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一寸

も

の
しー

と

「記

号」

ー
オ
ッ
カ
ム
の
個
体
主
義
に
つ
い
て
の
一
考
察
｜

稲

垣

良

典

オ
ッ
カ
ム
の
「
唯
名
論
」
に
つ
い
て
は
す
で
に
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
論
議
が
重
ね
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
最
近
に
な
っ
て
オ
ッ
カ
ム

研
究
家
た
ち
に
よ
る
い
く
つ
か
の
批
判
的
見
解
も
公
げ
に
さ
切
も
は
や
新
し
い
解
釈
を
い
れ
る
余
地
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
私
の
見
る
と
乙
ろ
で
は
、
オ
ッ
カ
ム
哲
学
の
存
在
論
的
な
根
本
的
前
提
を
つ
き
と
め
、
そ
の
光
に
て
ら
し
て
、
か
れ

の
「
唯
名
論
」
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
努
力
は
ま
だ
充
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
オ
ッ
カ
ム
が
書
き

遣
し
、
わ
れ
わ
れ
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
著
作
の
な
か
で
は
、
か
れ
は
形
而
上
学
的
問
題
に
関
し
て
自
ら
の
最
終
的
立
場
を
あ
き
ら
か
に
す

リ

九

ク

〈

4
V

る
に
到
ら
な
か
っ
た
の
で
、
か
れ
の
哲
学
の
存
在
論
的
前
提
に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
は
危
険
が
と
も
な
う
。
他
方
し
か
し
、
か
れ
の
著
作

を
わ
ず
か
半
世
紀
前
の
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
の
著
作
と
比
較
し
な
が
ら
読
む
と
き
、
こ
の
二
人
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
の
哲
学
に
お
い

て
、
世
界
が
根
元
的
に
異
な
っ
た
光
の
下
に
理
解
8
れ
て
い
る
こ
と
に
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
S
る
を
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
の
論

述
の
う
ち
に
は
オ
ッ
カ
ム
の
個
々
の
学
説
に
関
し
て
は
何
ら
か
の
誤
解
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
か
れ
の
哲
学
の
寄
在
論

的
前
提
が
ト
マ
ス
哲
学
の
そ
れ
と
は
著
し
く
異
な
っ
た
・
も
の
で
あ
る
と
の
判
断
に
関
し
て
は
誤
り
は
な
い
も
の
と
思
う
。

本
稿
で
は
、
オ
ッ
カ
ム
哲
学
の
害
在
論
的
な
根
本
的
前
提
は
も
の

Hg
と
記
号
包
官
ロ
自
と
の
根
元
的
分
離
と
し
て
言
い
あ
ら
わ
す

の
が
も
っ
と
も
適
切
で
は
な
い
か
、
と
の
仮
説
を
立
て
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
か
れ
の
「
唯
名
論
」
も
し
く
は
個
体
主
義
に
光
を
あ
て
る

乙
と
を
読
み
る
。
オ
ッ
カ
ム
の
場
合
、
「
も
の
」
と
は
可
感
的
・
質
料
的
事
物
の
領
域
で
あ
り
、
「
記
号
」
と
は
精
神
と
そ
の
諸
々
の
活
動



の
領
域
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
も
の
と
記
号
と
の
根
元
的
分
離
と
は
（
オ
ッ
カ
ム
の
哲
学
に
お
い
て
は
）
、
精
神
と
そ
の
諸
活

動
の
領
域
が
根
元
的
に
も
の
の
領
域
か
ら
分
離
さ
れ
、
も
っ
ぱ
ら
記
号
1
1
1そ
れ
は
言
葉
あ
る
い
は
言
語
化
さ
れ
た
命
題
の
み
な
ら
ず
、

諸
々
の
概
念

gロ
8
宮山
0
・
E
S
E
－oを
も
ふ
く
時
ー
ー
と
し
て
取
り
あ
つ
か
わ
れ
る
乙
と
を
意
味
す
る
。
乙
と
か
ら
し
て
、
ォ
ッ
カ
ム

に
お
い
て
は
、
精
神
の
哲
学
と
し
て
の
認
識
理
論
は
、
実
在
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
探
求
｜
｜
す
な
わ
ち
認
識
の
形
而
上
学
l
！
と
し
て

で
は
な
く
、
全
面
的
に
記
号
の
論
理
学
的
分
析
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
乙
と
に
な
る
。

も
の
と
記
号
と
の
根
元
的
分
離
は
、
言
い
方
を
か
え
る
と
、
「
存
在
す
る
」
「
実
在
す
る
」
と
い
わ
れ
る
も
の
の
領
域
を
、
記
号
に
対
立

せ
し
め
ら
れ
た
・
も
の
の
領
域
、
つ
ま
り
可
感
的
・
質
料
的
事
物
の
領
域
に
限
る
乙
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
別
的
な
も
の
だ
け

が
存
在
す
る
、
も
し
く
は
、
実
在
す
る
と
こ
ろ
の
す
べ
て
の
も
の
は
個
別
的
で
あ
る
、
と
い
う
命
題
に
よ
っ
て
言
い
あ
ら
わ
さ
れ
る
オ
ッ

カ
ム
の
「
唯
名
論
」
な
い
し
個
体
主
義
は
、
も
の
と
記
号
と
の
根
元
的
分
離
と
い
う
、
よ
り
根
本
的
な
前
提
に
て
ら
し
て
理
解
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
乙
の
根
本
的
前
提
が
オ
ッ
カ
ム
に
お
け
る
「
得
在
す
る
」
「
実
在
す
る
」
と
い
う
言
葉
の
用
法
を
規
定
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

右
に
の
べ
た
乙
と
に
た
い
し
て
は
、
実
在
の
世
界
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
も
の
は
す
べ
て
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
オ
ッ
カ

ム
の
個
体
主
義
の
命
題
は
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
経
験
に
か
か
わ
る
命
題
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
的
経
験
の
有
効
さ
を
斥
け
て
し

ま
う
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
な
ん
び
と
も
右
の
命
題
を
否
定
す
る
乙
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
反
対
論
が
予
想
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
人
間
的
認
識
は
感
覚
的
経
験
、
な
い
し
は
感
覚
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
事
物
を
も
っ
て
出
発
せ
ざ
る
を
え
ず
、
感
覚
に
よ
っ

て
知
覚
S
れ
る
も
の
は
す
べ
て
個
別
的
で
あ
る
、
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
い
い
か
え
る
と
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
と
で
生
活

し
、
行
動
し
て
い
る
世
界
は
個
別
的
な
も
の
の
世
界
で
は
な
い
か
。
わ
れ
わ
れ
が
出
会
う
人
々
、
わ
れ
わ
れ
を
と
り
ま
く
事
物
、
わ
れ
わ

れ
が
使
用
す
る
道
具
、
そ
れ
ら
す
べ
て
は
個
別
的
な
も
の
で
は
な
い
の
が
vo

こ
う
し
た
反
対
論
に
た
い
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
通
常
の
経

験
に
関
す
る
言
明
と
し
て
見
れ
ば
、
個
体
主
義
は
異
論
の
余
地
が
な
い
が
、
オ
ッ
カ
ム
の
個
体
主
義
は
明
確
に
そ
れ
以
上
の
主
張
を
ふ
く



む
も
の
で
あ
る
、
と
答
え
た
い
。

以
下
の
論
述
は
次
の
よ
う
な
順
序
で
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
第
一

κ、
オ
ッ
カ
ム
の
直
観
的
認
識
に
関
す
る
理
論
の
検
討
を
通
じ
て
、

か
れ
の
個
体
主
義
は
寄
在
論
的
原
理
で
あ
り
、
そ
れ
以
下
の
も
の
で
は
な
い
乙
と
が
示
さ
れ
る
。
第
二
に
、
か
れ
の
普
遍
理
論
の
考
察
を

通
じ
て
、
右
の
容
在
論
的
原
理
が
も
の
と
記
号
と
の
根
元
的
な
分
離
を
前
提
す
る
も
の
で
あ
る
乙
と
、
乙
の
分
離
が
オ
ッ
カ
ム
哲
学
の
根

本
的
な
存
在
論
的
前
提
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

II 

オ
ッ
カ
ム
は
一
貫
し
て
、
人
間
知
性
に
よ
っ
て
最
初
に
認
識
さ
れ
る
の
は
個
別
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
直
観
的
に
認
識

さ
れ
る
、
と
主
張
す
る
。

「もの」と「記号J

「
知
性
は
第
一
に
個
体
を
直
観
的
に
認
識
す
ね
。
」

「
生
成
の
第
一
性
に
お
け
る
第
一
の
認
識
は
何
ら
か
の
個
体
の
直
観
的
認
識
で
あ
成
。
」

「
生
成
の
第
一
性
に
お
い
て
知
性
に
よ
っ
て
第
一
に
認
識
き
れ
る
も
の
は
個
体
で
あ
碍
o
」

オ
ッ
カ
ム
は
「
第
一
」
の
意
味
を
、
個
体
が
第
一
に
認
識
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
の
は
生
成
の
順
序
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
知

性
的
認
識
の
最
初
の
働
き
を
終
結
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
、
と
い
う
乙
と
に
よ
っ
て
限
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
た

い
し
て
〈
知
性
能
力
に
た
い
す
る
）
適
合
性

M
E
S
A
S仲
芯
と
い
う
観
点
か
ら
い
え
ば
、
第
一
に
認
識
さ
れ
る
の
は
在
る
も
の

g白
で

あ
り
、
注
ら
に
〈
認
識
の
）
完
全
性
官
民
ゅ
の
位
。
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
第
一
に
認
識
さ
れ
る
の
は
神
で
あ
る
と
ち
れ
犯
し
か
し
い
ず

れ
に
し
て
も
、
オ
ッ
カ
ム
に
よ
れ
ば
、
個
体
の
直
観
的
認
識
が
人
間
的
認
識
の
全
体
に
と
っ
て
の
基
盤
で
あ
る
と
と
に
は
変
り
が
な
い
。

じ
っ
さ
い
に
、
そ
れ
は
も
の
と
記
号
と
の
結
合
点
、
因
果
的
結
合
の
接
点
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
ォ
ッ
カ
ム
は
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
も
と
づ
い
て
知
性
に
よ
っ
て
最
初
に
認
識
志
れ
る
の
は
個
体
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
か
。
乙

の
問
題
に
関
し
て
は
、
認
識
あ
る
い
は
学
知
宮
町
民
ぽ
の
側
か
ら
出
発
す
る
か
、
そ
れ
と
も
事
物
な
い
し
個
体
の
側
か
ら
出
発
す
る
か



