蝕
の
「
何
ゆ
え
に
」
を
わ
れ
わ
れ
は
知
る
。
そ
の
原
因
を
含
ん
だ
形
で
論
証
を
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
月
蝕
の
真

正
な
定
義
で
あ
る
「［
月
と
太
陽
の
間
の
］
地
球
の
介
在
に
よ
る
光
の
欠
如
」（B2 , 90 a15 -16

）
が
論
証
全
体
か
ら
示
さ
れ
る
（B8 , 93 b16 -18

）。

そ
し
て
そ
れ
と
同
時
に
、
根
拠
＝
中
項
を
通
じ
た
事
実
＝
結
論
が
あ
ら
た
め
て
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
部
分
的
定
義
を
把
握
す
る
時
に
は
、
存
在
を
不
完
全
な
仕
方
で
（
根
拠
な
し
の
事
実
と
し
て
）
把
握
し
て
い
る
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
。
不
完
全
な
仕
方
で
あ
れ
存
在
が
事
実
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
事
実
の
根
拠
を
探
求
す
る
と
い
う
形
で
探

求
が
進
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
根
拠
を
探
求
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
存
在
の
把
握
も
ま
た
進
行
す
る
。
最
終
的
に
、
根
拠
な
い
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し
本
質
が
論
証
に
お
い
て
示
さ
れ
た
と
き
、
わ
れ
わ
れ
の
存
在
把
握
も
ま
た
完
全
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
部
分
的
定
義
と
は
「
特

定
の
学
に
お
け
る
存
在
証
明
の
前
段
階
と
し
て
機
能
す
る
定
義
」
な
の
で
あ
る
。

本
節
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
探
求
に
お
け
る
自
然
事
象
の
存
在
把
握
は
、
本
質
把
握
と
並
行
し
て
行
わ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
こ
で
重
要
な
点
は
、
探
求
対
象
で
あ
る
と
こ
ろ
の
月
蝕
や
雷
鳴
の
よ
う
な
事
象
の
存
在
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
疑
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
事
象
の
存
在
は
、
探
求
の
端
初
に
お
い
て
す
で
に
事
実
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
事
象
の
存

在
を
「
証
明
す
る
」
と
述
べ
る
の
は
、
学
の
対
象
と
し
て
の
事
象
の
存
在
把
握
が
、
そ
の
根
拠
と
本
質
を
度
外
視
し
た
形
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら

で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
考
察
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
知
識
探
求
に
対
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
基
本
的
な
姿
勢
は
、
部
分
的
定
義
に
お
い
て
最

も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
部
分
的
定
義
は
探
求
論
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
が
、
部
分
的
定
義
と
意
味
表
示
と
し
て
の
名
目
的
定

義
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
次
節
で
は
、
意
味
表
示
と
し
て
の
名
目
的
定
義
に
つ
い
て
、
特
に
N2
に
着
目
し
つ
つ
論
じ
る
こ
と
に
す

る
。

３　
意
味
表
示
と
存
在

第
二
節
に
お
け
る
部
分
的
定
義
と
異
な
り
、
先
行
研
究
に
お
い
て
、
N1
や
N2
の
よ
う
な
意
味
表
示
と
し
て
の
名
目
的
定
義
が
着
目
さ
れ
る
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
前
節
で
参
照
し
たD

em
oss and D

evereux

も）
（1
（

、
定
義
論
に
つ
い
て
の
本
格
的
な
研
究
書
を
書
い
たD

eslauriers

も）
（1
（

、

本
稿
に
お
け
る
意
味
表
示
の
問
題
に
つ
い
て
触
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
本
格
的
な
考
察
を
お
こ
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
第
一
節
か
ら
明
ら
か
な

よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
名
目
的
定
義
は
、
第
一
に
意
味
表
示
と
し
て
の
名
目
的
定
義
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
名
目
的
定
義
の
考

察
は
、
意
味
表
示
に
つ
い
て
の
考
察
が
な
け
れ
ば
不
完
全
な
も
の
と
な
る
。
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名目的定義と部分的定義

N1
に
つ
い
て
は
、
そ
の
対
象
が
架
空
的
対
象
で
あ
る
た
め
、
存
在
に
コ
ミ
ッ
ト
し
な
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
存
在
に
コ
ミ
ッ
ト

