
序

プ
ロ
ク
ロ
ス
に
お
け
る
「
一
者
」
の
研
究
（
⊇

　
　
ｌ
ｕ
ｅ
Ｓ
ｅ
＾
Ｌ
Ｃ
　
Ｔ
ｏ
Ｏ
　
ｅ
ｖ
ｏ
ｃ
の
意
味
－

　
　
梗
　
　
　
　
概

　
　
　
〔
こ
先
稿
の
ま
と
め

　
　
　
［
二
］
先
稿
と
の
関
連
と
命
題
ニ
ー
一
三
ま
で
の
粗
筋

　
　
　
三
〕
ド
ッ
ズ
に
よ
る
粗
筋
と
本
稿
の
意
図

第
一
章
命
題
二

　
第
一
節
　
命
題
二
の
「
テ
ー
ゼ
」

　
　
　
〔
四
〕
命
題
二
の
「
テ
ー
ゼ
」

　
第
二
節
　
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
分
有

　
　
　
【
五
】
プ
ラ
ト
ン
の
『
パ
イ
ド
ン
』
の
分
有
論

　
　
　
〔
六
〕
右
の
分
有
論
は
プ
ロ
ク
ロ
ス
に
は
直
接
当
て
は
ま
ら
な
い

　
　
　
〔
七
〕
プ
ラ
ト
ン
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
の
テ
ク
ス
ト

　
　
　
〔
八
〕
右
の
分
有
論
は
プ
ロ
ク
ロ
ス
の
そ
れ
と
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い

　
　
　
〔
九
〕
プ
ラ
ト
ン
『
ソ
ピ
ス
テ
ス
』
の
テ
ク
ス
ト

　
　
　
〔
且
右
の
箇
所
の
分
有
論
は
イ
デ
ア
間
に
お
い
て
成
立

　
　
ロ
ー
〕
右
の
箇
所
の
プ
ロ
ク
ロ
ス
の
解
釈

　
　
〔
三
〕
分
有
の
基
本
的
性
格
－
イ
デ
ア
と
そ
れ
を
分
有
し
た
も
の
と
の
区
別

第
三
節
　
命
題
二
の
「
証
明
」

　
　
〔
亘
証
明
の
論
旨

二
頁

三
頁

三
頁

六
頁

ｍ一

言

ｍ
一
匹

ｍ
一
応

ｍ－

き

ｍ－

凸

ｍ
一
己

Ξ
Ξ

m

一
一

-

J

ＣＤ

一
一
こ

ｍ
一
一
己

〔
二
四
〕

〔
豆
〕

回
ハ
〕

〔
呈

〔
夭
〕

岡

崎
　
　
文
　
　
明

　
人
文
学
部
哲
学
研
究
室

証
明
の
第
一
段
階
（
こ
Ｉ
テ
ク
ス
ト

同
右
（
二
）
－
一
を
分
有
し
た
も
の
は
Ｉ
そ
の
も
の
で
は
な
い

同
右
（
三
）
一
一
を
分
有
し
た
も
の
は
一
を
受
け
取
っ
た

証
明
の
第
二
段
階
（
一
）
ｊ
テ
ク
ス
ト

同
右
（
二
）
一
一
を
分
有
し
た
も
の
が
純
粋
な
一
で
あ
る

同
右
且
）
－
右
は
不
可
能

証
明
の
第
三
段
階
（
こ
Ｉ
テ
ク
ス
ト

同
右
（
二
）
－
一
を
分
有
し
た
も
の
は
全
く
一
で
な
い

同
右
三
）
Ｉ
右
は
純
粋
の
多
と
な
り
存
在
し
得
な
い

証
明
の
各
段
階
の
ま
と
め

証
明
の
第
四
段
階
（
こ
Ｉ
テ
ク
ス
ト

同
右
（
二
）
－
一
を
分
有
し
た
も
の
そ
れ
自
体
は
純
粋
の
Ｉ
で
は
な
い

同
右
且
）
－
そ
れ
は
「
一
で
あ
り
か
つ
一
で
な
い
」

同
右
（
四
）
－
そ
れ
は
一
と
共
に
一
以
外
の
交
ざ
り
も
の
を
持
つ

結
論
－
テ
ー
ゼ

　
第
四
節
　
本
章
の
結
論
と
ま
と
め

　
　
〔
二
九
〕
そ
の
Ｉ

　
　
〔
言
〕
そ
の
二

第
二
章
命
題
三

　
第
一
節
　
命
題
三
の
「
テ
ー
ゼ
」

　
　
〔
一
言
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
一
種
の
綜
合
－
分
有
と
生
成

九
頁

：
二
〇
頁



一
五
〇

高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
三
十
八
巻
　
二
九
八
九
年
）
　
人
文
科
学
　
そ
の
Ｉ

第
二
節
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
現
実
態
と
可
能
態

Ξ

一
口

Ξ
己

⊇

岳

⊇

ろ

⊇⊇
も乙

：
二
〇
頁

現
実
態
は
可
能
態
よ
り
も
先
で
あ
る

『
形
而
上
学
』
の
テ
ク
ス
ト

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
動
の
原
理
－
現
実
態
に
よ
っ
て
可
能
態
が
現
実
態
と
な
る

も
う
ひ
と
つ
の
テ
ク
ス
ト
ー
「
不
動
の
第
一
動
者
」

「
一
」
と
「
一
を
分
有
し
た
も
の
」
に
現
実
態
と
可
能
態
の
原
理
を
適
用

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
プ
ロ
ク
ロ
ス
の
相
違
点

第
三
節
　
命
題
三
の
「
証
明
」

　
　
〔
ズ
ブ
証
明
の
論
旨

２

､き

冨
Ξ

m

四

一

X_－ノ

m

四
一

口

/‾n
四

Ξ£

J

習
岳

る

：
二
二
頁

証
明
の
第
一
段
階
（
こ
Ｉ
テ
ク
ス
ト

同
右
（
二
）
－
「
一
と
成
る
も
の
」
は
「
一
な
る
も
の
」
を
受
け
取
っ
た

同
右
且
）
－
そ
の
理
由

現
実
態
と
可
能
態
の
考
え

証
明
の
第
二
段
階
（
こ
Ｉ
テ
ク
ス
ト

同
右
（
二
）
―
多
は
一
と
成
る
こ
と
を
受
け
取
る
限
り
に
お
い
て
一
を
分
有
す

〔
翌
〕
同
右
（
三
－
そ
の
理
由
二
）

盲

ご

回
占

冨
凸

有
と
一
者

証
明
の
第
二
段
階
（
巴
１
そ
の
理
由
三
）

結
論
－
テ
ー
ゼ

　
第
四
節
　
本
章
の
結
論
と
ま
と
め

　
　
　
〔
邑
分
有
即
生
成
は
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
一
種
の
綜
合

　
　
　
〔
意
プ
ロ
ク
ロ
ス
哲
学
と
中
世
哲
学
の
決
定
的
相
違

全
体
の
結
論

　
　
　
〔
Ξ
〕
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
中
世
哲
学
と
の
関
連

註　
　
　
ｚ
ｕ
ｓ
ａ
ｍ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｓ
ｓ
ｕ
ｎ
ｇ

：
二
四
頁

…
一
四
頁

：
二
四
頁

　
　
序
　
　
　
論

　
〔
こ
　
拙
稿
は
先
稿
『
プ
ロ
ク
ロ
ス
に
お
け
る
「
一
者
」
の
研
究
『
こ
』
（
１
）
に

引
き
続
い
て
、
プ
ロ
ク
ロ
ス
哲
学
に
お
け
る
「
一
者
」
の
意
味
を
明
確
に
し
よ
う
と

す
る
意
図
を
持
っ
て
い
る
。

　
先
稿
に
お
い
て
は
、
『
神
学
綱
要
』
の
命
題
一
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
多

は
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
て
も
△
一
▽
乃
至
△
一
な
る
も
の
▽
を
何
ら
か
の
仕
方
で
分

有
し
て
お
り
、
決
し
て
△
純
粋
の
多
▽
は
存
在
し
得
な
い
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
命
題
一
で
は
、
ま
だ
「
分
有
」
の
意
味
が
分
明
で
は
な
く
、
し
た

が
っ
て
こ
の
限
り
で
は
「
一
」
乃
至
「
一
な
る
も
の
」
が
超
越
的
な
形
而
上
学
的
「
一
」

と
し
て
の
「
一
者
」
の
性
格
を
十
分
に
備
え
て
い
る
と
は
言
い
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
〔
二
〕
　
と
こ
ろ
が
、
同
書
で
は
引
き
続
き
そ
の
命
題
二
か
ら
命
題
四
に
か
け
て
分

有
の
意
味
が
次
第
に
明
瞭
に
さ
れ
て
、
二
な
る
も
の
」
と
「
多
」
と
が
十
分
に
区

別
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
お
「
一
な
る
も
の
」
の
超
越
性
は
こ
こ
に

至
っ
て
も
ま
だ
確
立
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
そ
の
次
の
命
題
五
に
お
い
て
、
「
一
な
る
も
の
」
は
「
多
」
に
「
内
在
」

し
な
が
ら
も
、
し
か
も
前
者
は
後
者
に
「
先
立
つ
」
こ
と
す
な
わ
ち
前
者
が
後
者
か

ら
「
超
越
し
て
い
る
」
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
る
。
か
く
し
て
よ
う
や
く
超
越
者
な
る

二
者
」
が
そ
の
姿
を
現
す
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
れ
で
万
有
の
根
源
と
し
て
の
「
一
者
」
が
確
立
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
「
一
者
」
は
実
は
ま
た
「
善
な
る
も
の
」
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
命
題
七
か
ら