四

に
も
と
づ
い
て
、
二
つ
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
第
一
の
解
釈
は
次
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
る
。
オ
ッ
カ
ム
に
よ
る
と
、
厳
密
な
意
味
で
の

学
知
の
対
象
、
す
な
わ
ち
知
ら
れ
る
と
と
ろ
の
も
の

E
o
g品
目
R
E
は
命
題
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
命
題
は
名
辞
あ
る
い

は
非
複
合
的
な
も
の
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
乙
れ
ら
非
複
合
的
な
も
の
は
個
体
に
つ
い
て
の
認
識
を
前
提
と
す
る
。
し
か
る
に
、
学
知

が
確
実
性
を
有
す
る
た
め
に
は
個
体
に
つ
い
て
の
明
確
な
認
識

g
吾
U
2
E
m
g
が
要
求
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
明
確
な
認
識
は
個

体
に
つ
い
て
の
知
的
な
直
観
的
認
識
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
第
一
の
解
釈
に
お
い
て
個
体
の
直
観
的
認
識
は
学
知
の
可

能
性
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
要
求
さ
れ
る
理
論
的
要
請
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ζ

れ
に
た
い
し
て
、
第
二
の
解
釈
は
自
明
的
な
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
個
別
的
な
事
物
の
現
実
存
在

z
g自
民
同
か
ら
出
発
し
、
知

性
に
よ
っ
て
最
初
に
認
識
さ
れ
る
の
は
と
れ
ら
個
別
的
な
事
物
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
に
達
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
論
拠
と
さ
れ
て
い

る
の
は
、
す
べ
て
の
認
識
は
現
実
に
存
在
す
る
事
物
に
よ
っ
て
原
因
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
知
性
の
う
ち
に
最
初
に
生
ぜ
し
め

ら
れ
る
認
識
は
個
別
的
な
事
物
に
つ
い
て
の
そ
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
私
の
見
る
と
と
ろ
で
は
、
乙
の
第

ニ
の
解
釈
が
オ
ッ
カ
ム
の
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
よ
り
よ
く
裏
付
け
ら
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
以
下
の
論
述
は
そ
れ
に
従
っ
て
進
め
る
こ

と
に
し
た
い
。

オ
ッ
カ
ム
が
自
ら
の
個
体
主
義
を
す
べ
て
の
人
に
よ
っ
て
受
け
い
れ
ら
れ
て
い
る
自
明
的
真
理
と
見
な
し
て
い
た
乙
と
は
、
か
れ
が
そ

れ
を
言
明
す
る
さ
い
の
方
式
か
ら
し
て
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

円

mv

「
実
在
の
世
界
に
は
個
体
の
ほ
か
何
も
寄
在
し
な
い
。
」

「
精
神
の
外
に
あ
る
と
こ
ろ
の
事
物
は
、
そ
れ
自
体
、
個
別
的
で
あ
常
」

「
事
物
（
の
世
界
）
に
お
い
て
は
個
体
以
外
に
は
何
色
存
在
し
な
や
」

「
精
神
の
外
に
あ
る
す
べ
て
の
事
物
は
個
別
的
で
あ

mr」

「
想
像
可
能
な
か
ぎ
り
の
す
べ
て
の
実
在
す
る
事
物
は
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
、
い
か
な
る
付
加
的
規
定
も
な
し
に
、
個
別
的
な
事
物



で
あ
り
、
数
的
に
一
な
る
も
の
で
あ
柿
「
」

つ
い
で
な
が
ら
、
オ
ッ
カ
ム
に
お
け
る
個
体
主
義
の
言
明
は
、

ロ
ッ
ク
に
お
け
る
そ
れ
と
著
し
く
類
似
し
て
い
る
。

ロ
ッ
ク
に
お
い
て

も
、
寄
在
す
る
も
の
が
す
べ
て
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
と
と
は
自
明
的
真
理
と
見
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

「
実
在
す
る
と
と
ろ
の
す
べ
て
の
も
の
は
た
だ
個
別
的
な
も
の
だ
け
で
あ
持
。
」

「もの」と「記号J

「
す
べ
て
そ
の
現
実
葎
在
に
お
い
て
個
別
的
で
あ
る
と
乙
ろ
の
事
物
そ
れ
自
体
：
：
一
四
」

乙
の
よ
う
に
自
明
的
と
解
さ
れ
て
い
る
個
体
に
よ
っ
て
生
ぜ
し
め
ら
れ
る
と
乙
ろ
の
、
当
の
個
体
に
固
有
的
な
、
単
純
な
認
識
が
オ
ッ

カ
ム
の
い
う
個
体
の
直
観
的
認
識
で
あ
る
。
そ
れ
は
厳
密
に
乙
の
個
体
に
よ
っ
て
直
接
的
に
原
因
怠
れ
る
（
・
も
し
く
は
原
因
さ
れ
う
る
）

も
の
で
あ
り
、
け
っ
し
て
他
の
個
体
（
そ
れ
が
同
一
の
種
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
〉
に
よ
っ
て
は
原
因
さ
れ
え
に
ザ
い
い
か
え
る

と
、
直
観
的
認
識
が
と
の
個
体
に
固
有
的
で
あ
る
と
と
ろ
の
個
体
の
認
識
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
厳
密
に
乙
の
個
体
に
よ
っ
て
原
因
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
乙
と
に
よ
っ
て
で
あ
っ
て
、
他
の
個
体
よ
り
も
乙
の
個
体
に
よ
り
類
似
し
て
い
る
乙
と
に
よ
っ
て
で
は
な
い
｜
｜
「
類
似

の
ゆ
え
に
で
は
な
く
、
た
だ
原
因
性
の
ゆ
え
同
〕
回

B
官
。
宮
O
円
即
日

H
a
E
z
a
S
F
忠
弘

g
z
g
官
。
宮

R
g
g
m
z
g
g
個
体
の

認
識
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
オ
ッ
カ
ム
は
個
体
の
直
観
的
認
識
は
作
動
原
因

g
z
g伺
B
a
o
g
と
し
て
の
個
体
に
よ
っ
て
原
因
さ
れ

門担）

た
・
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
自
ら
の
立
場
に
関
し
て
、
何
ら
疑
問
が
入
り
乙
む
余
地
を
残
し
て
は
い
な
い
。

曲
。
ら
に
と
と
で
重
要
な
点
は
、
オ
ッ
カ
ム
に
よ
る
と
、
知
性
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
個
別
的
な
事
物
は
、
感
覚
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る

個
別
的
な
事
物
と
ま
っ
た
く
同
一
で
あ
り
、
同
一
の
側
面
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
オ
ッ
カ
ム
は
、
人
間
知

性
が
現
世
に
お
い
て
置
か
れ
て
い
る
状
態
に
即
し
て
い
え
ば
、
無
条
件
的
に
い
っ
て
包
呂
田
訟
の
席
。
『
最
初
に
成
立
す
る
個
体
の
認
識
は
個
・

円弱｝

体
の
可
感
的
認
識
図
。
吾
印
刷
F
8
5
5告加
m
E
m巳
同
門
戸
闘
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
低
次
の
能
力
た
る
感
覚
が
な
し
う
る

乙
と
は
す
べ
て
、
高
次
の
能
力
た
る
知
性
も
な
し
う
る
と
乙
ろ
か
ら
、
知
性
は
感
覚
に
よ
っ
て
無
条
件
的
に
い
っ
て
最
初
に
知
覚
さ
れ
た

RMmv 

の
と
同
じ
個
体
を
、
同
一
の
側
面
に
お
い
て

g
v
g
a
m
g
g巴
8
0
認
識
す
る
。
乙
乙
で
「
同
一
の
側
面
に
お
い
て
」
と
い
わ
れ
て
い

五



占ノ、

い
い
か
え
る
と
、
知
性
は
感
覚
が
個
体
を
「
乙
こ
で
・
い
ま
」

E
0
2
ロ
ロ
ロ
の
知
覚
す
る
の
と
同

じ
よ
う
に
、
「
こ
こ
で
・
い
ま
」
認
識
す
る
、
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
（
持
。

る
乙
と
は
と
く
に
注
目
に
値
い
す
る
。

乙
れ
は
き
わ
め
て
重
大
な
問
題
を
ふ
く
む
主
張
で
あ
る

な
ぜ
な
ら
、
「
こ
こ
で
・
い
ま
」
は
質
料
的
あ
る
い
は
物
体
的
な
る
も
の
に
固
有
の
在
り
方
で
あ
り
、
認
識
対

象
の
質
料
的
条
件

gロ
弘
主
。

B
巳
耳
目
回
日
目
白
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
知
性
的
認
識
は
対
象
を
そ
の
よ
う
な
在
り
方
な
い
し
は
条
件
か
ら
解
放

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
、
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
乙
乙
で
は
問
題
を
提
起
す
る
に
と
ど
め
、
議
論

を
先
に
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
し
て
、
ひ
と
ま
ず
次
の
ニ
つ
の
結
論
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
第
一
は
、
オ
ッ
カ
ム
に
お
い
て

「
個
別
的
な
も
の
だ
け
が
存
在
す
る
」
と
い
う
言
明
は
存
在
論
的
原
理
と
解
さ
れ
て
お
り
、
た
ん
に
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
経
験
に
つ
い
て

の
経
験
的
言
明
に
と
ど
ま
る
も
の
で
な
い
、
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
オ
ッ
カ
ム
は
個
体
の
現
実
存
在
そ
の
も
の
を
個
体
の

知
的
・
直
観
的
認
識
の
成
立
根
拠
な
い
し
原
因
と
見
な
し
て
お
り
、
そ
し
て
個
体
の
直
観
的
認
識
は
人
間
的
認
識
全
体
に
と
っ
て
の
基
盤

に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
人
間
的
認
識
の
全
体
を
成
立
さ
せ
る
根
拠
な
い
し
原
因
と
し
て
の
個
体
存
在
に
か
か
わ
る
命

題
が
寄
在
論
的
原
理
以
下
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
乙
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
第
二
の
結
論
は
、
オ
ッ
カ
ム
が
語
る
個
別
的

な
事
物
と
は
｜
｜
そ
れ
ら
が
感
覚
的
認
識
の
対
象
で
あ
ろ
う
と
、
あ
る
い
は
知
性
的
認
識
の
対
象
で
あ
ろ
う
と
｜
｜
可
感
的
・
質
料
的
世

界
に
お
い
て
実
在
す
る
個
別
的
な
事
物
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
オ
ッ
カ
ム
が
個
別
的
な
事
物
の
み
が
寄
在
す

る
と
主
張
す
る
と
き
、
か
れ
が
じ
っ
さ
い
に
言
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
は
可
感
的
・
質
料
的
な
事
物
｜
｜
そ
れ
ら
は
個
別
的
で
あ
る
ー
ー