し
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
N1
が
ま
っ
た
く
役
に
立
た
な
い
も
の
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
N1
は
、
非
存
在
さ
え
も
対
象
と
で
き
る
定
義

で
あ
る
と
積
極
的
に
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
、「
ト
ラ
ゲ
ラ
ポ
ス
」
と
い
う
架
空
的
対
象
の
名
が
「
ト
ラ
ゲ
ラ
ポ
ス
は
神
話
上

の
生
物
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
が
真
で
あ
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
補
強
さ
れ
る
。
N1
は
、『
後
書
』
に
お
け
る
論
証
的
知
識
の
探

求
の
問
題
に
直
結
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
言
語
使
用
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
十
分
に
意
義
あ
る
も
の
と
な
る）

（1
（

。

N1
に
反
し
て
、
N2
は
論
証
的
知
識
の
問
題
を
考
察
す
る
際
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
N2
の
理
解
の
た
め
に
は
、
B
巻
だ
け
で
な
く
A
巻

を
も
考
察
の
範
囲
に
含
め
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
は
、
N2
の
意
味
表
示
が
何
を

0

0

意
味
表
示
す
る
の
か
を
探
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
T3
で
は
、
N2

の
対
象
と
し
て
「
三
角
形
（tri/g

w
non

）」
と
い
う
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。tri/g

w
non

と
い
う
言
葉
は
、『
分
析
論
』
に
お
い
て
、「
内
角
の
和

が
二
直
角
で
あ
る
（
2R
）」
と
い
う
属
性
の
基
体
と
し
て
し
ば
し
ば
登
場
す
る）

（1
（

。
本
節
で
は
ま
ず
、『
後
書
』
や
そ
の
他
の
テ
ク
ス
ト
でtri/g

w
non

と
い
う
言
葉
の
出
て
く
る
箇
所
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、tri/g

w
non

の
基
体
以
外
の
用
法
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
問
題
を
考
察

す
る
こ
と
で
、
N2
の
意
味
表
示
の
内
実
も
自
然
と
明
ら
か
に
な
る
。

こ
の
目
的
の
た
め
に
は
、
A
巻
第
一
章
に
お
け
る
次
の
テ
ク
ス
ト
が
重
要
と
な
る
。

T6　
「
あ
ら
か
じ
め
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
は
二
通
り
の
意
味
が
あ
る
。
或
る
も
の
に
つ
い
て
は
「
そ
れ
が
あ
る
」
と
い
う
こ

と
を
あ
ら
か
じ
め
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
或
る
も
の
に
つ
い
て
は
「
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
（ti/ to_ leg

o/meno/n e0sti

）」）
（1
（

を
把
握
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。［
…
…
］「
三
角
形
」
に
つ
い
て
は
、「
そ
れ
が
こ
の
こ
と
を
意
味
表
示
す
る
」
と
い
う
こ
と
（o3ti todi\ 

shma
i/nei

）
を
、「
一
つ
（mona

/da

）」
に
つ
い
て
は
、「
そ
れ
が
何
を
意
味
表
示
す
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
と
「
そ
れ
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と

を
把
握
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
同
じ
よ
う
に
明
ら
か
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（Α1 , 71 a11 -17

）
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こ
こ
で
は
、「
三
角
形
」
と
「
一
つ
」
と
い
う
二
つ
の
例
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
区
別
さ
れ
て
い
る
。「
三
角
形
」
は
T3
と
同
じ
よ
う
に

そ
の
意
味
内
容
を
把
握
す
る
べ
き
も
の
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
対
照
的
に
「
一
つ
」
は
、
意
味
内
容
と
「
そ
れ
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
の
両
方

を
把
握
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
数
学
的
対
象
に
対
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
こ
の
態
度
は
、
A
巻
第
10
章
に

お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
形
で
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
（Α10 , 76 a32 -36

）。
こ
こ
か
ら
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
、「
一
つ
」
は
そ
の
存
在
が
先
に

措
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、「
三
角
形
」
は
そ
の
存
在
が
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
数
学
的
対
象
の
う
ち
に
は
、
存
在