命
題
一
三
に
か
け
て
こ
れ
ら
の
両
者
が
綜
合
さ
れ
る
。
か
く
し
て
「
善
一
者
」
あ
る

い
は
「
善
な
る
も
の
一
な
る
も
の
」
と
い
う
形
而
上
学
的
超
越
者
が
ひ
と
ま
ず
確
立

す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
プ
ロ
ク
ロ
ス
哲
学
に
お
け
る
万
有
の
根
源
と
言
い
得
る
で

あ
ろ
う
。



　
三
〕
　
右
の
事
情
は
Ｅ
.
　
Ｒ
.
　
Ｄ
ｏ
ｄ
ｄ
ｓ
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
『
神
学
綱
要
』
命
題
二
か
ら
命
題
四
は
「
部
分
的
な
Ｉ
」
（
「
多
し
か
ら
「
純
粋
の

一
」
（
「
一
な
る
も
の
し
を
区
別
し
、
か
つ
吾
々
が
経
験
す
る
「
部
分
的
な
Ｉ
」
は
「
純

粋
の
Ｉ
」
の
存
在
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
命
題
五
は
ど
ん
な

「
部
分
的
な
Ｉ
」
も
「
究
極
の
根
源
」
（
「
万
有
の
根
源
し
で
あ
る
こ
と
は
で
き
ず
、

し
た
が
っ
て
「
純
粋
の
Ｉ
」
こ
そ
「
究
極
の
根
源
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
立
し

て
い
る
。
そ
し
て
命
題
六
は
「
部
分
的
な
Ｉ
」
を
「
一
を
含
む
多
」
と
「
多
を
含
む

一
」
の
二
つ
の
段
階
に
分
け
、
そ
れ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
副
根
源
の
位
置
を
割
当
て
、
「
原

因
の
階
層
」
（
ｔ
ｈ
ｅ
　
ｈ
ｉ
ｅ
ｒ
ａ
ｒ
ｃ
ｈ
ｙ
　
ｏ
ｆ
　
ｃ
ａ
ｕ
ｓ
ｅ
ｓ
)
説
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
（
２
）
。

　
さ
て
、
拙
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
観
方
に
沿
っ
て
、
先
稿
と
同
様
の
仕
方
で
、
命
題

二
と
三
を
順
次
検
討
し
、
分
有
と
い
う
概
念
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
如
何
に
し
て

「
一
な
る
も
の
」
と
「
多
」
と
が
区
別
さ
れ
る
か
を
明
確
に
し
て
行
く
こ
と
と
し
よ
う
。

第
一
章
　
命
題
二

　
第
一
節
　
命
題
二
の
テ
ー
ゼ

　
〔
四
〕
　
命
題
一
で
は
「
分
有
す
る
」
(
　
ｆ
ｉ
ｅ
ｔ
ｅ
ｘ
ｅ
'
-
ｖ
　
)
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て

い
た
が
、
こ
れ
に
は
い
ま
だ
十
分
に
明
確
な
る
限
定
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
（
３
）
。

命
題
二
で
は
さ
ら
に
こ
れ
に
或
る
限
定
を
加
え
る
の
で
あ
る
。

　
命
題
二
の
テ
ー
ゼ
は
こ
う
で
あ
る
。

　
　
（
一
な
る
も
の
を
分
有
す
る
も
の
は
す
べ
て
一
で
あ
り
か
つ
一
で
な
い
～
）
。
」

　
と
こ
ろ
で
こ
の
意
味
を
正
確
に
知
る
た
め
に
吾
々
は
「
分
有
」
の
概
念
を
め
ぐ
っ

て
若
干
の
考
察
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節
　
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
分
有

　
〔
五
〕
　
周
知
の
如
く
「
分
有
」
と
い
う
概
念
は
プ
ラ
ト
ン
に
始
ま
る
が
、
こ
れ
は

第
一
に
、
「
イ
デ
ア
」
（
乃
至
「
エ
イ
ド
ス
」
）
と
「
個
物
」
の
間
で
成
立
す
る
一
種

の
関
係
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
パ
イ
ド
ン
』
｛
｝
呂
も
Ｉ
ｗ
）
に
見
ら
れ
る
如
く
に
、
「
美

し
い
も
の
」
（
個
物
）
は
「
美
そ
の
も
の
」
（
イ
デ
ア
）
に
よ
っ
て
美
し
い
の
で
あ
る
。

こ
の
事
態
を
指
し
て
「
美
し
い
も
の
」
は
「
美
の
イ
デ
ア
」
を
分
有
し
て
い
る
と
言

わ
れ
る
（
５
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
美
し
い
も
の
」
、
例
え
ば
そ
れ
を
桜
の
花
と
し
よ
う
、
こ
れ
は
「
美

の
イ
デ
ア
」
を
分
有
し
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
そ
れ
以
外
の
も
の
を
も
、
例

え
ば
桜
の
花
は
一
定
の
姿
や
大
き
さ
等
を
も
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

個
物
は
当
の
イ
デ
ア
の
み
な
ら
ず
そ
れ
以
外
の
も
の
も
分
か
ち
持
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
〔
六
〕
　
さ
て
、
プ
ロ
ク
ロ
ス
は
、
命
題
一
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
「
一
な
る
も
の
」

と
「
多
」
と
の
間
に
原
則
的
に
分
有
関
係
を
認
め
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
分
有
関

係
は
必
ず
し
も
右
の
如
き
プ
ラ
ト
ン
の
「
イ
デ
ア
と
個
物
」
の
間
で
成
り
立
つ
分
有

関
係
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
プ
ロ
ク
ロ
ス
の
問
題
と
す
る
「
多
」
は
必

ず
し
も
こ
の
自
然
宇
宙
内
の
個
的
な
存
在
者
（
あ
る
も
の
・
右
ｔ
よ
？
）
を
指
す
ば

か
り
で
は
な
く
て
、
自
然
宇
宙
を
超
え
た
イ
デ
ア
を
も
ま
た
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
「
一
な
る
も
の
」
は
、
言
う
な
ら
イ
デ
ア
の
イ
デ
ア
と
な
る
。
し
た

が
っ
て
、
右
記
『
パ
イ
ド
ン
』
の
議
論
は
直
接
的
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
〔
七
〕
　
そ
れ
で
は
プ
ラ
ト
ン
は
「
イ
デ
ア
と
個
物
」
間
の
分
有
関
係
し
か
認
め
て

い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
、
そ
う
で
は
な
く
、
イ
デ
ア
の
領
域
に
お
い
て
も
諸

イ
デ
ア
間
の
分
有
関
係
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
は
特
に
彼
の
後
期
著

作
に
お
い
て
見
ら
れ
る
。
『

一
五
一

プ
ロ
ク
ロ
ス
に
お
け
る
「
一
者
」
の
研
究
（
⊇
　
―
黒
つ
刄
ｓ
ａ
～
で
忿
の
意
味
－
　
（
岡
崎
）



一
五
二
　
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
三
十
八
巻
　
二
九
八
九
年
）
　
人
文
科
学
　
そ
の
Ｉ

　
そ
こ
で
後
期
著
作
の
一
つ
で
あ
る
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
の
或
る
テ
ク
ス
ト
を
見
て

み
よ
う
（
傍
点
は
筆
者
）
。

　
　
「
し
た
が
っ
て
、
一
以
外
の
も
の
が
も
し
部
分
を
も
つ
な
ら
ば
、
ま
た
全
体
を
『

　
分
有
し
、
一
を
分
有
す
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
（
６
）
。
」

ま
た
少
し
後
に
は
こ
う
言
わ
れ
て
い
る
。

　
　
「
と
は
言
え
、
そ
れ
（
部
分
）
が
一
を
分
有
す
る
の
は
、
む
ろ
ん
Ｉ
と
は
ち
が

　
う
他
の
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

　
も
し
そ
う
で
な
か
っ
た
ら
、
〔
一
を
〕
分
有
な
ど
し
て
い
な
く
て
、
自
分
で
直
接

　
に
一
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
ね
。
し
か
し
実
際
に
は
、
直
接
的
に
一
で
あ
る
こ
と

　
は
、
一
そ
の
も
の
以
外
に
は
不
可
能
だ
と
思
う
「
こ
。
」

　
〔
八
〕
　
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
と
い
う
著
作
は
、
分
有
論
つ
ま
り
イ
デ
ア
論
の
反
省

の
た
め
に
、
ま
た
「
世
人
が
空
理
空
論
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
な
も
の
の
中
を
通
り
抜

け
て
行
く
練
習
を
す
る
」
た
め
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
（
８
）
。
そ
れ
ゆ
え
に
右
の
テ

ク
ス
ト
で
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
一
」
あ
る
い
は
「
一
そ
の
も
の
」
は
プ
ロ
ク

ロ
ス
の
言
う
と
こ
ろ
の
万
有
の
根
源
た
る
「
一
者
」
と
同
じ
で
あ
る
の
か
ど
う
か
は

検
討
の
余
地
が
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
問
題
を
一
先
ず
棚
上
げ
に
す
れ
ば
、
同
書
は

少
な
く
と
も
テ
ク
ス
ト
の
上
で
は
「
一
そ
の
も
の
」
と
「
一
以
外
の
も
の
」
と
の
間

の
「
分
有
」
関
係
に
言
及
し
、
か
つ
そ
の
関
係
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
〔
九
〕
　
次
に
、
同
様
彼
の
後
期
著
作
で
あ
る
『
ソ
ピ
ス
テ
ス
』
の
テ
ク
ス
ト
を
、

少
し
長
く
な
る
が
、
見
て
み
よ
う
（
傍
点
は
筆
者
～
）
。

　
　
エ
レ
ア
か
ら
の
客
人
「
で
は
次
に
ど
う
だ
ろ
う
、
－
彼
ら
は
△
全
き
も
の
▽

　
（
全
体
）
と
い
う
も
の
を
、
＜
あ
る
と
こ
ろ
の
一
な
る
も
の
▽
（
実
在
す
る
一
者
）

と
別
の
も
の
で
あ
る
と
言
う
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
同
じ
も
の
で
あ
る
と
言
う