の
み
が
帯
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
オ
ッ
カ
ム
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
個
別
的
な
事
物
の
み
が
存
在
す
る
、

と
語
る
こ
と
と
、
可
感
的
・
質
料
的
な
事
物
の
み
が
寄
在
す
る
、
と
語
る
こ
と
と
は
等
価
な
の
で
あ
る
。

ill 

乙
乙
で
オ
ッ
カ
ム
の
立
場
を
ト
マ
ス
の
そ
れ
と
比
較
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
個
体
主
義
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
さ
ら
に
明
確
に
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す
る
ζ

と
を
試
み
て
み
た
い
。
オ
ッ
カ
ム
自
身
繰
り
返
し
、
ト
マ
ス
な
い
し
は
ト
マ
ス
学
派
も
ま
た
個
別
的
な
事
物
の
み
が
寄
在
す
る
と

主
張
し
て
い
る
、
と
指
摘
す
る
。

「
：
：
：
な
ぜ
な
ら
か
れ
（
ト
マ
ス
）
に
よ
る
と
実
在
界
に
お
い
て
は
個
体
以
外
に
は
何
も
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
硲
ご

に
よ
る
と
事
物
に
お
い
て
は
個
体
以
外
に
は
何
も
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ

「
と
い
う
の
は
、

（釘）
る。」

（
ト
マ
ス
学
派
）

か
れ
ら

（
の
世
界
）

門調｝

「
か
れ
ら
（
ト
マ
ス
学
派
）
は
実
在
界
に
は
個
体
の
ほ
か
何
も
存
在
し
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
」

こ
乙
か
ら
し
て
、
オ
ッ
カ
ム
は
ト
マ
ス
を
、
知
性
に
よ
る
個
体
の
直
接
的
・
直
観
的
認
識
の
可
能
性
を
否
定
し
た
と
い
う
理
由
で
批
判

す
る
ー
ー
と
い
う
の
も
、
オ
ッ
カ
ム
に
と
っ
て
は
個
体
の
直
接
的
認
識
は
、
〈
存
在
論
的
原
理
と
解
さ
れ
た
）

個
体
の
み
が
寄
在
す
る
と

い
う
命
題
か
ら
直
ち
に
導
き
出
さ
れ
る
論
理
的
結
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
オ
ッ
カ
ム
の
議
論
は
、
か
れ
が
ト
マ

ス
も
ま
た
（
個
体
の
み
が
脊
在
す
る
と
い
う
）
当
の
命
題
を
寄
在
論
的
原
理
と
解
し
て
い
る
、
と
の
前
提
に
立
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

乙
乙
で
決
定
的
に
重
要
な
の
は
、
は
た
し
て
ト
マ
ス
は
個
体
の
み
が
存
在
す
る
と
い
う
命
題
を
存
在
論
的
原
理

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

と
解
し
て
い
た
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

こ
の
問
題
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
ト
マ
ス
が
じ
っ
さ
い
に
「
個
別
的
な
事
物
の
み
が
寄
在
す
る
」
と
言
明
し
て
い
る
か
ど

う
か
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
ト
マ
ス
の
著
作
の
な
か
に
は
、
普
遍
的
な
る
も
の
は
個
体
を
離
れ
て
そ
れ
自
体
で
寄
在

ひ
と
ま
ず
、
個
体
の
み
が
寄
在
す

す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
テ
ク
ス
ト
が
数
多
く
見
出
さ
れ
る
。
乙
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
は
、

る
と
い
う
主
張
と
等
価
で
あ
る
、
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

「
し
た
が
っ
て
、
普
遍
的
な
る
も
の
は
精
神
の
外
に
お
い
て
は
自
穿
し
な
い
と
い
う
主
張
と
、
知
性
は
普
遍
的
な
る
も
の
を
認
識
す
る

精
神
の
外
に
存
在
す
る
と
乙
ろ
の
事
物
を
認
識
す
る
、

い2 乙
己3 と

i乙
お
い
て

と
い
う
主
張
の
二
つ
は
互
い
に
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な

七
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「
普
遍
的
な
る
も
の
は
、
そ
れ
ら
が
普
遍
的
な
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
で
は
実
在
界
に
お
い
て
存
在
を
有
せ
ず
、
た
だ
個
別
化
さ
れ
た

限
り
に
お
い
て
存
在
を
有
す
碕
ど

「
し
か
る
に
、

こ
の
よ
う
な
も
の
（
普
遍
）
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
形
市
上
学
』
第
七
巻
に
お
い
て
証
明
し
た
と
と
く
、
実
在
界

に
お
い
て
自
害
す
る
も
の
と
し
て
は
見
出
さ
れ
な
い
よ

と
こ
ろ
で
、
次
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
ト
マ
ス
は
よ
り
積
極
的
な
仕
方
で
、
実
在
界
に
お
い
て
は
個
体
の
み
が
寄
在
す
る
乙
と
を
主

張
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
個
体
は
寄
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
普
遍
に
く
ら
べ
て
よ
り
寄
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
普
通
は
そ
れ
自
体
で
自
存
す
る
も

の
で
は
な
く
、
た
だ
個
体
に
お
い
て
の
み
存
在
す
る
か
ら
で
あ
持
。
」

「
：
：
：
な
ぜ
な
ら
、
実
在
界
に
お
い
て
は
個
体
と
し
て
存
在
す
る
も
の
の
ほ
か
に
は
何
も
な
く
、
（
普
通
は
〉
た
だ
共
通
的
な
も
の
を

固
有
的
な
る
も
の
か
ら
抽
象
す
る
知
性
の
考
察
の
う
ち
に
の
み
寄
在
す
る
か
ら
で
あ
容
」

い
か
な
る
事
物
色
普
遍
的
な
る
も
の
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
ず
、
す
べ
て
の
も
の
は
個
別
的
だ
か
ら
で
あ
が
）
。
」

「
な
ぜ
な
ら
、

こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
は
、

一
見
し
た
と
ζ

ろ
、
ト
マ
ス
も
ま
た
オ
ッ
カ
ム
同
様
、
た
だ
個
別
的
な
事
物
の
み
が
帯
在
す
る
と
い
う
命
題

を
寄
在
論
的
原
理
と
解
し
た
乙
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
慎
重
な
検
討
を
通
じ
て
、
ト
マ
ス
は
普
遍
が
自
害
し
な
い
こ
と
に
か
か
わ
る
自
ら
の
主
張
を
存
在
論
的
原
理
と
は
見
な
さ
な

か
っ
た
乙
と
が
判
明
す
る
。
ト
マ
ス
が
普
遍
的
な
る
も
の
は
実
在
界
に
お
い
て
自
律
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
主
張
す
る
と
き
、
か
れ
は

た
ん
に
、
人
間
的
認
識
は
質
料
に
よ
っ
て
個
別
佑
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
可
感
的
な
る
も
の
か
ら
出
発
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
れ
守
し

た
が
っ
て
人
間
的
知
性
が
可
感
的
な
る
も
の
の
本
性
を
認
識
し
う
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
個
別
化
し
て
い
る
質
料
か
ら
抽
象
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
い
い
か
え
る
と
、
す
べ
て
の
事
物
は
個
別
的
で
あ
る
と
言
明
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
ト
マ
ス
は
存
在
論
的
言
明
を
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
た
ん
に
（
人
間
的
認
識
が
そ
乙
か
ら
出
発
せ
ぎ
る
を
え
な
い
と
乙
ろ
の
）
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可
感
的
な
る
も
の
は
個
別
的
で
あ
る
乙
と
、
す
な
わ
ち
質
料
に
よ
っ
て
個
別
化
さ
れ
て
い
る
乙
と
を
の
べ
て
い
る
の
で
あ
待
。
乙
の
解
釈

は
可
感
的
な
る
も
の
に
関
す
る
一
連
の
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
。

円
輔
副
｝

「
可
感
的
な
る
も
の
は
現
実
態
に
お
い
て
精
神
の
外
に
見
出
さ
れ
る
。
」

「
可
感
的
な
る
も
の
は
個
別
的
な
る
も
の
、
そ
し
て
精
神
の
外
に
あ
る
と
乙
ろ
の
も
の
で
あ
碍
。
」

さ
ら
に
、
後
期
の
著
作
に
見
出
さ
れ
る
多
く
の
テ
ク
ス
ト
が
、
ト
マ
ス
は
個
別
的
な
る
も
の
の
み
が
存
在
す
る
と
の
言
明
を
脊
在
論
的

な
意
味
に
お
い
て
行
っ
た
の
で
は
な
い
乙
と
を
あ
き
ら
か
に
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
さ
き
に
引
用
し
た
と
と
く
、
奇
異
教
徒
大
全
』

に
お
い
て
は
、
普
遍
的
な
る
も
の
は
そ
れ
自
体
に
お
い
て
で
は
な
く
、
個
体
に
お
い
て
の
み
容
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
乙
ろ
か
ら
、
個
体

aav 

に
比
し
て
そ
の
有
す
る
寄
在
性
に
お
い
て
劣
っ
て
い
る
、
と
の
べ
て
い
る
が
、
後
期
の
著
作
で
あ
る
『
分
析
論
後
書
註
解
』
に
お
い
て
は
、

個
体
は
自
然
的
な
自
存

g
Z
U
S
E
S
E
E
E－
－
聞
に
関
す
る
限
り
は
脊
在
性
に
お
い
て
優
っ
て
い
る
が
、
理
性
に
関
す
る
限
り
で
は
普

《伺
V

遍
的
な
る
も
の
が
ー
ー
そ
の
不
可
滅
性
の
ゆ
え
に
｜
｜
存
在
性
に
お
い
て
優
る
、
と
の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
『
命
題
論
註
解
』

に
お
け
る
一
つ
の
注
目
す
べ
き
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
普
遍
的
・
個
別
的
と
い
う
区
別
は
無
条
件
的
に
事
物
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な

く
、
た
ん
に
事
物
が
知
性
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
て
仇
ポ
。
い
い
か
え
る
と
、
乙
の

区
別
は
知
性
に
よ
る
述
語
づ
け
の
働
き
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
言
で
い
う
と
、
普
遍
的
な
る
も
の
、
お

よ
び
個
別
的
な
る
も
の
に
か
か
わ
る
諸
々
の
言
明
は
限
定
さ
れ
た
領
域
の
内
部
で
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
容
在
す
る
も
の
の
全
体

に
か
か
わ
る
よ
う
な
存
在
論
的
意
義
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

ト
マ
ス
は
人
間
的
知
性
が
身
体
と
の
結
び
つ
き
と
い
う
現
在
の
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
人
間
的
認
識
が
可
感
的
な
る
も
の
と