の
証
明
を
要
す
る
も
の
と
要
し
な
い
も
の
が
あ
り
、「
三
角
形
」
は
そ
の
う
ち
の
前
者
に
あ
た
る
。

さ
て
、
T3
に
お
い
て
「『
三
角
形
』
が
あ
る
と
い
う
こ
と
（o3ti

… e1sti

）
は
、
証
明
す
る
こ
と
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
、「
三
角

形
」
の
存
在
を
証
明
す
る
と
は
い
か
な
る
事
態
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
で
本
節
、
ひ
い
て
は
本
稿
の
結
論
と
し

た
い
。

数
学
的
対
象
が
論
証
的
知
識
の
対
象
と
な
る
際
、
意
味
表
示
と
は
あ
く
ま
で
名
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
ま
ず
「『
三
角
形
』
と
は
三
つ

の
線
分
に
囲
ま
れ
た
平
面
図
形
で
あ
る
」（
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
『
原
論
』
第
一
巻
定
義
19
））

（1
（

と
い
う
よ
う
な
形
で
、「
三
角
形
」
と
い
う
名
に
つ
い

て
の
定
義
（
N2
）
を
わ
れ
わ
れ
は
仮
定
す
る）

（1
（

。
こ
の
仮
定
が
必
要
で
あ
る
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
、
数
学
的
諸
学
は
、「
先
立
つ
認
識

（g
nw

~sij

）」
か
ら
獲
得
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（cf. A1 , 71 a1 -4
）。
三
角
形
が
い
か
な
る
も
の
か
を
ま
っ
た
く
把
握
し
て
い
な
い
状
態
で
は
、
三
角

形
の
存
在
を
証
明
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
三
角
形
に
つ
い
て
の
N2
が
こ
の
よ
う
な
形
に
な
る
の
は
、
線
や
点
と
い
っ
た
数
学
的

対
象
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
三
角
形
よ
り
も
根
本
的
な
も
の
で
あ
り）

（1
（

、
三
角
形
の
「
何
で
あ
る
か
」
の
う
ち
に
は
線
が
含
ま
れ
る
と
A
巻

第
４
章
で
明
言
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（A4 , 73 a34 -35

）。
さ
ら
に
、『
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
』
に
お
い
て
、
三
角
形
は
形
の
一
種
で
あ
る
と
い
う
こ

と
も
言
わ
れ
て
い
る
の
で
（C

at. 10 a11 -16

）
11
（

） 、「
三
角
形
」
の
定
義
自
体
に
関
し
て
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
と
同
じ
よ
う
な

定
義
「
三
角
形
と
は
三
つ
の
線
分
に
か
こ
ま
れ
た
図
形
で
あ
る
」
を
持
っ
て
い
た
と
推
測
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う）

1（
（

。

「
三
角
形
」
の
定
義
に
つ
い
て
は
以
上
の
よ
う
な
理
解
を
行
う
と
し
て
、
問
題
は
、「
三
角
形
」
の
存
在
の
証
明
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
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は
、
前
節
に
お
け
る
探
求
論
の
考
察
を
思
い
起
こ
す
必
要
が
あ
る
。
探
求
論
の
枠
組
み
で
は
、
論
証
は
根
拠
を
通
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
、
自
然
事
象
の
場
合
と
異
な
り
、
数
学
的
対
象
の
場
合
に
は
名
を
仮
定
す
る
だ
け
な
の
で
あ
る
か
ら
、
根
拠
の
把
握
は
著
し
く
困
難

で
あ
る
（B10 , 93 b32 -35

）。「
三
角
形
」
の
存
在
の
証
明
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
根
拠
の
問
題
が
重
要
な
も
の
と
な
る
こ
と
が
予
測

さ
れ
る
。

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
提
出
す
る
解
釈
は
、
実
際
の
作
図
に
よ
る
構
成
を
根
拠
の
代
わ
り
と
す
る
も
の
で
あ
る）

11
（

。
こ
の
解
釈
に
は
一
定
の
妥
当
性

が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
わ
れ
わ
れ
は
実
際
に
作
図
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「『
三
角
形
』
と
は
三
つ
の
線
分
に
囲
ま
れ
た
平
面
図
形
で
あ
る
」
と

い
う
定
義
が
、
ま
さ
に
正
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
手
続
き
が
終
わ
っ
た
後
に
は
、
も
は
や
先
の
定
義