だ
ろ
う
か
？
」

　
テ
ア
イ
テ
ト
ス
「
も
ち
ろ
ん
同
じ
も
の
で
あ
る
と
言
う
で
し
ょ
う
し
、
ま
た
げ

ん
に
、
そ
う
言
っ
て
い
ま
す
。
」

　
エ
レ
ア
か
ら
の
客
人
「
で
は
、
も
し
そ
れ
〔
実
在
す
る
一
者
〕
が
ひ
と
っ
の
全

体
で
あ
る
と
す
れ
ば
ど
う
な
る
か
。
ち
ょ
う
ど
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
も
、
こ
う
言
っ
て

い
る
よ
う
に
ね
。
－
ど
の
側
か
ら
み
て
も
　
ま
ん
ま
る
い
球
の
塊
に
似
て
い
て

ま
ん
な
か
か
ら
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
均
等
を
保
つ
。
こ
こ
あ
る
い
は
か
し
こ
に
お
い

て
　
よ
り
大
き
く
ま
た
小
さ
い
と
い
う
こ
と
は
　
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
だ
か
ら

Ｉ
。
△
あ
る
も
の
▽
（
有
）
は
…
中
心
と
端
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
し
、

そ
し
て
も
し
そ
う
と
す
れ
ば
、
ま
っ
た
く
必
然
的
に
、
も
ろ
も
ろ
の
部
分
を
も
っ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
と
も
、
ど
う
だ
ろ
う
か
？
」

　
テ
ア
イ
テ
ト
ス
「
そ
の
と
う
り
で
す
。
」

　
エ
レ
ア
か
ら
の
客
人
「
と
こ
ろ
で
た
し
か
に
、
こ
の
よ
う
に
部
分
に
分
け
ら
れ

　
　
　
　
　
　
・
　
一
　
一
　
・
　
・
　
●
　
ｅ
　
一
　
・
　
●
　
Ｉ
　
Ｉ
　
・
　
一
　
一
　
一
　
一
　
・
　
・
　
一
　
－
　
一
　
～
　
－
　
・
　
・

る
も
の
が
、
一
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
状
態
を
そ
れ
ら
諸
部
分
全
体
の
上
に
あ

た
え
ら
れ
て
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
ら
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
し
、

か
く
て
そ
れ
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
総
体
で
あ
り
全
体
で
あ
る
と
と
も

に
、
一
つ
の
も
の
で
あ
っ
て
何
ら
差
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
」

　
テ
ア
イ
テ
ト
ス
「
も
ち
ろ
ん
そ
の
点
は
、
い
っ
こ
う
に
差
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
一
　
・
　
・
　
・
　
●
　
・
　
・
　
・
　
●
　
・
　
ｉ
　
一
　
ゆ
　
・
　
昏

　
エ
レ
ア
か
ら
の
客
人
「
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
状
態
を
受
け
取
っ
て
持
っ
て

い
る
も
の
は
、
そ
れ
自
体
が
△
一
な
る
も
の
▽
（
一
者
）
自
体
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
不
可
能
な
の
で
は
な
い
か
ね
？
」

テ
ア
イ
テ
ト
ス
「
ど
う
し
て
で
し
ょ
う
か
？
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
・
　
・
　
一
　
・
　
・
　
　
－
　
●
　
●
　
・
　
一
　
　
　
一
　
－
　
　
●

　
エ
レ
ア
か
ら
の
客
人
「
真
の
意
味
に
お
け
る
△
一
な
る
も
の
▽
（
一
者
）
は
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
・
　
・
　
・
　
φ
　
・
　
・
　
●
　
－
　
－
　
一
　
・
　
一
　
●

正
確
に
論
じ
る
な
ら
ば
、
絶
対
的
に
部
分
に
分
か
た
れ
え
な
い
も
の
と
言
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
」

　
テ
ア
イ
テ
ト
ス
「
た
し
か
に
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
ね
。
」



　
エ
レ
ア
か
ら
の
客
人
「
し
か
る
に
、
い
ま
問
題
に
し
て
い
る
よ
う
な
、
多
く
の

部
分
か
ら
な
る
も
の
は
、
こ
の
定
義
に
合
致
し
な
い
だ
ろ
う
。
」

　
テ
ア
イ
テ
ト
ス
「
わ
か
り
ま
し
た
。
」

　
二
○
〕
　
こ
の
箇
所
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
「
あ
る
と
こ
ろ
の
Ｉ
」
は
「
部

分
か
ら
な
る
全
体
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
は
「
一
な
る
も
の

の
状
態
(
　
Ｔ
Ｏ
０
Ｏ
Ｃ
　
Ｔ
ｏ
Ｏ
　
ｅ
ｖ
ｏ
ｃ
　
)
を
受
け
取
っ
て
持
っ
て
い
る
（
ぶ
｛
７
｝
」
と
言
わ

れ
て
い
る
。

　
こ
れ
は
「
分
有
」
と
い
う
言
葉
を
直
接
使
っ
て
は
い
な
い
が
、
そ
の
「
全
体
」
は

「
真
の
意
味
に
お
け
る
△
一
な
る
も
の
▽
」
を
「
分
有
し
て
い
る
」
こ
と
を
述
べ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
真
の
意
味
に
お
け
る
△
一
な
る
も
の
▽
」
は
プ
ロ
ク
ロ
ス
の
言
う
超
越
的

「
一
者
」
と
正
確
に
同
じ
で
あ
る
か
ど
う
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
が
そ
れ
を
別
問

題
と
し
て
も
、
し
か
し
少
な
く
と
も
「
部
分
か
ら
な
る
全
体
」
と
さ
れ
る
「
あ
る
と

こ
ろ
の
一
な
る
も
の
」
（
実
在
す
る
一
者
）
は
同
書
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
や
用
語
法
か

ら
イ
デ
ア
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
が
分
有
す
る
「
真
の
意
味
に

お
け
る
△
一
な
る
も
の
▽
」
は
イ
デ
ア
の
イ
デ
ア
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
は
、
イ
デ
ア
の
領
域
に
お
い
て
諸
イ
デ
ア
間

の
分
有
関
係
が
認
め
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
探
求
も
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

　
〔
一
一
〕
　
プ
ロ
ク
ロ
ス
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
ソ
ピ
ス
テ
ス
註
解
』
の
中
で
、
ま
さ

に
右
の
「
真
の
意
味
に
お
け
る
△
一
な
る
も
の
▽
」
を
迷
う
こ
と
な
く
万
有
の
根
源

な
る
「
一
者
」
と
解
釈
し
、
そ
し
て
こ
う
註
釈
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
「
と
こ
ろ
で
、
も
し
一
方
で
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
多
を
持
っ
て
い
る
根
源
が

　
一
つ
で
あ
る
な
ら
、
こ
れ
は
こ
の
も
の
に
お
け
る
多
く
の
諸
部
分
か
ら
な
る
、
あ

一
五
三

　
る
い
は
諸
要
素
か
ら
な
る
何
ら
か
の
全
体
で
あ
る
だ
ろ
う
。
他
方
で
は
、
こ
れ
は

　
「
真
の
意
味
に
お
け
る
△
一
な
る
も
の
▽
」
で
は
な
く
て
、
「
一
な
る
も
の
」
の
状

　
態
を
受
け
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
吾
々
が
（
プ
ラ
ト
ン
の
）
『
ソ
ピ
ス
テ
ス
』

　
（
ほ
認
）
に
お
い
て
学
ん
で
知
っ
て
い
る
よ
う
に
（
1
0
）
。
」

　
こ
こ
で
は
「
多
を
内
在
さ
せ
て
い
る
根
源
」
は
「
諸
部
分
か
ら
な
る
全
体
」
で
あ

り
、
か
つ
こ
れ
は
「
真
の
意
味
に
お
け
る
△
一
な
る
も
の
▽
」
の
状
態
を
「
受
け
取

っ
た
（
分
有
し
た
）
も
の
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
か
ら
理
解
さ
れ
る
ご
と
く
、
プ
ロ
ク
ロ
ス
は
ま
さ
に
『
ソ
ピ
ス
テ
ス
』
に
お

け
る
探
求
を
受
け
こ
れ
に
依
拠
し
て
こ
れ
を
右
の
如
く
解
釈
し
、
「
一
な
る
も
の
」

と
「
一
を
受
け
取
っ
た
も
の
」
と
の
間
に
分
有
関
係
を
適
用
す
る
の
で
あ
る
。

　
〔
コ
ー
〕
　
と
こ
ろ
で
プ
ラ
ト
ン
の
「
分
有
」
に
お
い
て
は
、
「
イ
デ
ア
」
と
「
そ

れ
を
分
有
し
た
も
の
」
の
二
者
が
見
ら
れ
る
。
「
イ
デ
ア
」
は
純
粋
に
そ
の
性
質
を

待
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
交
ざ
り
も
の
を
持
だ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、

「
そ
れ
を
分
有
し
た
も
の
」
は
イ
デ
ア
の
性
質
と
共
に
そ
れ
以
外
の
性
質
も
持
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
「
イ
デ
ア
」
と
「
そ
れ
を
分
有
し
た
も
の
」
は

明
確
に
区
別
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド

　
と
こ
ろ
で
、
プ
ロ
ク
ロ
ス
の
「
一
な
る
も
の
」
と
「
一
な
る
も
の
を
分
有
し
た
も

の
」
に
お
い
て
も
同
様
の
事
情
が
成
り
立
つ
。
二
な
る
も
の
」
は
交
ざ
り
も
の
の

な
い
純
粋
な
一
で
あ
っ
て
そ
れ
以
外
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
「
一
な
る
も
の
を
分
有