い
う
意
味
で
の
個
別
的
な
る
も
の
か
ら
出
発
せ
ぎ
る
を
え
な
い
乙
と
を
は
っ
き
り
と
認
め
て
い
る
。
か
れ
が
繰
り
返
し
主
張
す
る
ご
と
く
、

人
間
知
性
に
と
っ
て
の
固
有
的
対
象
は
、
可
感
的
な
る
も
の
に
お
い
て
個
別
化
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
の
事
物
の
本
性
あ
る
い
は
形

円

侶

｝

相
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
知
性
的
認
識
の
対
象
は
始
め
か
ら
終
り
ま
で
個
別
的
な
事
物
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で

九



。

あ
っ
て
、

乙
の
意
味
に
お
い
て
は
人
間
知
性
が
個
体
を
認
識
す
る
乙
と
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
を
ト
マ
ス
は
け
っ
し

て
否
定
し
な
い
の
で
あ
引
v

し
か
し
な
が
ら
、
人
間
知
性
が
個
体
を
個
体
と
し
て
直
接
的
に
、
直
観
的
な
仕
方
で
認
識
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
そ
れ
が
知
性
的
認

識
そ
の
も
の
の
否
定
を
含
意
し
て
い
る
と
乙
ろ
か
ら
、

不
可
能
と
し
て
斥
け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

（
人
間
的
認
識
に
関
す
る
か
ぎ
り
）
個
体
を
個
体
と
し
て
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
純
に
、
可
感
的
な
る
も
の
を
可
感
的
な
る
も
の

と
し
て
認
識
す
る
乙
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
は
そ
も
そ
も
知
性
的
に
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
持
。
知
性
的
認
識
が
成

立
す
る
た
め
に
は
可
感
的
な
る
も
の
は
現
実
的
に
可
知
的
な
る
も
の
た
ら
し
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
非
質
料
的
な
る
も

門信）

の
た
ら
し
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
｜
｜
な
ぜ
な
ら
、
可
知
性
は
非
質
料
性
（
あ
る
い
は
む
し
ろ
趨
質
料
性
）
に
対
比
的
だ
か
ら
で
あ
る
。

ト
マ
ス
に
と
っ
て
は

し
か
る
に
、
可
感
的
な
る
も
の
を
非
質
料
的
な
る
も
の
た
ら
し
め
る
乙
と
｜
｜
つ
ま
り
そ
れ
ら
を
質
料
か
ら
抽
象
す
る
乙
と
ー
ー
に
よ
っ

て
現
実
的
に
可
知
的
な
る
も
の
た
ら
し
め
る
乙
と
、
そ
の
こ
と
は
そ
れ
ら
を
普
遍
的
な
る
も
の
た
ら
し
め
る
乙
と
を
意
味
す
る
。
な
ぜ
な

（

M
W｝
 

ら
、
質
料
は
個
別
化
の
原
理
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
し
て
、
人
間
知
性
に
と
っ
て
知
性
的
認
識
を
行
う
と
い
う
乙
と
は
、
そ
の
対
象

（

H
引
〉

宇
佐
普
遍
性
の
相
の
下
に
認
識
す
る
こ
と
以
外
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
裏
か
ら
い
え
ば
人
間
知
性
が
個
体
を
個
体
と
し
て
直
接

的
に
認
識
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
、
と
い
う
ζ

と
で
丸
初
。
い
い
か
え
る
と
、
ト
マ
ス
の
立
場
に
お
い
て
は
個
体
と
し
て
の
個
体
は
人
間

知
性
が
最
初
に
認
識
す
る
と
ζ

ろ
の
も
の
喝
ユ
ヨ
ロ
B
g
m巳
g
g
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

乙
乙
で
ト
マ
ス
の
解
釈
に
関
し
て
二
つ
の
点
を
補
足
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
個
体
を
個
体
と
し
て

認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
そ
も
そ
も
知
性
的
に
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、
と
の
べ
た
こ
と
に
関
し
て
で
あ
る
。
と
の
言
明
は
感

覚
的
認
識
を
も
っ
て
出
発
点
と
せ
ぎ
る
を
え
な
い
人
間
知
性
に
つ
い
て
の
み
妥
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
知
性
的
認
識
全
般
に
つ
い
て
い

（

的

刊

｝

門

岡

山

｝

わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
と
で
は
神
的
知
性
お
よ
び
天
使
的
知
性
に
よ
る
個
体
の
認
識
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
行
わ
れ
る
か
に
つ
い

て
の
ト
マ
ス
の
説
明
に
立
入
る
乙
と
は
で
き
な
い
が
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
個
別
的
な
も
の
の
個
別
性
白
山
口
m
己
R
－zm
は
け
っ



し
て
可
知
性

E
Z
E
E
E
5
2
と
相
容
れ
な
い
の
で
は
な
く
、
可
知
性
と
相
容
れ
な
い
の
は
質
料
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
点
で

あ
認
。
そ
し
て
人
間
知
性
が
個
体
と
接
触
す
る
の
は
、
個
体
を
可
感
的
・
質
料
的
側
面
に
お
い
て
捉
え
る
感
覚
的
認
識
を
通
じ
て
の
ほ
か

は
あ
り
え
な
い
と
と
ろ
か
ら
、
そ
の
個
体
を
知
性
的
に
認
識
す
る
た
め
に
は
非
質
料
化
、
つ
ま
り
抽
象
と
い
う
作
業
を
行
わ
ざ
る
を
え
な

い
乙
と
に
な
る
。
し
か
る
に
、
乙
の
よ
う
な
質
料
的
条
件
か
ら
の
抽
象
を
通
じ
て
認
識
さ
れ
る
事
物
の
本
性
な
い
し
形
相
は
普
遍
的
な
る

も
の
で
あ
り
、
乙
乙
か
ら
し
て
人
間
知
性
に
と
っ
て
は
個
体
を
個
体
と
し
て
直
接
に
知
性
認
識
す
る
乙
と
は
不
可
能
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

第
二
に
（
右
に
の
ベ
た
乙
と
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
が
）
、
ォ
ッ
カ
ム
が
（
下
位
の
能
力
た
る
）
感
覚
が
な
し
う
る
と
と
は
す
べ
て

（
上
位
の
能
力
た
る
）
知
性
も
な
し
う
る
、
と
の
理
由
で
知
性
に
よ
る
個
体
の
直
観
的
認
識
の
可
能
性
を
主
張
し
て
い
る
と
と
に
関
し
て
、

ト
マ
ス
の
立
場
を
あ
き
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
ト
マ
ス
も
上
位
の
能
力
は
下
位
の
能
力
が
な
し
う
る
と
と
が
ら
を
な
し
う

る
、
と
い
う
乙
と
を
認
め
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
同
じ
仕
方
に
お
い
て
で
は
な
く
、
よ
り
卓
越
し
た
仕
方
に
お
い
て

O
B宮
g
a
oユ

門

岡

山

）

『

副

mv

虫
色
町

O
M
g

－－g昨
日

O
門
戸
田
O
色
。
で
あ
る
乙
と
を
強
調
す
る
。
す
な
わ
ち
、
感
覚
が
個
体
を
直
接
的
に
認
識
す
る
の
は
質
料
的
か
つ
具
体

的
な
仕
方
に
お
い
て

B
E
R
S
－W
2
E
8
5
2
Z
で
あ
る
が
、
知
性
は
そ
の
同
じ
も
の
を
非
質
料
的
か
つ
抽
象
的
な
仕
方
で
回
目
白
守

宮
己
色
町
仲
買
旦

m
g
R
R
Z
認
識
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
も
は
や
個
体
を
個
体
と
し
て
認
識
す
る
乙
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
普
遍
を

J

（
岡
山
）

認
識
す
る
と
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
さ
ら
に
人
間
知
性
よ
り
も
上
位
の
知
性
の
場
合
、
個
体
を
そ
の
個
体
性
に
お
い
て
認
識
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
乙
と
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

「もの」と「記号」

人
間
知
性
が
最
初
に
認
識
す
る
と
と
ろ
の
も
の
在
自
ロ

B
g
m
E吉
田
は
｜
｜
ト
マ
ス
の
基
本
的
立
場
に
従
っ
て
い
う
と
｜
上
仔
在

す
る
も
の

0
5
で
あ
持
。
乙
乙
で
「
最
初
に
」
耳
目

g
o
の
意
味
が
問
題
で
あ
る
が
、
ト
マ
ス
は
知
性
の
把
捉
阻
害

g
r
o富山
0・
8回・

白
町
v

g耳目
O
K
最
初
に
入
っ
て
く
る

g島
町
と
い
う
言
い
方
を
多
用
し
て
い
る
。
「
入
っ
て
く
る
」
と
言
わ
れ
る
限
り
、
現
実
に
何
か
が
認
識



さ
れ
る
に
先
立
っ
て
（
「
寄
在
す
る
も
の
」
の
認
識
が
）
何
ら
か
の
仕
方
で
先
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

る
も
の
の
認
識
の
う
ち
に
そ
の
起
源
を
有
す
る
。
し
か
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
「
存
在
す
る
も
の
」
の
認
識
は
可
感
的
な

る
も
の
に
よ
っ
て
原
因
さ
れ
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
最
初
に
」
と
い
わ
れ
る
と
と
の
う
ち
に
は
「
最
も
よ
く
知
ら
れ
た

も
の
」
口
三
宮
田
山
田
口
白
と
い
う
意
味
が
ふ
く
ま
れ
て
お
り
、
人
間
知
性
に
よ
っ
て
担
え
ら
れ
る
こ
と
は
す
べ
て
そ
れ
へ
と
還
元
さ
せ
ら

へ
田
崎
）

れ
、
ま
た
或
る
意
味
で
あ
ら
か
じ
め
そ
乙
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ト
マ
ス
の
い
う
「
存
在
す
る
も
の
」
の

認
識
は
最
も
内
容
豊
か
な
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
あ
く
ま
で
可
感
的
な

乙
の
よ
う
な
「
最
初
に
（
知
性
）
認
識
さ
れ
る
も
の
」
匂
ユ
旨
ロ

B
g
m
E
E
B
と
し
て
の
「
存
在
す
る
も
の
」
の
認
識
は
、
厳
密
に
い

っ
て
、
可
感
的
・
個
別
的
な
る
も
の
に
よ
っ
て
原
因
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
の
原
因
は
比
聡
的
に
い
え
ば
知
性
の
自
然
本
性
的
な
光

《伺
V

E
自

B
E
E
S－O
E
S－－
mn吉
田
あ
る
い
は
能
動
知
性
の
光

E
g
g
宮
Z
巴叩

2
5
m寝
耳
目
白
で
あ
り
、
ま
た
ト
マ
ス
が
「
知
的
霊
魂

の
自
然
本
性
そ
の
も
側
」

e
s
E
E白
E
S
E
E
m－－
R
Z丘
町
と
時
ぶ
も
の
で
あ
る
、
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
そ
は