は
名
の
意
味
表
示
に
つ
い
て
の
単
な
る
仮
定
で
は
な
く
、「
三
角
形
と
は
三
つ
の
線
分
に
囲
ま
れ
た
平
面
図
形
で
あ
る
」
と
い
う
真
正
な
定
義
に
な

る
。と

こ
ろ
で
、
学
的
探
求
論
の
枠
組
み
で
は
、
真
正
な
定
義
を
把
握
し
た
時
に
、
存
在
も
ま
た
正
し
く
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
数
学
と
は
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
学
の
一
つ
で
あ
り
、
探
求
論
の
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
で
数
学
（
的
対
象
）
に
つ
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
何
度
も
言
及
を

行
う）

11
（

。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
数
学
的
対
象
も
ま
た
、
真
正
な
定
義
が
示
さ
れ
る
と
き
に
存
在
が
把
握
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
三
角
形
と
は
三
つ
の
線
分
に
か
こ
ま
れ
た
図
形
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
定
義
が
確
立
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
わ
れ
わ
れ
は
三
角
形
と
い
う
数
学
的

対
象
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
三
角
形
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
の
作
図
に

よ
っ
て
真
正
な
定
義
を
獲
得
す
る
の
と
同
時
に
存
在
が
把
握
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、「
三
角
形
」
の
よ
う
な
幾
何
学
的
対
象
に
は
名
目
的
定
義
が
ま
ず
必
要
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
存
在
の
証
明
は
実
際

の
作
図
を
根
拠
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
定
義
が
把
握
さ
れ
る
と
同
時
に
遂
行
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
数
学
的
対
象
の
存
在
の
証
明
に

つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
部
分
的
定
義
の
考
察
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
の
み
か
ら
は
出
て
こ
な
い
も
の
で
あ
る
。

N2
が
先
行
研
究
に
お
い
て
十
分
に
取
り
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
は
、「
三
角
形
」
の
存
在
の
証
明
の
具
体
例
が
『
後
書
』
の
う
ち
に
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見
つ
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
探
求
論
の
観
点
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
証
明
を
わ
れ
わ
れ
自
身
で
再

構
成
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

N1
も
N2
も
、
そ
の
対
象
は
存
在
を
そ
の
ま
ま
で
認
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
架
空
的
対
象
は
存
在
し
な
い
が
、
そ
の
名
の
意
味
内

容
を
述
べ
る
こ
と
は
で
き
る
。
数
学
的
対
象
は
、
存
在
を
後
に
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
先
立
つ
認
識
と
し
て
、
名
の
意
味
内
容

を
了
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
一
つ
」
の
よ
う
な
存
在
が
措
定
さ
れ
る
数
学
的
対
象
で
は
な
く
、「
三
角
形
」
の
よ
う
な
数
学

的
対
象
に
お
い
て
は
、
存
在
の
証
明
の
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
名
の
意
味
内
容
が
必
要
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
意
味
表
示
と
し
て
の
名

目
的
定
義
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
通
常
主
題
と
し
な
い
存
在
者
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
も
繋
が
る
の
で
あ
る）

11
（

。

お
わ
り
に

本
稿
に
お
け
る
議
論
で
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
問
題
は
数
多
く
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
っ
と
も
重
要
な
議
論
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
N2
の
対
象
で
あ
る
「
三
角
形
」
を
、
論
証
的
学
の
対
象
の
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
自
体
的
属
性
」
と
し
て
解
す
る
議
論
で
あ
る
。
こ
の

解
釈
は
、
諸
研
究
者
の
う
ち
で
も
、
特
にG

oldin

に
よ
っ
て
強
固
に
主
張
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
し
か
し
、「
三
角
形
」
の
定
義
や
存
在
の
証
明
の
具
体

例
が
『
後
書
』
の
う
ち
に
見
つ
け
ら
れ
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、「
三
角
形
」
が
自
体
的
属
性
で
あ
る
と
明
確
に
示
し
た
テ
ク
ス
ト
は
『
後
書
』
に

な
い
。
本
稿
で
は
こ
の
問
題
の
検
討
を
避
け
て
き
た
が
、『
後
書
』
を
全
体
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
目
的
を
持
つ
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
い