し
た
も
の
」
は
一
以
外
の
も
の
Ｉ
例
え
ば
「
全
体
」
や
「
部
分
」
や
「
有
」
と
い

っ
た
も
の
Ｉ
を
も
持
つ
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
「
一
な
る
も
の
を
分
有
し
た
も
の
」
は
二
面
性
を
合
わ
せ
持
つ
。
そ

れ
は
第
一
に
、
「
一
な
る
も
の
」
を
受
け
取
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
一
と
言
う
性
質
を

持
ち
、
し
た
が
っ
て
「
一
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
第
二
に
、
一
以

外
の
性
質
も
交
ざ
り
混
ん
で
い
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
点
で
「
一
で
な
い
」
と
言
わ
れ

プ
ロ
ク
ロ
ス
に
お
け
る
「
一
者
」
の
研
究
（
二
）
　
１
ｕ
ｅ
Ｓ
ｅ
＾
i
c
　
Ｔ
ｏ
Ｏ
　
ｅ
ｖ
ｏ
ｃ
の
意
味
－
　
（
岡
崎
）



一
五
四
　
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
三
十
八
巻
　
二
九
八
九
年
）
　
人
文
科
学
　
そ
の
Ｉ

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
分
有
」
の
基
本
的
な
性
格
で
あ
る
。

　
命
題
二
は
こ
れ
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
分
有
」
の
概
念
は

命
題
一
よ
り
更
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
限
定
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
第
三
節
　
命
題
二
の
「
証
明
」

　
〔
一
三
〕
　
こ
の
証
明
の
論
旨
は
あ
る
意
味
で
明
快
で
あ
る
。

　
「
一
な
る
も
の
を
分
有
し
た
も
の
」
は
三
つ
の
可
能
性
を
持
つ
。
第
一
は
「
純
粋

の
Ｉ
」
で
は
な
く
「
一
を
受
け
取
っ
た
も
の
」
、
第
二
は
「
純
粋
の
Ｉ
」
、
第
三
は
「
全

く
一
で
な
い
も
の
」
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
三
つ
の
可
能
性
か
ら
第
二
と
第
三
の

可
能
性
を
除
き
、
そ
の
中
間
の
可
能
性
（
第
二
を
残
し
、
「
分
有
す
る
」
と
い
う

こ
と
の
意
味
は
「
一
で
あ
る
と
共
に
一
で
な
い
」
こ
と
に
な
る
と
結
論
す
る
の
で
あ

る
。

　
こ
れ
は
「
枚
挙
消
去
法
（
1
1
）
」
で
あ
り
、
ま
た
「
否
定
の
道
」
（
ｖ
i
a
　
ｈ
ｅ
ｇ
ａ
ｔ
i
ｖ
ａ
)

の
一
種
で
あ
る
方
法
論
で
あ
る
。
以
下
に
こ
れ
を
見
て
い
こ
う
。

　
〔
一
四
〕
　
ま
ず
証
明
の
第
一
段
階
と
し
て
、
「
一
な
る
も
の
を
分
有
し
た
も
の
」

は
「
純
粋
の
Ｉ
」
で
は
な
く
て
、
「
一
な
る
も
の
」
を
分
有
と
い
う
仕
方
で
「
受
け

取
っ
た
」
(
ｉ
Ｃ
６
７
Ｃ
Ｏ
ｖ
６
Ｖ
ａ
ｉ
）
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
こ

の
「
受
け
取
っ
た
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
、
最
後
の
テ
ク
ス
ト
（
Ⅳ
）
で
明
ら
か

に
さ
れ
る
。
さ
て
、
最
初
の
テ
ク
ス
ト
は
こ
う
な
っ
て
い
る
。

　
　
Ｔ
）
「
も
し
△
一
な
る
も
の
を
分
有
し
た
も
の
▽
が
△
一
そ
の
も
の
▽
で
な
い

　
な
ら
（
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
△
一
な
る
も
の
▽
以
外
の
何
か
で
あ
る
の
で
、
△
一

　
な
る
も
の
▽
を
分
有
す
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
）
、
そ
れ
は
分
有
に
よ
っ
て
△
一
な

　
る
も
の
▽
を
受
け
取
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
一
と
な
っ
た
こ
と
を
被
っ
た
の
で

　
あ
る
（
Ｕ
）
。

　
〔
一
五
〕
　
右
の
証
明
を
順
次
詳
し
く
検
討
し
て
い
こ
う
。

　
（
Ｉ
）
の
文
の
前
半
で
あ
る
。

　
　
〒
）
「
も
し
△
一
な
る
も
の
を
分
有
し
た
も
の
▽
が
△
一
そ
の
も
の
▽
で
な
い

　
な
ら
（
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
△
一
な
る
も
の
▽
以
外
の
何
か
で
あ
る
の
で
、
△
一

　
な
る
も
の
▽
を
分
有
す
る
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
）
、
」

　
こ
の
文
は
、
「
も
し
・
：
な
ら
」
と
い
う
仮
定
文
の
形
式
で
導
入
さ
れ
て
い
る
が
、

内
容
的
に
は
実
は
単
な
る
仮
定
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
定
言
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
と
い
う
の
も
こ
の
文
に
続
い
て
直
ち
に
「
（
な
ぜ
な
ら
、
・
：
の
だ
か
ら
で
あ

る
）
、
」
と
い
う
理
由
文
が
付
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
あ
る
も
の
が
「
一
な
る
も
の
」
を
分
有
す
る
の
は
そ
れ
が
「
一
な
る
も
の
」
で
な

い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
「
一
な
る
も
の
」
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
を
分
有
す
る

必
要
性
は
元
々
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
一
な
る
も
の
を
分
有
し
た
も
の
」

は
「
一
な
る
も
の
」
す
な
わ
ち
「
一
そ
の
も
の
」
で
な
い
の
で
あ
る
。

　
二
六
〕
　
Ｔ
）
の
文
の
後
半
は
前
半
の
文
に
対
す
る
帰
結
文
で
あ
る
。

　
　
（
２
）
「
そ
れ
は
分
有
に
よ
っ
て
△
一
な
る
も
の
▽
を
受
け
取
っ
た
の
で
あ
り
、

　
そ
し
て
一
と
な
っ
た
こ
と
を
被
っ
た
の
で
あ
る
。
」

　
二
な
る
も
の
を
分
有
し
た
も
の
」
が
「
一
そ
の
も
の
」
で
な
い
な
ら
、
一
つ
の

可
能
性
と
し
て
、
「
分
有
と
い
う
仕
方
に
よ
っ
て
△
一
な
る
も
の
▽
を
受
け
取
っ
た
」

の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
「
一
と
な
っ
た
こ
と
を
被
っ
た
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

意
味
が
後
に
〔
一
西
上
一
八
〕
検
討
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
〔
一
七
〕
　
次
に
、
「
一
な
る
も
の
を
分
有
し
た
も
の
」
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
可
能

性
の
「
純
粋
の
一
で
あ
る
」
こ
と
を
検
討
し
て
否
定
す
る
。
こ
れ
が
証
明
の
第
二
段

階
で
あ
る
。
そ
の
テ
ク
ス
ト
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。



　
（
Ｈ
）
「
そ
こ
で
一
方
、
も
し
そ
れ
が
△
一
な
る
も
の
▽
以
外
の
何
も
の
で
も
な

い
と
す
る
と
、
そ
れ
は
た
だ
△
一
な
る
も
の
▽
の
み
で
あ
る
。
す
る
と
そ
れ
は
△
一

な
る
も
の
▽
を
分
有
し
て
い
る
の
で
な
く
て
、
△
一
そ
の
も
の
▽
で
あ
る
だ
ろ

｀
つ
（
1
3
）
ｏ
」

　
二
八
〕
　
右
の
証
明
を
詳
し
く
検
討
し
よ
う
。

　
　
〒
）
「
も
し
一
方
、
そ
れ
が
△
一
な
る
も
の
▽
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
と
す

　
る
と
、
そ
れ
は
た
だ
△
一
な
る
も
の
▽
の
み
で
あ
る
。
」

　
「
一
な
る
も
の
を
分
有
し
た
も
の
」
が
も
し
「
一
な
る
も
の
」
以
外
の
何
も
の
で

も
な
い
な
ら
、
そ
れ
は
「
純
粋
の
Ｉ
」
で
あ
る
。

　
二
九
〕
　
次
に
、

　
　
（
２
）
「
す
る
と
そ
れ
は
△
一
な
る
も
の
▽
を
分
有
し
て
い
る
の
で
な
く
て
、

　
△
一
そ
の
も
の
▽
で
あ
る
だ
ろ
う
。
」

　
す
る
と
そ
れ
は
「
一
そ
の
も
の
」
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
、
と
言
う
の
で
あ

る
。

　
と
す
れ
ば
、
「
一
な
る
も
の
を
分
有
し
た
も
の
」
が
「
純
粋
の
Ｉ
」
二
そ
の
も
の
」

で
あ
る
こ
と
は
矛
盾
と
な
る
。

　
な
ぜ
な
ら
、
「
一
な
る
も
の
を
分
有
し
た
も
の
」
が
「
一
そ
の
も
の
」
「
純
粋
の
Ｉ
」

で
あ
る
な
ら
前
者
は
後
者
を
「
分
有
」
す
る
必
要
な
ど
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
「
分

有
し
た
も
の
」
で
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
二
そ
の
も
の
」
で
な
い
か
ら

こ
そ
、
ま
さ
に
こ
れ
を
「
分
有
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
（
「
〔
二
〕
参
照
）