知
性
的
認
識
を
最
終
的
に
成
立
せ
し
め
る
根
拠
で
ふ
卵
、
そ
れ
を
認
め
る
乙
と
な
し
に
は
知
性
的
認
識
の
可
能
性
を
説
明
す
る
こ
と
は
で

こ
の
よ
う
な
知
性
的
認
識
の
可
能
性
の
根
拠
は
、
わ
れ
わ
れ
が
物
体
認
識
を
通
じ
て
（
認
識
す
る
）
精
神

の
自
己
認
識
を
遂
行
し
、
そ
ζ

か
ら
更
に
進
ん
で
寄
在
そ
の
も
の

g
白
o
e
g
g
で
あ
る
神
の
認
識
に
到
り
つ
く
乙
と
を
え
た
と
き
に
始

め
て
洞
察
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
神
に
お
い
て
は
寄
在

2
8
と
知
性
的
認
識
す
る

E
o－
－
釘
刊
日
乙
と
と
は
同
一
で
あ
時
、

こ
の
同
一
性
乙
そ
は
存
在
の
認
識
に
と
っ
て
の
最
終
的
根
拠
だ
か
ら
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
ト
マ
ス
に
お
い
て
「
寄
在
す
る
も
の
」

な
い
し
寄
在
の
認
識
は
、
最
終
的
に
い
っ
て
創
造
主
た
る
神
と
の
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
創
造
論
的
枠
組
を
予
組
す
る

と
い
う
と
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

オ
ッ
カ
ム
と
ト
マ
ス
に
お
い
て
は
知
性
的
認
識
の
捉
え
方
に
お
い
て
根
元
的
な
相
違
が
あ
る
こ
と
に
気
付

か
ざ
る
を
え
な
い
。
オ
ッ
カ
ム
に
お
い
て
は
、
可
感
的
・
個
別
的
な
る
も
の
が
個
体
の
知
性
的
・
直
観
的
認
識
を
作
動
原
因
と
し
て
原
因

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、



す
る
と
さ
れ
る
｜
｜
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
が
認
識
を
原
因
す
る
乙
と
の
で
き
る
唯
一
の
実
在
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お

い
て
、
オ
ッ
カ
ム
は
個
別
的
な
事
物
の
み
が
寄
在
す
る
、
と
い
う
命
題
を
寄
在
論
的
原
理
と
解
し
て
い
る
。
い
い
か
え
る
と
、
オ
ッ
カ
ム

に
と
っ
て
乙
の
命
題
は
た
し
か
に
事
物
の
存
在
に
か
か
わ
る
命
題
な
の
で
あ
る
。
乙
れ
に
た
い
し
て
、
ト
マ
ス
に
と
っ
て
は
、
個
別
的
な

事
物
の
み
が
存
在
す
る
と
い
う
命
題
は
、
わ
れ
わ
れ
が
直
接
的
に
経
験
す
る
の
は
可
感
的
・
質
料
的
な
る
も
の
と
い
う
意
味
で
の
個
別
的

な
る
も
の
の
み
で
あ
る
｜
｜
い
い
か
え
る
と
普
遍
的
な
る
も
の
は
そ
れ
自
体
と
し
て
自
存
す
る
・
も
の
で
は
な
い
ー
ー
と
い
う
乙
と
を
言
明

｛剖巴

し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
い
い
か
え
る
と
、
乙
の
命
題
に
お
い
て
「
存
在
す
る
」
と
は
「
知
覚
さ
れ
る
」
と
等
価
的
な
の
で
あ
る
。
厳
密

（筋）

な
意
味
で
事
物
が
寄
在
す
る
の
は
、
そ
れ
の
（
実
体
的
）
形
相
を
通
じ
て
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
（
形
相
認
識
以
前
の
段
階
で
あ
る
）
可

感
的
・
個
別
的
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
厳
密
な
意
味
で
の
存
在
を
語
る
乙
と
は
で
き
な
い
。

以
上
の
考
察
か
ら
し
て
、
ト
マ
ス
に
お
い
て
は
個
別
的
な
事
物
の
み
が
容
在
す
る
と
い
う
命
題
は
、
そ
れ
の
上
に
認
識
理
論
の
全
体
が

構
築
主
れ
う
る
よ
う
な
帯
在
論
的
原
理
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
の
結
論
を
下
す
乙
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
の

日
常
的
経
験
に
つ
い
て
の
経
験
的
言
明
で
あ
り
、
同
時
に
人
間
的
認
識
が
そ
れ
で
も
っ
て
出
発
せ
ざ
る
を
え
な
い
条
件
に
つ
い
て
の
適
切

な
記
述
で
も
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
こ
う
し
た
ト
マ
ス
の
立
場
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
ォ
ッ
カ
ム
に
お
い
て
は
個
別
的
な
事
物
の
み

が
存
在
す
る
と
い
う
命
題
は
害
在
論
的
原
理
と
し
て
の
身
分
を
ふ
り
あ
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
、
と
い
え
る
で
あ
ろ

争
円
ノ
。

「もの」と「記号」

乙
乙
で
わ
れ
わ
れ
は
次
の
間
い
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
｜
｜
オ
ッ
カ
ム
を
し
て
、
個
別
的
な
事
物
の
み
が
存
在
す
る
と
い
う
命
題

を
た
ん
な
る
経
験
的
言
明
で
は
な
く
、
存
在
論
的
原
理
と
解
す
る
に
い
た
ら
し
め
た
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
乙
の
聞
い
に
た
い
し
て
は

次
の
よ
う
に
答
え
る
乙
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
右
の
命
題
が
脊
在
論
的
原
理
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
容
在
一
般
に
つ
い
て
の
言
明

こ
の
命
題
は
、
お
よ
そ
穿
在
す
る
と
乙
ろ
の
も
の
は
す
べ
て
、
個
別
的
な
事
物
が
宰
在
す
る

N で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
い
か
え
る
と
、



四

の
と
厳
密
に
同
じ
仕
方
で
存
在
す
る
、
と
い
う
と
と
を
含
意
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
、
オ
ッ
カ
ム
に
よ
る
と
、

個
別
的
な
蓄
は
「
こ
こ
で
・
い
ま
」
存

3
5、

す
な
わ
ち
可
感
的
・
質
料
的
な
世
界
に
お
い
て
霊
蕊
。
し
た
が
っ
て
、
さ

き
の
命
題
は
、
可
感
的
・
質
料
的
な
事
物
の
み
が
寄
在
す
る
こ
と
、
な
い
し
は
「
寄
在
す
る
」
と
「
可
感
的
・
質
料
的
な
世
界
に
お
い
て

害
在
す
る
」
と
は
等
価
で
あ
る
乙
と
を
合
意
す
る
、
と
の
結
論
が
生
ず
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
オ
ッ
カ
ム
に
と
っ
て

は
何
ら
か
の
根
本
的
な
寄
在
論
的
前
提
の
ゆ
え
に
、
可
感
的
・
質
料
的
な
事
物
の
み
が
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
自
明
的
で
あ
っ
た
、

と
推
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
で
は
、
じ
っ
さ
い
に
か
れ
の
哲
学
の
う
ち
に
そ
の
よ
う
な
前
提
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
わ
れ

わ
れ
の
探
求
の
次
の
段
階
に
と
っ
て
の
主
題
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
以
下
の
論
述
に
お
い
て
、
か
れ
の
普
遍

に
関
す
る
理
論
の
考
察
を
通
じ
て
、
か
れ
の
哲
学
の
う
ち
に
そ
の
よ
う
な
根
本
的
な
存
在
論
的
前
提
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
乙
と
を
示
す
読

み
が
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

一
見
、
き
わ
め
て
明
瞭
か
つ
単
純
で
あ
る
。
か
れ
は
論
理
学
者
と
し
て
、
普
、
遍

〈
間
町
）

を
「
複
数
の
も
の
に
つ
い
て
述
語
可
能
な
も
の
」
胃

sagEHO
骨

1
R
5
5
と
し
て
定
義
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
お
り
、
そ

し
て
か
れ
が
一
貫
し
て
普
遍
は
精
神
の
外
に
あ
る
何
も
の
か
で
は
な
く
、
精
神
の
う
ち
な
る
何
も
の
か
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
精
神
の

質

宮

色

5
5
E
Z
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
崎
、
も
の
そ
れ
自
体
、
あ
る
い
は
記
号
と
も
の
と
の
関
係
を
離
れ
て
、
普
遍
を
も
っ
ぱ

ら
記
号
｜
｜
あ
る
い
は
も
の
の
記
号
色
町
内

E
B
吋
冊
目
ー
ー
と
し
て
研
究
す
る
論
理
学
者
の
見
地
か
ら
で
あ
る
。
論
理
学
者
は
論
理
学
者
で

あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
記
号
と
も
の
と
の
関
係
に
は
か
か
わ
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
記
号
の
領
域
を
取
り
あ
つ
か
う
の
で
あ
り
、
そ
し
て
オ

ッ
カ
ム
に
よ
る
と
記
号
の
領
域
と
は
精
神
お
よ
び
そ
の
諸
活
動
の
領
域
｜
｜
そ
れ
自
体
に
お
い
て
完
結
的
な
ー
ー
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で

普
遍
ロ
ロ
日
」
可
申
円
白
色
町
”
に
関
す
る
オ
ッ
カ
ム
の
見
解
は
、

あ
る
。い

い
か
え
る
と
、
普
遍
と
は
複
数
の
も
の
に
つ
い
て
述
諾
さ
れ
る
も
の
、
も
し
く
は
述
語
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
複
数
の
も
の
を
表

示
し
う
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
一
｜
多
関
係
は
記
号
聞
に
お
い
て
の
ほ
か
は
見
出
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、



こ
の
よ
う
な
一
｜
多
関
係
を
も
の
の
領
域
へ
と
拡
大
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
オ
ッ
カ
ム
の
基
本
的
立
場
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
普
遍
の
言
語
は
記
号
、
つ
ま
り
精
神
と
そ
の
諸
活
動
の
領
域
に
お
い
て
の
み
意
味
を
有
し
、
ま
た
有
し
う
る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
を
も
の
の
領
域
、
つ
ま
り
精
神
の
外
な
る
世
界
へ
拡
大
し
よ
う
と
す
る
詰
み
は
端
的
に
無
意
味
で
あ
る
と
き
れ
る
。