ず
れ
扱
わ
ざ
る
を
え
な
い
問
題
で
あ
る
。

ま
た
、
本
稿
に
お
け
る
名
目
的
定
義
に
つ
い
て
の
考
察
は
、『
後
書
』
の
最
重
要
の
問
題
で
あ
る
B
巻
第
19
章
に
お
け
る
「
第
一
原
理
」
の
問
題

を
も
そ
の
射
程
に
含
む
も
の
で
あ
る）

11
（

。
名
目
的
定
義
も
第
一
原
理
も
、
学
的
知
識
の
探
求
の
出
発
点
（a

0rx
h/

）
と
し
て
機
能
す
る
。
こ
の
二
つ
を

即
座
に
同
定
す
る
こ
と
は
早
計
に
過
ぎ
る
と
し
て
も
、
本
稿
で
獲
得
さ
れ
た
名
目
的
定
義
に
つ
い
て
の
知
見
は
、
第
一
原
理
の
問
題
を
解
決
す
る
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た
め
の
新
た
な
糸
口
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
ま
た
、
今
後
の
課
題
と
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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註

（
1
）
実
在
的
定
義
と
名
目
的
定
義
の
こ
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ばR

obinson （1950:  16

） 

を
参
照
。

（
2
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
名
目
的
定
義
」
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、B

olton （1976

） 

とD
em

oss and D
evereux （1988

） 

の

二
つ
の
論
文
で
あ
る
。
ま
た
、
最
近
の
論
文
と
し
てM

odrak （2010

） 

も
あ
る
。
本
稿
で
は
、
特
にD

em
oss and D

evereux

に
よ
る
も
の
を
第
二
節

に
お
い
て
参
照
し
た
。

（
3
）
以
下
で
は
、「
何
で
あ
る
か
（ti/ e0sti

）」
と
「
本
質
（to_ ti/ h]n ei]na

i
）」
の
二
つ
の
言
葉
を
ほ
と
ん
ど
区
別
な
く
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

（
4
）
ひ
と
ま
ず
「
三
角
形
」
と
訳
し
た
。
こ
の
言
葉
の
詳
し
い
考
察
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
三
節
を
参
照
。

（
5
）
引
用
に
つ
い
て
、『
後
書
』
に
関
し
て
は
巻
、
章
、
ベ
ッ
カ
ー
版
の
ペ
ー
ジ
数
を
、
そ
の
他
の
著
作
を
参
照
す
る
場
合
に
は
著
作
名
も
含
め
て
指
示
す
る

こ
と
に
し
、
訳
の
底
本
と
し
てO

C
T

版
を
用
い
る
。
な
お
、
こ
の
箇
所
の
記
号
に
よ
る
補
足
に
つ
い
て
は
、（　

）
は
原
語
を
、［　

］
は
筆
者
に
よ

る
補
足
な
い
し
説
明
を
示
す
。
以
下
同
様
。

（
6
）L

SJ

のo0noma
tw

/dhj

の
項
を
参
照
。
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（
7
）D

em
oss and D

evereux （1988:  136 -152

）.
（
8
）
B
巻
第
10
章
に
は
、
事
物
の
付
帯
的
な
把
握
か
ら
は
「
何
で
あ
る
か
」
に
つ
い
て
探
求
を
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、「
そ
の
困
難
の
原
因
は
以
前
に
述

べ
ら
れ
て
い
た
」（B10 , 93 b33 -34

）
と
い
う
言
明
が
あ
る
。
こ
の
「
以
前
に
（p
ro/teron

）」
の
指
示
す
る
箇
所
は
諸
研
究
者
に
よ
っ
て
、
B
巻
第
８

章
に
お
け
る
「
そ
の
事
物
そ
の
も
の
の
何
か
」
に
言
及
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（R

oss （1949:  636

）, B
arnes （1993:  223

））。
こ

の
こ
と
か
ら
、
B
巻
第
10
章
に
お
け
る
名
目
的
定
義
と
、
付
帯
的
把
握
で
は
な
い
「
そ
の
事
物
そ
の
も
の
の
何
か
」
が
同
定
さ
れ
る
と
い
う
解
釈
が
生