　
し
た
が
っ
て
、
右
の
テ
ク
ス
ト
の
後
に
は
、

　
　
（
３
）
「
し
か
し
こ
れ
は
成
り
立
だ
な
い
。
」

と

い
う
意
味
の
一
文
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
〔
二
〇
〕
　
次
に
証
明
の
第
三
段
階
で
あ
る
。
二
な
る
も
の
を
分
有
し
た
も
の
」

は
第
三
の
可
能
性
の
「
全
く
一
で
な
い
も
の
で
あ
る
」
こ
と
を
検
討
し
、
そ
し
て
否

定
さ
れ
る
。
そ
の
テ
ク
ス
ト
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
（
ｍ
）
「
他
方
、
も
し
△
一
な
る
も
の
を
分
有
し
た
も
の
▽
が
△
一
な
る
も
の
以

　
外
の
何
か
▽
で
あ
り
、
一
で
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
ゆ
え
に
そ
れ
は
Ｉ
で
は
な
く
、

　
ま
た
△
ま
さ
に
一
な
る
も
の
▽
で
も
な
い
亘
。
」

　
〔
二
Ｉ
〕
　
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
　
〒
）
「
も
し
△
一
な
る
も
の
を
分
有
し
た
も
の
▽
が
△
一
な
る
も
の
以
外
の
何

　
か
で
あ
り
、
一
で
な
い
な
ら
ば
、
」

　
こ
こ
で
言
う
「
分
有
し
た
も
の
」
が
「
一
な
る
も
の
以
外
の
何
か
」
で
あ
る
な
ら
、

そ
れ
は
「
多
」
以
外
に
は
な
い
。
し
か
し
「
多
」
は
「
何
ら
か
の
点
で
」
一
を
分
有

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
多
」
は
何
ら
か
の
点
で
「
一
」
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
こ
れ
が
「
一
で
は
な
い
も
の
」
と
す
る
な
ら
、
こ
れ
は
「
全
ゆ
る
意
味
で

一
で
は
な
い
も
の
」
と
い
う
意
味
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
テ
ク
ス
ト
（
２
）

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
「
△
一
な
る
も
の
を
分
有
し
た
も
の
▽
が
△
全
く
一
で
な

い
も
の
▽
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

〔
二
二
〕
　
続
い
て
、

　
（
２
）
「
こ
の
ゆ
え
に
そ
れ
は
Ｉ
で
は
な
く
、
ま
た
△
ま
さ
に
一
な
る
も
の
▽
で

も
な
い
。
」

こ
の
ゆ
え
に
、
当
然
そ
れ
は
「
ま
さ
に
一
な
る
も
の
」
「
純
粋
の
Ｉ
」
で
も
な
い

一
五
五
　
　
プ
ロ
ク
ロ
ス
に
お
け
る
「
一
者
」
の
研
究
（
二
）
　
１
７
１
刄
ｓ
ａ
ｏ
に
よ
り
の
意
味
－
　
（
岡
崎
）



一
五
六

高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
三
十
八
巻
　
二
九
八
九
年
）
　
人
文
科
学
　
そ
の
Ｉ

の
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
う
い
う
こ
と
は
そ
も
そ
も
成
立
し
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
全
く
一
で

な
い
も
の
」
は
「
純
粋
の
多
」
で
あ
る
が
、
し
か
し
「
純
粋
の
多
」
は
存
在
し
得
な

い
こ
と
は
既
に
命
題
一
で
証
明
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
～
）
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
右
の
テ
ク
ス
ト
の
後
に
は
、
（
Ｈ
）
と
同
様
に
、

　
　
（
３
）
「
し
か
し
こ
れ
は
成
り
立
だ
な
い
。
」

と
い
う
意
味
の
一
文
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
〔
二
三
〕
　
さ
て
次
を
検
討
す
る
た
め
に
今
ま
で
の
証
明
の
諸
段
階
の
結
論
を
み
て

み
よ
う
。

　
第
一
段
階
で
は
、
「
一
な
る
も
の
を
分
有
し
た
も
の
」
と
は
一
体
何
で
あ
る
の
か
、

そ
の
可
能
性
の
一
つ
は
「
一
な
る
の
も
の
を
受
け
取
っ
た
も
の
」
で
あ
る
と
結
論
さ

れ
た
。
Ｔ
四
上
六
〕

　
第
二
段
階
で
は
、
そ
れ
は
も
う
ひ
と
つ
の
可
能
性
を
持
つ
。
つ
ま
り
「
純
粋
の
Ｉ
」

「
一
そ
の
も
の
」
で
あ
る
。
（
だ
が
テ
ク
ス
ト
に
は
明
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
）
こ

の
可
能
性
は
当
然
成
立
し
得
な
い
。
〔
石
－
一
九
〕

　
第
三
段
階
は
、
そ
れ
は
「
全
く
一
で
な
い
」
つ
ま
り
「
純
粋
の
多
」
で
あ
る
可
能

性
が
あ
る
。
こ
れ
も
（
テ
ク
ス
ト
に
明
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
）
当
然
成
立
し
得

な
い
。
〔
言
上
且

　
〔
二
言
　
そ
こ
で
最
後
の
第
四
段
階
で
あ
る
。
「
一
を
分
有
し
た
も
の
」
は
残
る

可
能
性
と
し
て
は
、
右
の
第
一
段
階
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
次
に
プ

ロ
ク
ロ
ス
は
こ
れ
を
確
定
し
、
そ
の
意
味
を
明
確
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
テ
ク
ス

ト
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
（
Ⅳ
）
「
し
か
し
、
そ
れ
は
一
で
あ
り
同
時
に
△
一
な
る
も
の
▽
を
分
有
し
て
い

て
、
そ
し
て
こ
の
ゆ
え
に
そ
れ
自
体
で
Ｉ
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
一
で
あ

り
か
つ
Ｉ
で
は
な
い
。
つ
ま
り
そ
れ
は
△
一
な
る
も
の
▽
以
外
の
何
か
で
あ
る
。

　
一
方
で
は
そ
れ
は
一
以
外
の
余
計
な
も
の
を
持
つ
た
と
い
う
点
で
一
で
な
い
。

ま
た
他
方
で
は
そ
れ
は
一
を
受
け
取
っ
た
と
い
う
点
で
一
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
△
一
な
る
も
の
を
分
有
し
た
も
の
▽
は
す
べ
て
一
で
あ
り
か
つ
一
で

な
い
こ
と
に
な
る
（
1
6
）
。
」

　
〔
二
五
〕
　
こ
れ
を
詳
し
く
検
討
し
よ
う
。

　
　
〒
）
「
し
か
し
、
そ
れ
は
一
で
あ
り
同
時
に
△
一
な
る
も
の
▽
を
分
有
し
て
い

　
て
、
そ
し
て
こ
の
ゆ
え
に
そ
れ
自
体
で
Ｉ
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
」

　
つ
ま
り
、
「
一
を
分
有
し
た
も
の
」
は
「
純
粋
の
Ｉ
」
と
「
純
粋
の
多
」
の
可
能

性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
は
実
際
に
は
不
可
能
で
あ
り
ま
た
成
立
し
な

い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
「
多
」
で
あ
る
が
「
純
粋
の
多
」
で
は
な
く
［
三
］
、

　
「
何
ら
か
の
Ｉ
」
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
分
有
し
て
い
る
の
だ
か
ら
「
純
粋
の
Ｉ
」

で
も
な
い
。

　
〔
二
六
〕
　
そ
し
て
次
に
、

　
　
（
２
）
「
そ
れ
は
一
で
あ
り
か
つ
Ｉ
で
は
な
い
。
つ
ま
り
そ
れ
は
△
一
な
る
も

　
の
▽
以
外
の
何
か
で
あ
る
。
」

　
そ
れ
は
「
何
ら
か
の
Ｉ
」
で
あ
る
か
ら
と
も
か
く
も
「
一
で
あ
る
」
。
し
か
し
そ

れ
は
「
純
粋
の
Ｉ
」
で
な
い
か
ら
絶
対
的
な
意
味
で
「
一
で
は
な
い
」
。
つ
ま
り
、
「
一

で
あ
り
か
つ
Ｉ
で
は
な
い
」
と
い
う
一
見
相
矛
盾
す
る
二
つ
の
性
格
を
持
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
こ
の
性
格
は
先
に
見
た
と
こ
ろ
の
Ｔ
ニ
〕
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
イ
デ
ア
の
分
有
の

基
本
的
性
格
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
プ
ロ
ク
ロ
ス
は
明
確
に
プ
ラ
ト
ン
の
分



有
思
想
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
か
か
る
性
格
を
持
つ
も
の
を
目
下
の
テ
ク
ス
ト
は
「
一
な
る
も
の
（
純
粋
の
こ

以
外
の
何
か
）
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

る
〔
二
七
〕
　
プ
ロ
ク
ロ
ス
は
か
か
る
性
格
を
更
に
念
を
入
れ
て
説
明
す
る
の
で
あ

　
　
（
３
）
「
一
方
で
は
、
そ
れ
は
一
以
外
の
余
計
な
も
の
を
持
つ
た
と
い
う
点
で
Ｉ

　
で
な
い
。
ま
た
他
方
で
は
、
そ
れ
は
一
を
受
け
取
っ
た
と
言
う
点
で
一
で
あ
る
。
」

　
「
一
を
分
有
し
た
も
の
」
は
「
一
以
外
の
余
計
な
も
の
」
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
具
体
的
に
言
及
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
例
え
ば
「
有
・
あ
る
」

や
「
全
体
」
や
「
部
分
」
等
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ゆ
え
に
そ
れ
は
「
一
で
は
な
い
」

の
で
あ
る
。

　
ま
た
他
方
そ
れ
は
「
一
を
受
け
取
っ
た
」
と
言
う
点
で
一
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
分
有
の
基
本
的
性
格
で
あ
る
「
一
で
あ
り
か
つ
一
で
な
い
」
の