た
し
か
に
、
論
理
学
的
理
論
と
し
て
理
解
す
る
か
ぎ
り
、
オ
ッ
カ
ム
の
普
遍
理
論
は
き
わ
め
て
明
断
か
つ
単
純
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
れ
の
普
遍
理
論
は
同
時
に
認
識
理
論
で
あ
り
、
知
性
的
認
識
の
問
題
を
論
ず
る
に
さ
い
し
て
、
オ
ッ
カ
ム
は
記

号
と
し
て
の
普
遍
と
も
の
の
領
域
と
の
統
一
的
把
握
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
に
よ
弘
持
、
自
ら
の
論
理
学
者
と
し
て
の
立
場
を
存
在
論

的
立
場
へ
と
変
容
さ
せ
て
い
る
。
論
理
学
者
と
し
て
、
普
遍
の
考
察
を
記
号
の
領
域
の
内
部
に
限
定
す
る
と
と
は
完
全
に
正
当
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
記
号
の
領
域
を
も
の
の
領
域
か
ら
無
条
件
か
つ
根
元
的
に
分
離
す
る
こ
と
は
問
題
を
ふ
く
む
も
の
で
あ
り
、

一
つ
の
寄

在
論
的
態
度
決
定
で
あ
る
と
い
わ
ま
る
を
え
な
い
。

で
は
オ
ッ
カ
ム
が
記
号
と
し
て
の
普
遍
と
も
の
の
領
域
と
が
合
一
す
る
可
能
性
を
完
全
に
否
定
し
て
、
自
ら
の
論
理
学
的
立
場
を
存
在

論
的
立
場
へ
変
容
さ
せ
た
、
と
は
ど
の
よ
う
な
乙
と
を
意
味
す
る
の
か
。
そ
れ
は
い
い
か
え
る
と
、
オ
ッ
カ
ム
に
お
い
て
知
性
的
認
識
の

可
能
性
の
問
題
が
完
全
に
看
過
も
し
く
は
無
視
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
と
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
記
号
と
し
て
の
普
遍
と
（
認

識
さ
れ
る
べ
き
）
も
の
と
の
合
一
を
肯
定
し
た
上
で
、
そ
れ
を
何
ら
か
の
仕
方
で
説
明
し
よ
う
と
試
み
る
と
き
に
、
ま
さ
し
く
知
性
的
認

識
の
可
能
性
の
問
題
が
問
題
と
し
て
意
識
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「もの」と「記号」

も
と
も
と
記
号
と
し
て
の
普
遍
が
っ
く
り
だ
さ
れ
る
の
は
、
知
性
が
も
の
の
「
何
で
あ
る
か
」
を
認
識
す
る
乙
と
に
お
い
て
で
あ
る
。

そ
し
て
、

一
体
と
な
る
と
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
い
い

乙
の
知
性
的
認
識
の
働
き
（
現
実
態
）
は
、
知
性
と
も
の
と
が
合
一
し
、

か
え
る
と
、
知
性
（
し
た
が
っ
て
ま
た
、
知
性
の
う
ち
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
記
号
と
し
て
の
普
遍
）
と
も
の
と
の
（
認
識
の
働
き
に
お
け

る
）
合
一
を
肯
定
す
る
乙
と
な
し
に
は
、
知
性
的
認
識
の
可
能
性
の
問
題
は
生
じ
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
オ
ッ
カ
ム
が
記
号
と

し
て
の
普
遍
と
も
の
と
を
根
元
的
に
分
離
し
た
と
と
は
、
か
れ
に
お
い
て
知
性
的
認
識
の
可
能
性
の
問
題
が
完
全
に
看
過
も
し
く
は
無
視

一五



一
六

主
れ
て
い
た
こ
と
の
現
わ
れ
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

知
性
の
最
初
の
働
き
は
、
オ
ッ
カ
ム
の
主
張
し
た
と
乙
ろ
に
反
し
て
、
個
体
を
個
体
と
し
て
認
識
す
る
乙
と
で
は
あ
り
え
ず
、
感
覚
を

通
じ
て
知
性
に
提
示
さ
れ
る
と
と
ろ
の
個
別
的
な
事
物
に
つ
い
て
、
そ
の
「
何
で
あ
る
か
」
門
事

E
a
g
p
E一一

Z
B
を
普
遍
的
な
仕
方
で

認
識
す
る
ζ

と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
事
物
の
「
何
で
あ
る
か
」
に
つ
い
て
の
普
遍
的
な
認
識
を
離
れ
て
は
、
そ
も
そ
も
知

性
的
認
識
の
可
能
性
に
つ
い
て
語
る
乙
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
述
の
ご
と
く
、
記
号
と
し
て
の
普
遍
の
起
源
も
、
事
物

の
「
何
で
あ
る
か
」
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
普
遍
的
な
知
性
的
認
識
の
う
ち
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
オ
ッ
カ
ム
は
記
号
と
し
て
の

普
遍
の
起
源
を
、
こ
の
よ
う
な
知
性
と
も
の
と
の
聞
の
ー
ー
も
の
の
「
何
で
あ
る
か
」
を
認
識
す
る
と
い
う
仕
方
に
お
け
る

l
l根
源
的

な
合
て
な
い
し
一
体
化
の
う
ち
に
求
め
る
と
と
の
必
要
性
を
ま
っ
た
く
看
過
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

右
の
議
論
に
た
い
し
て
は
、
オ
ッ
カ
ム
に
お
い
て
は
概
念
も
し
く
は
精
神
の
イ
ン
テ
ン
チ
オ
と
し
て
の
普
遍
は
知
性
認
識
宮
広
口
伺
口
氏
。

｛拘〉

の
働
き
そ
の
も
の
と
同
一
視
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
知
性
認
識
の
働
き
は
個
体
の
直
観
的
認
識
に
お
い
て
も
の
と
因
果
的
に
結
び
つ
け
ら

れ
て
い
匂
と
の
反
対
論
が
む
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
乙
の
反
対
論
に
た
い
し
て
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
し
か
に
オ

ッ
カ
ム
は
最
も
査
然
的
な
理
論
と
し
て
、
精
神
の
質
な
い
し
は
概
念
と
し
て
の
普
遍
は
知
性
認
識
の
働
き
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
主
張

し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
れ
は
知
性
的
認
識
の
可
能
性
を
説
明
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
ま
っ
た
く
看
過
も
し
く
は
無
視
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
知
性
的
認
識
の
働
き
は
知
性
が
事
物
の
「
何
で
あ
る
か
」
に
た
い
し
て
有
す
る
根
源
的
な
関
係
に
即
し
て
の
ほ
か
は
説

明
で
き
な
い
。
乙
乙
で
「
根
源
的
な
」
と
い
う
の
は
、
事
物
の
「
何
で
あ
る
か
」
は
、
ま
さ
し
く
知
性
が
そ
れ
に
よ
っ
て
（
知
性
的
認
識

と
い
う
）
働
き
を
行
う
根
源
宝
ロ

ξ
吉
旨
と
し
て
の
形
相
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
初
。
す
べ
て
の
働
き
が
働
き
を
成
立
当
せ
る
根

源
と
し
て
の
形
相
を
必
要
と
す
る
ご
と
く
、
知
性
も
（
働
き
の
根
源
と
し
て
の
）
形
相
な
し
に
は
知
性
的
認
識
を
行
い
え
な
い
の
で
あ

り
、
そ
の
形
相
と
は
認
識
さ
れ
た
事
物
の
「
何
で
あ
る
か
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
オ
ッ
カ
ム
は
こ
の
意
味
で
の
知
性
的
認
識
の
可
能
性
の

問
題
に
は
何
の
関
心
も
示
さ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。



で
は
、
オ
ッ
カ
ム
は
い
か
に
し
て
こ
の
よ
う
な
知
性
的
認
識
の
可
能
性
と
い
う
重
要
な
問
題
を
看
過
す
る
と
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
ト
マ
ス
の
認
識
理
論
に
お
い
て
は
、
知
性
的
認
識
の
可
能
性
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
誤
み
と
し
て
主
要
的
な
役
割
を
果
し
た
抽
象
理

論
の
全
体
が
、
オ
ッ
カ
ム
に
よ
る
人
間
的
認
識
の
説
明
に
お
い
て
は
完
全
に
姿
を
消
し
て
い
る
の
は
大
い
に
注
目
に
値
い
す
積
あ
き
ら

か
に
、
オ
ッ
カ
ム
は
抽
象
理
論
の
必
要
性
を
認
め
て
い
な
い
。
い
い
か
え
る
と
、
か
れ
は
知
性
あ
る
い
は
精
神
が
い
か
に
し
て
質
料
的
世

界
の
う
ち
な
る
事
物
と
認
識
と
い
う
働
き
（
H
現
実
態
）
に
お
い
て
根
源
的
に
結
び
つ
き
、
合
一
し
う
る
の
か
、
と
い
う
乙
と
を
説
明
す

る
必
要
性
を
見
て
と
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
乙
の
認
識
と
い
う
働
き
に
お
け
る
知
性
と
事
物
と
の
合
一
は
事
実
と
し
て
受

け
と
る
か
ぎ
り
、
最
も
あ
り
ふ
れ
た
事
実
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
が
そ
れ
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
素
材

そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
ひ
と
た
び
そ
れ
の
可
能
性
を
探
求
し
始
め
る
と
、
そ
れ
の
神
秘
は
わ
れ
わ
れ
の
心
を

驚
異
と
感
歎
と
で
満
た
怠
ず
に
は
お
か
な
い
。
い
っ
た
い
、
オ
ッ
カ
ム
は
い
か
に
し
て
そ
れ
を
見
逃
す
乙
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
に
た
い
す
る
唯
一
の
可
能
な
説
明
は
、
も
の
と
記
号
と
の
根
元
的
な
分
離
が
か
れ
の
哲
学
に
お
け
る
根
本
的
な
寄
在
論
的
前

提
で
あ
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
オ
ッ
カ
ム
に
と
っ
て
、
も
の
、
す
な
わ
ち
実
在
す
る
事
物
の
領
域
は
、
記
号
、
す
な
わ
ち
精
神

と
そ
の
諸
活
動
の
領
域
か
ら
根
元
的
に
、
そ
し
て
完
全
に
分
離
さ
れ
て
い
た
。
乙
の
前
提
の
ゆ
え
に
、
精
神
の
哲
学
〈
認
識
の
理
論
を
ふ

く
め
て
）
は
オ
ッ
カ
ム
に
お
い
て
、
記
号
の
機
能
お
よ
び
記
号
聞
の
関
係
の
考
察
と
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
記
号
の
領
域
の
内
部
に
お
い
て
遂

行
S
れ
た
、
と
い
う
乙
と
が
で
き
よ
う
。
一
言
で
い
う
と
、
わ
れ
わ
れ
は
オ
ッ
カ
ム
の
普
遍
理
論
の
根
底
に
、
も
の
（
つ
ま
り
物
理
的
世