ま
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、M

odrak （2010:  257

） 

は
、
B
巻
第
７
章
で
扱
わ
れ
た
定
義
と
論
証
に
つ
い
て
の
難
問
の
解
決
法
が
B
巻
第
８
章
で
提
示

さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
、「
そ
の
事
物
そ
の
も
の
の
何
か
」
を
名
目
的
定
義
の
具
体
例
と
考
え
て
い
る
。 

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
解
釈
は
T1
に
登

場
す
る
「
三
角
形
」
の
意
味
表
示
の
例
に
つ
い
て
の
説
明
を
与
え
な
い
。
本
稿
註
12
を
参
照
。

（
9
）C

f. A
ckrill （1981:  361 , 373 -37

）. 

（
10
）C

f. Sorabji （1981:  215

）, M
odrak （2010:  257

）. 

ま
た
、D

eslauriers （2007:  79

） 

も
参
照
。

（
11
）
こ
の
定
式
化
はB8 , 93 a30 -33

か
ら
獲
得
さ
れ
る
。

（
12
）	 C

f. D
em

oss and D
evereux （1988:  136 -137

）. 

意
味
表
示
と
し
て
の
名
目
的
定
義
に
関
す
る
彼
ら
の
解
釈
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
名
目
的
定

義
の
対
象
に
は
二
つ
の
種
類
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
論
証
を
通
し
て
示
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
他
方
は
た
だ
仮
定
さ
れ
た
り
措
定
さ
れ
た

り
す
る
だ
け
で
あ
る
。
名
目
的
定
義
は
論
証
の
結
論
と
し
て
論
証
さ
れ
る
対
象
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
三
角
形
の
よ
う
な
仮
定
な
い
し
措
定

さ
れ
る
対
象
に
も
名
目
的
定
義
は
与
え
ら
れ
て
よ
い
。ibid., p.134 , n.2  

に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、D

em
oss and D

evereux 

は
明
ら
か
に
、「
名
が
何

を
意
味
表
示
す
る
の
か
」
と
し
て
の
名
目
的
定
義
（
特
に
N2
）
を
B
巻
に
お
け
る
異
分
子
と
し
て
捉
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
ら
が
こ
の
論
文

で
、
意
味
表
示
と
し
て
の
名
目
的
定
義
に
と
っ
て
重
要
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
B
巻
第
７
章
を
取
り
上
げ
な
い
理
由
は
お
そ
ら
く
は
そ
こ
に
あ
る
。

（
13
）C

f. D
eslauriers, （2007:  71 -72

）. 

名
目
的
定
義
に
つ
い
て
のD

eslauriers
の
結
論
は
、
彼
女
の
言
う
と
こ
ろ
の
無
中
項
定
義
（im

m
ediate definition

）

の
前
段
階
と
し
て
、
類
を
把
握
す
る
も
の
と
し
て
名
目
的
定
義
を
解
釈
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

（
14
）M

odrak （2001:  47 -48

）. 

（
15
）C

f. B
onitz （1870:  770

）

（
16
）C

harles （2000:  27 , n. 9

） 

に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
の
「
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
（to_ leg

o/menon
）」
は
「
三
角
形
（to_ tri/g

w
non

）」
と
同
格
で
あ
り
、
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signifier

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
対
象
で
は
な
く
項
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。G

oldin （1996:  44

） 

は
こ
のti/ to_ leg

o/meno/n e0sti

と
い
う
表
現
は
曖
昧

で
あ
る
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、C

harles

の
よ
う
な
解
釈
が
あ
り
う
る
一
方
で
、L

SJ

に
従
え
ば
、
こ
の
表
現
は
言
明
の
基
体
と
し
て
措
定
さ
れ
る
も
の

を
指
示
す
る
こ
と
も
で
き
、
そ
の
場
合
に
は
こ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
「
何
で
あ
る
か
」
す
な
わ
ち
本
質
で
あ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
解
釈
も
同

時
に
示
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。M

cK
irahan （1992:  48

） 

はC
harles

と
同
じ
解
釈
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
はC

harles

や

M
cK

irahan

の
解
釈
に
従
っ
た
。

（
17
）
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
『
原
論
』
の
訳
に
つ
い
て
は
、
中
村 et al. 