意
味
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

〔
二
八
〕
　
こ
こ
か
ら
結
論
へ
至
る
。

　
（
４
）
「
そ
れ
ゆ
え
△
一
な
る
も
の
を
分
有
し
た
も
の
▽
は
す
べ
て
一
で
あ
り
か

つ
一
で
な
い
こ
と
に
な
る
。
」

こ
れ
が
命
題
二
の
「
テ
ー
ゼ
」
と
な
る
。

　
　
第
四
節
　
本
章
の
結
論
と
ま
と
め

〔
二
九
〕
　
さ
て
、
以
上
を
ま
と
め
て
結
論
を
述
べ
よ
う
。

　
先
稿
で
は
次
の
結
論
を
得
た
。
命
題
一
で
は
「
純
粋
の
多
」
は
存
在
し
な
い
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
し
か
し
「
分
有
」
の
意
味
は
十
分
に
は
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
。

　
命
題
二
で
は
分
有
の
意
味
の
明
確
化
と
共
に
「
一
な
る
も
の
を
分
有
し
た
も
の
」

と
「
一
そ
の
も
の
」
と
の
区
別
の
明
確
化
が
は
じ
ま
る
。

　
プ
ラ
ト
ン
の
後
期
著
作
で
は
イ
デ
ア
の
領
域
に
お
け
る
分
有
が
語
ら
れ
て
い
る
。

プ
ロ
ク
ロ
ス
の
「
一
な
る
も
の
」
と
「
一
な
る
も
の
を
分
有
し
た
も
の
」
の
間
に
成

立
す
る
分
有
は
ま
さ
に
こ
れ
で
あ
る
。

　
命
題
二
の
テ
ー
ゼ
は
「
＜
一
な
る
も
の
を
分
有
し
た
も
の
▽
は
＜
一
で
あ
る
と
共

に
一
で
な
い
▽
」
で
あ
る
。

　
〔
三
〇
〕
　
こ
の
証
明
は
四
段
階
に
分
か
れ
る
。

　
第
一
段
階
で
は
、
「
一
な
る
も
の
を
分
有
し
た
も
の
」
は
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
二

を
受
け
取
っ
た
」
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

　
第
二
段
階
で
は
、
二
な
る
も
の
を
分
有
し
た
も
の
」
は
ま
た
一
つ
の
可
能
性
と

し
て
「
純
粋
の
Ｉ
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
第
三
段
階
で
は
、
「
一
な
る
も
の
を
分
有
し
た
も
の
」
は
最
後
の
可
能
性
と
し
て
「
あ

ら
ゆ
る
意
味
で
Ｉ
で
は
な
い
も
の
」
で
あ
る
が
検
討
さ
れ
る
。
し
か
し
「
あ
ら
ゆ
る

意
味
で
Ｉ
で
は
な
い
も
の
」
は
「
純
粋
の
多
」
を
意
味
す
る
。
だ
が
、
「
純
粋
の
多
」

は
存
在
し
得
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
（
命
題
一
）
。
し
た
が
っ
て
残
る
と
こ
ろ
、

第
一
の
可
能
性
の
み
で
あ
る
。
第
四
段
階
で
は
、
こ
れ
を
受
け
て
「
一
な
る
も
の
を

分
有
し
一
な
る
も
の
を
受
け
取
っ
た
も
の
」
は
「
一
な
る
も
の
」
を
持
っ
て
い
る
が

ゆ
え
に
「
一
で
あ
る
」
、
し
か
し
そ
れ
は
「
純
粋
の
Ｉ
」
で
な
い
が
ゆ
え
に
一
以
外

の
交
ざ
り
も
の
を
持
つ
。
よ
っ
て
こ
の
点
で
「
一
で
な
い
」
の
で
あ
る
。
こ
の
「
一

で
あ
り
か
つ
一
で
な
い
」
が
分
有
の
基
本
的
な
性
格
で
あ
る
。

一
五
七
　
　
プ
ロ
ク
ロ
ス
に
お
け
る
「
一
者
」
の
研
究
（
二
)
　
　
　
　
　
―
　
Ｈ
＾
Ｑ
ｅ
＾
i
c
　
ｔ
ｏ
Ｇ
　

ｖ
６
ｃ
の
意
味
―
　
（
岡
崎
）



一
五
八

高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
三
十
八
巻
　
二
九
八
九
年
）
　
人
文
科
学
　
そ
の
Ｉ

第
二
章
　
命
題
三

　
第
一
節
　
命
題
三
の
「
テ
ー
ゼ
」

　
〔
三
こ
　
続
い
て
命
題
三
の
検
討
に
は
い
ろ
う
。

命
題
三
の
テ
ー
ゼ
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
「
△
一
と
成
る
も
の
▽
は
す
べ
て
△
一
な
る
も
の
▽
の
分
有
に
よ
っ
て
一
と
成

　
る
（
1
7
）
ｏ
」

　
こ
の
命
題
で
「
一
と
成
る
も
の
」
（
Ｔ
Ｏ
　
ｖ
i
ｖ
o
i
ｘ
ｅ
ｖ
ｏ
ｖ
　
ｅ
ｖ
）
が
出
現
す
る
。
（
こ
れ

は
既
に
命
題
二
の
証
明
部
に
お
い
て
ア
オ
リ
ス
ト
不
定
法
の
形
で
出
現
し
て
い
る

〔
Ｅ
〕
。
）
こ
の
命
題
は
「
一
」
の
「
生
成
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
「
一

と
成
る
も
の
」
は
勿
論
「
純
粋
の
Ｉ
」
で
は
な
く
て
「
多
を
含
む
ご
「
一
な
る
も

の
を
分
有
し
た
も
の
」
を
指
し
て
い
る
。
こ
こ
に
プ
ロ
ク
ロ
ス
の
デ
ュ
ナ
ミ
ズ
ム
が

見
ら
れ
る
。

　
こ
れ
は
先
に
見
た
よ
う
に
〔
ニ
ー
且
、
プ
ロ
ク
ロ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
の
分
有
論
を

直
接
に
受
け
継
ぐ
。
だ
が
、
先
稿
で
見
た
如
く
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
に
対
す
る

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
批
判
で
は
「
エ
イ
ド
ス
（
イ
デ
ア
）
は
生
成
の
原
因
と
は
な
り

え
ず
、
△
分
有
▽
に
よ
っ
て
は
事
物
は
生
成
し
得
な
い
（
1
8
）
」
と
言
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
と
す
る
な
ら
、
プ
ロ
ク
ロ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
の
分
有
論
を
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
右

の
分
有
論
批
判
と
、
ど
の
よ
う
に
調
停
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
プ
ロ
ク
ロ
ス
は
こ
こ
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
現
実
態
(
ｅ
ｖ
ｅ
ｐ
ｙ
ｅ
ｉ
ａ
）
と
可
能

態
（
・
？
召
５
）
」
の
概
念
を
導
入
し
て
分
有
を
考
え
、
そ
こ
か
ら
「
生
成
」
と
「
分

有
」
を
結
び
つ
け
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
は
現
実
態

と
可
能
態
は
「
生
成
」
の
原
理
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
一
種
の
綜
合
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
第
二
節
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
現
実
態
と
可
能
態

　
〔
三
二
〕
　
そ
こ
で
、
「
生
成
」
と
「
現
実
態
・
可
能
態
」
に
関
す
る
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
テ
ク
ス
ト
を
少
し
調
べ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
の
『
形
而
上
学
』
第

九
巻
第
八
章
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
現
実
態
の
ほ
う
が
可
能
態
よ
り
も
△
先
▽

（
Ｔ
ｃ
ｐ
ｏ
Ｔ
ｅ
ｐ
ｏ
ｖ
）
で
あ
る
～
）
」
こ
と
が
三
つ
の
観
点
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
一
つ
に
は
「
定
義
に
お
い
て
」
（
に
ぺ
に
）
で
あ
り
、
二
つ
に
は
「
時
間
に
お
い
て
」

こ
ｐ
ｏ
ｖ
m
）
で
あ
り
、
最
後
に
は
「
実
体
に
お
い
て
」
（
ｏ
ｌ
Ｊ
）
で
あ
る
。

　
〔
三
三
〕
　
生
成
の
観
点
か
ら
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
主
と
し
て
「
時
間
に
お
い
て
」

で
あ
る
。

　
先
ず
そ
こ
で
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
以
下
に
引
用
し
よ
う
。
（
傍
点
は
筆
者
）

　
　
「
だ
が
、
時
間
に
お
い
て
は
、
つ
ぎ
の
意
味
で
は
【
現
実
態
の
ほ
う
が
】
先
で

　
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
種
に
お
い
て
可
能
的
な
も
の
と
同
一
で
あ
る
と
こ
ろ
の

　
現
実
的
な
も
の
は
、
〔
可
能
的
な
も
の
よ
り
も
〕
よ
り
先
で
あ
る
、
と
い
う
意
味

　
で
は
先
で
あ
る
（
2
0
）
、
・
：
し
か
も
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
（
種
子
等
）
よ
り
も
時
間
に

　
　
◆
　
・
　
Ｉ
　
Ｉ
　
・
　
　
・
　
一
　
一
　
・
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
・
　
・
　
－
　
－
　
一
　
一
　
●
　
一
　
Ｉ
　
●
　
●
　
　
・
　
一
　
一
　
－
　
Ｉ
　
Ｉ

　
お
い
て
先
に
、
他
の
現
実
的
に
存
在
す
る
も
の
ど
も
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
か
ら
そ

れ
ら
（
種
子
等
）

一
　
・
　
一
　
－
　
・
　
・

　
一
　
・
　
一
　
－
　
・
　
・
　
・
　
―
　
・
　
一
　
－
　
－
　
－
　
参
　
●
　
・
　
◆
　
－
　
●
　
●
　
・