界
）
と
記
号
（
あ
る
い
は
む
し
ろ
記
号
の
体
系
と
し
て
の
精
神
）
と
の
根
元
的
な
二
元
論
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

「もの」と「記号」

オ
ッ
カ
ム
哲
学
の
根
本
的
な
害
在
論
的
前
提
に
つ
い
て
乙
れ
ま
で
の
べ
て
き
た
乙
と
が
当
っ
て
い
る
と
仮
定
し
た
場
合
、
そ
れ
に
続

い
て
そ
の
よ
う
な
存
在
論
的
前
提
の
源
泉
あ
る
い
は
起
源
が
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

ζ

の
問
題
に
関
し
て
は
、
と
と
で

は
詳
し
く
の
べ
る
用
意
が
な
い
の
で
、
今
後
の
探
求
が
と
る
べ
き
一
つ
の
方
向
を
示
唆
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
わ
れ
わ
れ
が
オ
ッ
カ
ム
の

V 

七
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著
作
を
ト
マ
ス
と
比
較
し
つ
つ
研
究
す
る
と
き
、
主
要
な
哲
学
的
関
心
の
移
行
｜
l
tあ
る
い
は
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
変
換
と
い
っ
て
も
よ
い

が
ー
ー
が
こ
の
二
人
の
ス
コ
ラ
哲
学
者
の
聞
で
起
ζ

っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
一
例
を
あ
げ
る
と
、
ト
マ

ス
の
認
識
理
論
に
お
い
て
は
、
知
性
的
認
識
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
認
識
す
る
者
（
神
的
精
神
）
と
認
識
さ
れ
る
も
の
（
神
的
本
質
）
と
が
一

に
し
て
同
一
で
あ
る
よ
う
な
神
的
認
識
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
ト
マ
ス
は
人
閣
の
知
性
的
認
識
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
知

性
的
認
識
の
人
間
的
条
件
、
お
よ
び
制
限
を
充
分
に
考
慮
し
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
知
性
的
認
識
の
可
能
性
に
つ
い
て
ト
マ

ス
が
与
え
て
い
る
説
明
が
最
終
的
に
よ
り
ど
乙
ろ
と
し
て
い
る
の
は
神
的
認
識
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
知
性
的
認
識

に
つ
い
て
の
ト
マ
ス
の
説
明
が
可
知
的
な
も
の
と
な
り
え
て
い
る
の
は
、
最
終
的
に
は
神
的
認
識
に
関
し
て
か
れ
が
か
ち
と
っ
た
洞
察
に

も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
オ
ッ
カ
ム
に
お
い
て
は
事
態
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。
オ
ッ
カ
ム
は
ー
ー
か
れ
が
哲
学
者
で
あ
る
か

ぎ
り
｜
｜
可
知
性
の
源
泉
と
し
て
は
経
験
的
明
証
お
よ
び
論
理
的
必
然
性
の
み
を
受
け
い
れ
、
経
験
不
可
能
な
神
的
存
在
に
つ
い
て
え
ら

（巧）

れ
た
洞
察
の
よ
う
な
も
の
に
は
い
っ
さ
い
依
存
し
な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
オ
ッ
カ
ム
の
剃
万
」
は
、
か
れ
の
根
本
的
な
存
在
論
的
前

提
を
適
確
に
表
現
す
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

註（

1
）
 

お
き

す
で
に
十
五
世
紀
に
は
オ
ッ
カ
ム
は
「
唯
名
論
学
派
の
長
」
と
見
な
さ
れ
て
お
り
（
参
照
。
冨
－
R

同
四
割
ロ
ロ
・
呂
田
件
。
町
m
a
m
－回目】
E
－0
8耳目。

自
色
広

S
F
園
・
切
－
N
H
由
）
、
十
七
世
紀
の
代
表
的
な
ス
コ
ラ
学
者
F
・
ス
ア
レ
ス
は
『
形
而
上
学
の
諸
問
題
』
（
U
Z吉
伸
即
位
。
回
冊
目
冨
え
曲
芸
可
－

a
g
p
a名
〈
・

ω
2・
N
・3

に
お
い
て
個
体
お
よ
び
個
別
化
の
根
源
の
問
題
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
唯
名
論
者
の
代
表
と
し
て
オ
ッ
カ
ム

の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
。

（2
）
同
・
冨
00内
々
は
吋
言
』
い
昌
弘
司
也
、
建
S
S達
也
、
。
急

b
a
F
ω
z
a
h
w
d『
R
P
2
0
4『

J

問。吋｝
P

忌
8
・同
Y
M
∞
・
に
お
い
て
、
第
一
次
資
料

の
分
析
を
通
じ
て
オ
ッ
カ
ム
に
お
け
る
「
唯
名
論
」
の
意
味
を
あ
き
ら
か
に
す
る
必
要
を
強
調
し
て
い
る
。

E
r
回
o
o
F
E
H
は
普
遍
に
関
す
る
オ

ツ
カ
ム
の
立
場
は
「
実
在
論
的
概
念
論
」

H
E－－由民
n
n
0
5
8
E色
町
混
と
名
づ
け
る
べ
き
乙
と
を
主
張
す
る
。
。
己
目
白
町
内
同
時
弘
民
ミ
宣
明
白
色
誌

。忌』
W
A
N
S

－
J
2
0

司
自
ロ
ロ
目
的
自
国
岡
田
由
民
苫
芯
・

Z
・J
町二

M
u
g－
M
M

・回目白
lHE・の－
F
由
民
は
オ
ツ
カ
ム
を
「
唯
名
論
者
」
と
昭
ぶ
こ
と
に
た
い
し
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爾
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仰
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で
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Intellectus 

p
r
i
m
o
 intelligit 

singulare intuitive. 
Quaestiones in 

Librun S
e
c
u
n
d
u
m
 Sententiarum 

(Reρ
ortatio), 

Il, 
13. 

(0>) 
P
r
i
m
a
 notitia 

primitate generationis est 
notitia 

intuitiva 
alicujus singularis. 

Sententiarum Ordinatio, 
I
 ,
 3, 

6. 

（宮）
P
r
i
m
u
m
 c
o
g
n
i
t
u
m
 a
b
 intellectu 

primitate generationis est 
singulare. 

Quodlibeta Seρ
tem, 
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Ord. ,

 I
 ,
 1, 

4; 
I
 ,
 3, 

1. 
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よ
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］
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est 
in 

r
e
r
u
m
 n
a
t
u
r
a
 nisi 

singularia. 
Ord., 

I, 
3, 

6. 

（苫）
Quaelibet res extra a

n
i
m
a
m
 seipsa 

est 
singularis. 

Ord., 
I, 

2, 
6. 

(~
) 

Nihil est 
in 

re 
nisi 

singulare. 
Ord. ,

 I
 ,
 3, 

5. 

（記）
O
m
n
i
s
 res extra a

n
i
m
a
m
 est 

singularis. 
Quodl., 

I
 ,
 13. 

（む〕
Quaelibet

res 
imaginabilis existens 

est 
de se, 

sine 
o
m
n
i
 additione, 

res singularis et 
u
n
a
 n
u
m
e
r
o
.
 Expositio 

in 
L
i
b
r
u
m
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o
r
，ρ
hyrii de Praedicabilibus, 

P
r
o
o
e
m
i
u
m
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All things that exist 
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s
a
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伊
担
~

e
ι
ト
代
制
層
王
様
G
昔r
司
三
~
製
ν

’
E事
乞
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P
即
Q
綴
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ユ
ν
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P
：
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D
e
E
n
t
e
 et Essentia, 

C. 
2; 

S.C.G., 
I
,
 
21; 

S.T., 
I, 

75, 
5; 

85, 
1; 

86, 
1, 

et 
passim. 

（お）
Sensibilia 

inveniuntur actu extra a
n
i
m
a
m
.
 
S
u
m
m
a
 Theologiae, 

I, 
79, 

3, 
a
d
 1. 

(~
) 

Sensibilia sunt de n
u
m
e
r
o
 singularium, 

et e
o
r
u
m
 q
u
a
e
 sunt extra a

n
i
m
a
m
.
 In 

Aristotelis Libros D
e
 A
n
i
m
a
 

Expositio, 
IT, 

12, 
376. 
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（匂）
In Post. 

Ana. ,
 

sed t
a
n
t
u
m
 in 

consideratione 
intellectus abstra-

I, 
10, 

120. 
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（4
）
』
1
s
h
u時
三
同
突
き
・
・
ケ

H
0
・
H
M
H
・

（
位
）
め
・
吋
・
・
同
－

H
M
－
H
H
U

∞A
F
J
コ∞日－

H
u
p

脚色

ω一∞・

（
必
）
参
照
。
回
定
・
・

7

E

・
J

可
・
ト
マ
ス
は
、
何
ら
か
の
個
体
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
人
間
知
性
の
固
有
的
対
象
の
本
質
側
面

g
a
o
に
属

す
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
知
性
が
そ
の
固
有
的
対
象
を
現
実
に
認
識
し
う
る
た
め
に
は
、
個
別
的
事
物
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
と
乙
ろ
の
普
通

的
本
性
を
見
て
と
る
た
め
に
、
感
覚
的
表
象
像
へ
と
自
ら
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
明
確
に
の
べ
て
い
る
。
ト
マ
ス
が
否
定
す
る
の
は
人
間

知
性
が
質
料
的
事
物
の
う
ち
な
る
個
体
を
「
直
接
的
か
つ
第
一
に
」
島
吋
mn芯

a
M
E
g
o
認
識
す
る
、
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
参
照
。
』
剛
丈
・
・

∞∞．凶・

（
川
崎
）
ト
マ
ス
に
よ
る
と
、
人
間
知
性
に
固
有
な
認
識
の
仕
方
は
、
事
実
上
物
体
的
質
料
に
お
い
て
個
別
化
さ
れ
て
見
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
形
相
を
、
し

か
じ
か
の
質
料
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
は
な
し
に
認
識
す
る
と
と
で
あ
る
。
包
注
よ

f
g－
H
・

（
江
副
）
め
・
吋
・
・

7
H
A
P
－
H
U

日可申・

ω
一∞
A
F
N
・

（
必
）
前
掲
註
（
お
）
を
参
照
。

（C
）
乙
れ
が
「
感
覚
は
個
体
に
、
知
性
は
普
通
に
か
か
わ
る
」
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
葉
に
つ
い
て
の
ト
マ
ス
的
理
解
で
あ
り
、
そ
れ
は
オ
ッ