に
よ
る
も
の
を
使
用
し
た
。

（
18
）「『
三
角
形
』
と
は
三
つ
の
線
分
に
囲
ま
れ
た
平
面
図
形
で
あ
る
」
と
い
う
仮
定
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
以

降
の
本
段
落
で
述
べ
ら
れ
る
理
由
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
仮
定
を
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、G

oldin （1996:  51 , n. 20

） 

を
参

照
。

（
19
）「
点
」
や
「
線
」
を
「
三
角
形
」
の （fundam

ental or prim
itive

） subject

と
捉
え
る
解
釈
は
、R

oss （1949:  505 , 539

）, Tredennick （1960:  197

）, 

M
cK

irahan （1992:  38 , 40 -41 , 48 -49
）, G
oldin （1996:  48 -51

） 

等
に
あ
る
。
な
お
、
こ
の
中
で
も
特
に Tredennick 

は
、71 a14  

や 76 a35

、
そ
し
て 

93 b31  

を
参
照
箇
所
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

（
20
）
な
お
、A

ckrill （1963:  167

） 

は
こ
の
箇
所
の
解
釈
と
し
て
、「
三
角
形
」
や
「
四
角
形
」
は
「
幾
何
学
的
な
線
や
表
面
の
性
質
を
指
し
示
す
」
と
述
べ

て
い
る
。
こ
れ
は
、「
三
角
形
」
を
属
性
と
し
て
捉
え
る
解
釈
へ
の
一
つ
の
補
強
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
本
稿
の
「
お
わ
り
に
」
を
参
照
。

（
21
）	

も
ち
ろ
ん
こ
の
議
論
に
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
の
数
学
的
対
象
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
違
い
が
ま
た
別
の
問
題
と
し
て
出
て
く

る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
の
一
つ
と
し
た
い
。

（
22
）H

eath （1949:  71 -72

） 

に
よ
れ
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
幾
何
学
的
対
象
の
存
在
の
証
明
は
、
こ
の
実
際
の
作
図
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
作

図
の
具
体
例
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
示
し
て
い
な
い
が
、
た
と
え
ば
わ
れ
わ
れ
は
、『
原
論
』
の
第
一
巻
命
題
１
の
よ
う
な
具
体
例
を
す
で
に
持
っ
て
い

る
。

（
23
）	

B
巻
第
７
章
に
お
い
て
T3
の
よ
う
な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
B
巻
第
８
章
の
よ
う
な
探
求
論
の
中
核
と
な
る
章
に
お
い

て
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
三
角
形
と
2R
の
問
題
の
よ
う
な
A
巻
に
お
い
て
よ
く
見
ら
れ
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
（B8 , 93 a33 -36

）。
さ
ら
に
、
B

巻
第
９
章
に
お
い
て
も
、「
一
つ
（mona

/da

）」
の
例
が
出
て
お
り
、
そ
れ
に
対
す
る
規
定
は
T6
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
（B9 , 93 b24 -25

）。
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名目的定義と部分的定義

（
24
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
数
学
的
対
象
に
つ
い
て
の
考
察
は
、『
形
而
上
学
』
M
巻
と
N
巻
を
抜
き
に
し
て
は
十
全
な
も
の
と
な
ら
な
い
。
本
稿
は
あ

く
ま
で
『
後
書
』
の
う
ち
か
ら
読
み
取
れ
る
数
学
的
対
象
に
つ
い
て
の
議
論
を
参
照
し
て
い
る
。
そ
し
て
本
稿
に
お
け
る
議
論
か
ら
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

こ
の
手
法
は
一
定
の
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

（
25
）C

f. G
oldin （1996:  48 -51

）. 

ま
た
、M

cK
irahan （1992:  49

） 

は
、「
三
角
形
」
を
「
一
つ
」
の
よ
う
な
原
初
的
な
基
体
と
異
な
る
、
派
生
的
な
基
体
と

解
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
も
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
26
）
第
一
原
理
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
日
本
哲
学
会
第
72
回
大
会
（
於 

お
茶
の
水
女
子
大
学
）
に
お
い
て
「『
分
析
論
後
書
』
B
巻
第
19
章
に
お
け
る
第
一

原
理
の
問
題
」
と
い
う
題
目
の
も
と
発
表
を
行
っ
た
。

（
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
・
哲
学
）