も
の
か
ら
現
実
的
に
存
在
す
る
も
の
が
生
成
す
る
の
は
、

　
一
　
－
　
　
－
　
・
　
　
－
　
Ｉ
　
一

常
に
、
或
る
〔
同
じ
種

Ｉ
　
　
Ｉ
　
・
　
・
　
―
　
・
　
一
　
一
　
　
－
　
一
　
一
　
●
　
－
　
・
　
－
　
ａ
　
一
　
一
　
●
　
一
　
－
　
一

の
、
数
的
に
は
他
な
る
〕
現
実
的
に
存
在
す
る
も
の
に
よ
っ
て
だ
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
人
間
は
人
間
か
ら
で
あ
り
、
教
養
的
な
も
の
は
教
養
的
な
も
の
に
よ

っ
て
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
常
に
第
一
の
動
か
す
或
る
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
動
か
す
或
る
も
の
は
す
で
に
前
も
っ
て
現
実
的
に
存
在
し
て
い
る
（
2
1
）
。
」

三
四
〕
　
こ
こ
で
は
、
次
の
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。

　
〒
）
現
実
的
に
あ
る
も
の
の
方
が
可
能
的
に
あ
る
も
の
よ
り
時
間
的
に
先
で



　
あ
る
。

（
２
）
両
者
は
「
種
」
に
お
い
て
同
じ
で
あ
る
が
、
「
数
」
に
お
い
て
は
異
な
る
。

（
３
）
先
に
現
実
的
に
存
在
す
る
も
の
に
よ
っ
て
、
可
能
的
に
あ
る
も
の
か
ら
、

　
’
現
実
的
に
あ
る
も
の
が
生
成
す
る
。
例
え
ば
、
人
間
（
親
）
か
ら
人
間
（
子
）

　
が
生
成
す
る
よ
う
に
で
あ
る
。

　
　
　
こ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
考
え
て
い
る
現
実
態
や
可
能
態
に
あ
る
も

　
　
の
と
は
主
と
し
て
こ
の
現
象
世
界
内
の
存
在
者
つ
ま
り
自
然
本
性
（
刄
Ｑ
五

　
　
な
の
で
あ
る
。

（
４
）
か
か
る
生
成
の
も
と
に
は
「
常
に
第
一
の
動
か
す
或
る
も
の
」
が
あ
り
、

　
既
に
前
も
っ
て
現
実
的
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
〔
三
五
〕
　
さ
ら
に
、
こ
れ
に
つ
い
て
同
書
同
章
の
「
実
体
に
お
い
て
」
の
テ
ク
ス

ト
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　
　
「
そ
れ
ゆ
え
に
、
明
ら
か
に
、
実
体
ま
た
は
形
相
は
現
実
態
で
あ
ゐ
。
そ
こ
で
、

　
こ
の
理
由
に
よ
っ
て
、
或
る
現
実
態
が
そ
の
可
能
態
よ
り
も
、
実
体
に
お
い
て
先

　
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
き
に
わ
れ
わ
れ
の
語
っ
た
よ
う
に
、

　
或
る
一
つ
の
現
実
態
に
は
常
に
或
る
他
の
現
実
態
が
時
間
的
に
先
だ
っ
て
い
る
、

　
　
　
　
　
　
　
Ｉ
　
・
　
　
－
　
－
　
ｅ
　
　
ｌ
　
一
　
－
　
Ｉ
　
・
　
●
　
一
　
一
　
－
　
●
　
一
　
●
　
一
　
●
　
－

　
そ
し
て
あ
の
常
に
〔
永
遠
に
〕
存
在
す
る
第
一
の
動
か
す
者
の
現
実
態
に
い
た
る

　
ま
で
励
）
。
」

　
こ
こ
で
は
（
４
）
の
関
連
下
に
「
不
動
の
第
一
動
者
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。

　
　
（
５
）
可
能
態
に
先
立
つ
現
実
態
を
た
ど
っ
て
い
く
と
つ
い
に
時
間
的
に
も
実

　
　
　
　
体
に
お
い
て
も
先
立
つ
或
る
現
実
態
つ
ま
り
「
常
に
存
在
す
る
第
一
の
動

　
　
　
　
か
す
も
の
」
に
い
た
る
。
こ
れ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
神
で
あ
る
い
わ
ゆ

　
　
　
　
る
「
不
動
の
第
一
動
者
」
で
あ
る
。

〔
三
六
〕
　
右
で
述
べ
ら
れ
た
「
先
に
現
実
的
に
存
在
す
る
も
の
に
よ
っ
て
、
可
能

的
に
存
在
す
る
も
の
か
ら
現
実
的
に
存
在
す
る
も
の
が
生
成
す
る
」
と
い
う
命
題
は

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
動
」
の
原
理
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
可
能
態
に
あ
る
も
の
は
既

に
現
実
態
に
あ
る
も
の
の
触
発
を
受
け
て
現
実
態
に
成
っ
て
い
き
、
そ
の
結
果
動
い

て
い
く
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
も
し
以
上
の
原
理
を
「
一
」
の
生
成
（
こ
れ
は
一
種
の
「
動
」
で
あ
る
）

に
適
用
す
れ
ば
一
体
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
可
能
態
に
お
い
て
一
で
あ
る
も
の
」
が
「
現
実
態
に
お
い
て
一
で
あ
石
も
の
」

に
成
る
た
め
に
は
「
現
実
態
に
あ
る
Ｉ
」
が
先
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
先
に
現
実
態
に
あ
る
Ｉ
」
を
「
純
粋
の
Ｉ
」
で
あ
る
と
し
、

「
現
実
態
に
お
い
て
一
と
成
っ
た
も
の
」
を
「
一
な
る
も
の
を
分
有
し
た
も
の
」
と

解
釈
す
る
な
ら
、
こ
こ
に
命
題
三
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
〔
三
七
〕
　
し
か
し
こ
こ
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
が
あ
る
。

　
ま
ず
第
一
に
、
「
先
に
現
実
態
に
あ
る
Ｉ
」
（
「
純
粋
の
Ｉ
」
）
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
不

動
の
第
一
動
者
」
で
は
な
い
。
（
「
先
に
現
実
態
に
あ
る
Ｉ
」
は
む
し
ろ
プ
ラ
ト
ン
の
「
善

の
イ
デ
ア
」
に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
。
）

　
第
二
に
、
プ
ロ
ク
ロ
ス
は
命
題
三
ま
で
で
現
実
態
と
可
能
態
に
つ
い
て
直
接
に
は
何
も

言
及
し
て
い
な
い
。

　
第
三
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
は
現
実
態
と
可
能
態
は
同
じ
種
に
お
い
て
あ
る
が
、
プ

ロ
ク
ロ
ス
の
「
純
粋
の
Ｉ
」
と
「
一
を
分
有
し
た
も
の
」
は
同
じ
種
に
属
す
る
と
は
言
い

得
な
い
。

　
し
た
が
っ
て
「
純
粋
の
Ｉ
」
を
「
先
に
現
実
態
に
あ
る
Ｉ
」
と
し
、
「
一
な
る
も
の
を
分

有
し
た
も
の
」
を
「
現
実
態
に
お
い
て
一
と
成
っ
た
も
の
」
と
す
る
こ
と
に
は
飛
躍
が
あ
り
、

プ
ロ
ク
ロ
ス
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
安
易
に
結
合
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
Ｄ
ｏ
ｄ
ｄ
ｓ
は
命
題
三
の
背
景
に
は
右
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
原
理
が
暗
黙
の
内

に
前
提
さ
れ
て
い
る
と
言
う
（
2
3
）
。

　
確
か
に
彼
の
言
う
ご
と
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
右
の
原
理
を
仮
定
す
れ
ば
命
題
三
の
「
生

成
」
は
よ
く
理
解
さ
れ
る
。
ま
た
プ
ロ
ク
ロ
ス
は
こ
の
原
理
を
命
題
七
七
で
ひ
と
つ
の
定

一
五
九
　
　
プ
ロ
ク
’
ロ
ス
に
お
け
る
「
一
者
」
の
研
究
（
二
)

　
　
　
　
―
　
(
ｔ
ｅ
Ｂ
ｅ
＾
t
ｃ
　
Ｔ
ｏ
Ｇ
　
ｅ
ｖ
ｏ
ｃ
の
意
味
－
　
（
岡
崎
）



一
六
〇

高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
三
十
八
巻
　
二
九
八
九
年
）
　
人
文
科
学
　
そ
の
Ｉ

理
と
し
て
も
取
り
あ
げ
て
証
明
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
Ｄ
ｏ
ｄ
ｄ
ｓ
の
主

張
は
成
り
立
つ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
第
三
節
　
命
題
三
の
「
証
明
」

　
〔
三
八
〕
　
そ
こ
で
命
題
三
の
証
明
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
証
明
は
二
段
階

に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
論
旨
は
わ
り
あ
い
単
純
で
あ
る
。

　
　
二
）
「
一
と
成
る
も
の
」
（
＝
「
多
し
は
「
一
な
る
も
の
」
の
分
与
を
受
け
取
る
。

　
　
（
二
）
そ
れ
ゆ
え
「
多
」
は
「
一
な
る
も
の
」
を
分
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
と

　
　
　
成
る
。

　
〔
三
九
〕
　
そ
こ
で
、
先
ず
第
一
段
階
か
ら
見
て
い
こ
う
。
そ
こ
で
、
そ
の
テ
ク
ス

ト
を
引
用
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
（
Ｉ
）
「
△
一
と
成
る
も
の
▽
は
、
一
方
で
は
、
そ
れ
自
体
で
Ｉ
で
は
な
く
、
他