カ
ム
に
よ
る
理
解
と
は
著
し
く
異
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
岬
叩
）
寄
ば
－
－

g－
H

・

（
的
問
）
同
相

E
・

E
－
ロ
・

（
印
）
匂

H

・丸・・勾－

N
・

（
日
）
同
出
軸
ば
－
－

g－
F

包
ω・

（
回
）
包
民
、
－
－

m
－
F

N

・
脚
色
同
・

（
臼
）
与
式
－
－

g－
r
脚色品・

（
国
）
匂
軸
．
札
－
－

E

－
Y

史凶
M
U
H
H
0
・
N

脚色
N
・

（
出
）
量
子
宮
－

Y

脚色品・

（
出
）
思
・
札
・
・
ケ

m－
N

H

l

同・問問－

P
凹
a

H

U

E
－
M
山
口
開
関
口

g
－
E
d
o
m
B
－u
u
o
〈
叩
巳

g
g－
H
－
H
U
N
y
r
N
F
A
－－回向田品・

（
幻
）
句
ミ
弘
、
さ
さ
章
、
ミ

h
S
3加
仇
同
誌
な
誌
な
白
遣
さ
・

H

－∞・

ω
（ζ
乙
で
は
胆
唱
℃
同
O
F
O
口一明日
0

の
代
り
に
山
田
岡
田
岡
一
宮
丘
町
。
が
用
い
ら
れ
て
い
る
）

同）同て同可民同白同四－

N
r
H
U
A
H
・
史
凶
仏
u
ω

・、吋・・同
t
同－

a－
A
F

白色
H
一
定
－

N
・



「もの」と「記号」

（国）

bh
て問、と－－

H
・
H
・

（
回
）
句
・
吋
・
・
ケ
］
f
y

国
内
回

M
U
H－
mu
∞
Armu
∞∞・

ω・
目
a
H・

（
伺
）
量
．
札
－
－

E
－
AY
同
aHh
∞戸

H・

（
但
）
包
定
・
・
同
1

同
・
臼
－

H
・

（
回
）
こ
の
よ
う
な
知
性
的
認
識
の
成
立
根
拠
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
と
呼
ぶ
か
、
あ
く
ま
で
経
験
論
的
に
説
明
す
る
か
に
つ
い
て
は
問
題
と
し
て
残
し
て
お

き
た
い
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
成
立
根
拠
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
形
而
上
学
的
認
識
は
可
能
で
あ
る
。

（
臼
）
匂

H

．一丸－－

E
－

A
F

・

（
悦
）
参
照
。
。
・

ω
R
W色
muJK由
同
43a史
認
町

S
R
g
g
h
H
F問
、
ミ
3neN間
的
色
＼
同
尽
き

g
h門
誌
ロ
ミ
ミ
h，

P
7
H
l由・

（
伍
）
ト
マ
ス
は
一
貫
し
て
形
相
が
寄
在
の
根
源
で
あ
る
と
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
（
白
白
色
叩
）
回
日
目
立
山
口
比
四
吋
目
。

ρ
5ロ
品
。
一
同
。
円
包
白
色
白
門
店
お

B
巳
R
E
o－
－
：
何
件
直
己
宮
崎
O片岡
E
p
a
H
g白
幅
広
田
n
z－
広
g
守
口
H
g
e
n
－E円
帽
白
血
叩
恒
三

5
・
bhhvasne凡
な
ミ
ミ
s
g岡山同
R
B同
叩
丘

四朗師
g
e
胃
z
a
H
M
2
5・
句
・
吋

4

．． 

ケ
吋
m－
NU
冨同同岡山同骨師
Z
g
g同
OHM
－g
aロ
O色’
2
8
2
0
B
E）
noロ印
Z
E
E『同
O円
呂
田
自
（
巾
吉
田
）
・

ω・同
J

ケ
忌
品
－

H
U
8
8

－uR
g
n
o
g
Z
E
E吋同
O吋同回目
g
R
S
E
E
P
2
3
0帥
R
o
g
s
g
吉
出

ZHロロ冊目・

h忠弘－－

E
H・

（
船
）
乙
の
解
釈
は
オ
ッ
カ
ム
が
個
体
の
直
観
的
認
識
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
裏
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
直
観
的
認

識
は
個
体
の
現
実
容
在

z
g
o
E
S
（
あ
る
い
は
問
。
ロ
1m岡
山
聞
広
ロ
己
同
）
に
か
か
わ
り
、
そ
し
て
個
体
の
現
実
存
在
は
「
こ
乙
で
・
い
ま
」
認
識
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

（
同
町
）
オ
ッ
カ
ム
に
お
い
て
普
遍
と
は
第
一
に
類
、
種
、
積
差
、
周
有
性
、
付
帯
性
な
ど
、
五
個
の
い
わ
ゆ
る
プ
ラ
エ
デ
ィ
カ
ピ
リ
ア
を
意
味
す
る
。

句史事抽選

bhqa町民円
sr
同
・
。
・

HAH－

（
槌
）
匂
た
・
・
。
・

5iH吋
・
第
却
J
お
章
に
お
い
て
オ
ッ
カ
ム
は
、
普
遍
は
精
神
の
外
な
る
事
物
で
は
な
い
と
い
う
自
ら
の
立
場
を
繰
返
し
、
第
お
章

に
お
い
て
総
括
す
る
。
参
照
。

ishubep－
－
句
2
8
B
E自
u
h円

Hhvg主
0
3
h
m守
宮
宮
、
ミ
芯
有
害

ss．2

hミ崎町口町四
N
F
ω
u
。
ミ
・
・
ヶ

N
－

A
F
1
叫・

（
ω）
た
と
え
ば
学
（
学
知
、
学
問
）
臼
n
－g広
田
に
つ
い
て
の
か
れ
の
見
解
を
参
照
。
ォ
ッ
カ
ム
は
、
知
ら
れ
る
と
ζ

ろ
の
も
の
は
諸
々
の
命
題
の
み
で

あ
る
、
と
主
張
す
る
。
。
ミ
・
・

f
N－

A
F

・

（
刊
山
）
。
、
民
・
・
ケ

M
－∞
U

L

『詰、問、帆・・

ω1∞・

（冗）

CHEMRと
・
・
同
－

Hω
一
同
品
、
・
・
同
－

Hω
・



ニ
四

（
担
）
形
相
が
働
き
の
根
源
で
あ
る
と
い
う
見
方
は
、
ト
マ
ス
哲
学
の
根
本
原
理
で
あ
る
。
参
照
。

ω・吋・・

H
・
H
A
P
9
叫－
0

・
9

E

‘
ω
U
8・
NU

H
C
m
－印・

2MM胆
加
曲
目
隠
・
い
い
か
え
る
と
、
働
き
の
根
源
で
あ
る
形
相
な
し
に
は
、
い
か
な
る
働
き
の
成
立
も
理
解
な
い
し
説
明
で
き
な
い
の
で
あ

る
。
オ
ッ
カ
ム
が
（
認
識
と
い
う
働
き
を
成
立
さ
せ
る
根
源
で
あ
る
）
可
知
的
形
象
者
伺

a
a
z窓
口
叩
網
目
立
寄
の
理
論
を
全
面
的
に
斥
け
て
い
る

ζ
と
も
、
か
れ
が
知
性
的
認
識
の
可
能
性
を
説
明
す
る
乙
と
の
必
要
性
を
見
て
と
ら
な
か
っ
た
乙
と
の
あ
き
ら
か
な
徴
表
で
あ
る
。

（
招
）
オ
？
カ
ム
に
お
け
る
抽
象
的
認
識
ロ
O広
広
田
乱
E
E
n仲
間
司
但
の
理
論
は
知
性
的
認
識
の
可
能
性
の
問
題
に
は
か
か
わ
っ
て
い
な
い
。

（
町
内
）
め
・
吋
・
・
ゲ
］
「
P
A
H・

（
花
）
乙
れ
が
ベ

l
ナ
ー
に
よ
る
と
、
ふ
つ
う
に
「
オ
ッ
カ
ム
の
剃
万
」
と
時
ば
れ
る
恩
犠
節
約
の
原
理
、
あ
る
い
は
〈
よ
り
正
確
に
は
）
充
足
理
由
の

原
理
の
真
の
意
味
で
あ
る
。
参
照
。
図
。
冊
目
岡
田
o
p
司、．

nH．H
・－

0
・H
田
町
・
オ
ヲ
カ
ム
は
「
必
要
不
可
欠
で
な
け
れ
ば
多
数
性
を
も
ち
ζ
ん
で
は
な
ら
な

い」

MME冒
宮
器
ロ
g
o
Z
吉
田
g
E
包
忠
回
2
8曲目
g
g
あ
る
い
は
「
よ
り
少
い
も
の
で
為
し
う
る
と
と
を
よ
り
多
く
の
も
の
で
為
す
の
は
無

意
味
で
あ
る
」
苛
富
可
制
白
神
宮
司
立
ロ

E
－
aロ
白
色
噌
0
8由
件
出
。
ユ
宮
司
冨
－
g
n同

O
B
な
ど
の
定
式
を
多
用
す
る
が
、
ペ
l
ナ
ー
に
よ
る
と
オ
ッ
カ

ム
の
充
足
理
由
の
原
理
の
最
も
適
切
な
定
式
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
「
自
明
的
な
る
こ
と
、
あ
る
い
は
経
験
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
ζ
と
、
も
し
く
は

聖
書
の
権
威
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
る
と
と
以
外
は
、
何
ご
と
も
指
定
さ
れ
た
根
拠
な
し
に
定
立
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
包
広
－

e
g
H
官
民

mEO
吋匝昨日ロロ
o
g
a
m百世
S
E
a
曲
目
仲
宮
崎
曲
。
ロ
o
z
g
4
0戸唱団一円
gn官
立
。
HHE曲
目
帥
n山
吉
田
司
冊
目
宮
一
時
同
区
内
HHOユ
g
g
s
ω
ロ円山田
v
z
g
o
ω
R
E
O

－v
g
g
z
g
乙
の
定
式
は
。
唱
え
・
・

7

8・
H
（の

O凶
昨
日

o立回目。回目岡田

ωnoa）
に
お
い
て
見
曲
さ
れ
る
。
な
お
、
「
オ
ッ
カ
ム
の
剃
刀
」
と

し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
「
必
要
不
可
欠
で
な
け
れ
ば
害
在
す
る
も
の
は
多
数
化
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」

g
包
囲
ロ
Oロ
E
E
S
E
E
M
U－四－

n
g色
回
曲
目
ロ
刊
号

n
g回目
g
g
と
い
う
定
式
は
、
ベ
l
ナ
ー
に
よ
る
と
オ
ッ
カ
ム
の
著
作
の
う
ち
に
は
見
出
さ
れ
な
い
。