　
方
で
は
、
△
一
な
る
も
の
▽
の
分
与
を
受
け
取
っ
て
い
る
限
り
で
一
な
の
で
あ
る
。

　
な
ぜ
な
ら
、
も
し
そ
れ
自
体
に
お
い
て
一
で
な
い
も
の
共
が
一
と
成
る
の
で
あ
れ

　
ば
、
そ
れ
ら
は
明
ら
か
に
お
互
い
に
集
ま
っ
て
共
同
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
と
成

　
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
△
ま
さ
に
一
で
あ
る
も
の
▽
で
あ
る
こ
と
な
し
に
△
一
な

　
る
も
の
▽
の
臨
在
の
下
に
と
ど
ま
る
か
ら
で
あ
る
（
2
4
）
。
」

　
〔
四
〇
〕
　
こ
れ
を
分
析
し
て
み
よ
う
。

　
　
〒
）
【
△
一
と
成
る
も
の
▽
は
、
】
方
で
は
そ
れ
自
体
で
は
Ｉ
で
は
な
く
、
他

　
方
で
は
△
一
な
る
も
の
▽
の
分
与
を
受
け
取
っ
て
い
る
限
り
で
一
な
の
で
あ
る
。
」

　
「
一
と
成
る
も
の
」
は
す
で
に
見
た
ご
と
く
〔
亘
、
そ
れ
は
二
な
る
も
の
〕
（
「
純

粋
の
Ｉ
」
）
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
一
な
る
も
の
」
を
受
け
取
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
の
限
り
に
お
い
て
「
一
」
で
あ
る
。

　
〔
四
一
〕
　
次
に
、
そ
の
理
由
が
付
さ
れ
る
。

　
　
（
２
）
「
な
ぜ
な
ら
、
も
し
そ
れ
自
体
に
お
い
て
一
で
な
い
も
の
共
が
一
と
成
る

　
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
明
ら
か
に
お
互
い
に
集
ま
っ
て
共
同
す
る
こ
と
に
よ
っ

　
て
一
と
成
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
△
ま
さ
に
一
で
あ
る
も
の
▽
で
あ
る
こ
と
な
し

　
に
＜
】
な
る
も
の
▽
の
臨
在
の
下
に
と
ど
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
」

　
そ
の
理
由
と
は
こ
う
で
あ
る
。
そ
れ
自
体
で
は
一
で
な
い
も
の
共
が
一
つ
も
の
に

成
る
の
は
ど
の
よ
う
に
し
て
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
お
互
い
に
集
ま

っ
て
共
同
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
う
し
て
一
と
成
っ
た
も
の
は
「
ま
さ
に

一
で
あ
る
も
の
」
（
「
一
そ
の
も
の
」
）
と
な
る
の
で
は
な
く
て
、
「
一
そ
の
も
の
」
の

臨
在
の
下
に
留
ま
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
〔
四
二
〕
　
す
で
に
述
べ
た
ご
と
く
〔
三
七
〕
、
こ
の
考
え
の
背
後
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
現
実
態
と
可
能
態
の
思
想
が
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
具
体
的
に
窺
わ
れ
る
。

　
「
一
そ
の
も
の
」
は
「
既
に
現
実
態
に
あ
る
Ｉ
」
で
あ
る
。
こ
の
臨
在
の
下
へ
「
可

能
的
に
Ｉ
」
で
あ
る
「
多
」
（
＝
「
そ
れ
自
体
で
は
Ｉ
で
は
な
い
も
の
共
」
）
が
入
る

と
き
、
「
多
」
は
か
の
「
既
に
現
実
態
に
あ
る
Ｉ
」
に
触
発
さ
れ
て
「
現
実
的
な
一

と
成
る
」
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
多
」
は
統
一
性
を
持
つ
に
至
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
に
「
生
成
」
と
い
う
デ
ュ
ナ
ミ
ズ
ム
が
は
い
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
一
な
る
も
の
」
を
「
受
け
取
る
」
(
j
ｒ
ａ
(
Ｊ
;
i
;

L
ｖ
）
と
い
う
こ

と
に
他
な
ら
な
い
。

〔
四
三
〕
　
次
に
、
第
二
段
階
の
テ
ク
ス
ト
を
引
用
し
よ
う
。

　
（
Ｈ
）
「
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
は
一
と
成
る
こ
と
を
受
け
取
る
限
り
に
お
い
て



△
一
な
る
も
の
▽
を
分
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
一
方
、
も
し
そ
れ

ら
が
す
で
に
一
で
あ
る
な
ら
、
一
と
成
る
こ
と
は
な
い
し
Ｉ
と
い
う
の
も
、
有

（
存
在
者
）
が
△
す
で
に
存
在
し
て
い
る
も
の
▽
に
成
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ

る
Ｉ
、
他
方
、
も
し
そ
れ
ら
が
先
に
は
一
で
な
か
っ
た
も
の
か
ら
一
と
成
る
の

で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
中
に
何
ら
か
の
一
が
生
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
△
一
な
る

も
の
▽
を
所
有
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
（
2
5
）
。
」

　
〔
四
四
〕
　
こ
れ
を
分
析
し
て
み
よ
う
。

　
　
〒
）
「
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
は
一
と
成
る
こ
と
を
受
け
取
る
限
り
に
お
い
て

　
△
一
な
る
も
の
▽
を
分
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

　
多
は
「
一
つ
の
も
の
に
成
る
こ
と
」
を
受
け
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
一
な
る
も
の

を
分
有
す
る
」
。
つ
ま
り
「
一
の
生
成
」
は
「
一
の
分
有
」
を
意
味
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
こ
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
現
実
態
と
可
能
態
の
原
理
の
も
と
に
、
「
生
成
」

即
「
分
有
」
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
〔
四
五
〕
　
次
に
、
そ
の
理
由
が
述
べ
ら
れ
る
。

　
　
（
２
）
「
な
ぜ
な
ら
、
一
方
、
も
し
そ
れ
ら
が
す
で
に
一
で
あ
る
な
ら
、
一
と
成

　
る
こ
と
は
な
い
し
Ｉ
と
い
う
の
も
、
有
（
存
在
者
）
が
△
す
で
に
存
在
し
て
い

　
る
も
の
▽
に
成
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
Ｉ
、
」

　
も
し
「
多
」
が
す
で
に
一
で
あ
る
な
ら
、
一
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
理
由
は

こ
う
で
あ
る
。
多
が
一
で
あ
る
な
ら
そ
れ
は
「
有
」
（
き
ｙ
）
で
あ
る
。
そ
し
て
「
一

と
成
る
」
こ
と
は
「
存
在
す
る
」
（
つ
ま
り
「
有
と
成
る
」
）
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
有
は
す
で
に
「
存
在
し
て
い
る
」
の
だ
か
ら
、
も
う
有
に
「
成
る
」
必

要
は
な
い
の
で
あ
る
。

一
六
一

　
ヽ
〔
四
六
〕
　
こ
こ
に
は
じ
め
て
術
語
と
し
て
の
「
有
」
（
よ
？
）
が
出
現
す
る
。
（
今

ま
で
に
出
て
き
た
？
は
分
詞
と
し
て
の
用
法
で
あ
る
。
）
そ
し
て
こ
こ
に
一
者
と
有

と
の
区
別
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
者
は
有
で
は
な
い
。
一
者
は
存
在
で
は
な

い
。
有
は
「
一
に
成
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
「
存
在
す
る
」
の
で
あ
る
。

　
一
者
は
「
現
実
態
に
あ
る
Ｉ
」
で
は
あ
る
と
し
て
も
、
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て

も
決
し
て
「
現
実
態
に
あ
る
有
」
な
い
し
は
「
純
粋
現
実
態
と
し
て
の
存
在
」
（
ａ
ｃ
ｔ
ｕ
ｓ

召
ｒ
ｕ
ｓ
　
ｅ
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
邑
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
（
こ
こ
に
中
世
哲
学
、
例
え
ば
ト
マ
ス
哲

学
と
の
相
違
が
見
ら
れ
る
（
2
6
）
）
。

　
〔
四
七
〕
　
次
に
、

　
　
（
３
）
「
他
方
、
も
し
そ
れ
ら
が
先
に
は
一
で
な
か
っ
た
も
の
か
ら
一
と
成
る
の

　
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
中
に
△
何
ら
か
の
Ｉ
▽
が
生
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
△
一

　
な
る
も
の
▽
を
所
有
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
」

　
「
先
に
は
一
で
な
か
っ
た
も
の
」
（
「
多
し
と
は
「
可
能
的
な
Ｉ
」
で
あ
る
。
そ
し

て
「
一
と
成
る
」
と
は
「
現
実
的
な
一
に
成
る
」
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
中
に
生
じ
た
「
何
ら
か
の
Ｉ
」
は
「
分
有
さ
れ
た
Ｉ
」
で
あ
っ
て
、

「
純
粋
の
Ｉ
」
で
は
な
い
。
「
純
粋
の
Ｉ
」
は
「
分
有
さ
れ
な
い
Ｉ
」
で
あ
る
。
そ
し

て
「
先
に
は
一
で
な
か
っ
た
も
の
」
（
「
多
し
が
「
一
を
分
有
す
る
も
の
」
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
区
別
は
後
の
命
題
一
三
、
二
四
で
言
及
さ
れ
る
。

　
〔
四
八
〕
　
そ
し
て
結
論
に
至
る
。
こ
れ
は
以
上
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
の
で
記
さ
れ

て
い
な
い
が
、
念
の
た
め
に
補
っ
て
お
こ
う
。

　
　
（
４
）
「
よ
っ
て
、
△
一
と
或
る
も
の
▽
は
△
一
な
る
も
の
▽
を
分
有
す
る
こ
と

　
に
よ
っ
て
一
と
成
る
。
」

　
こ
れ
で
命
題
三
の
テ
ー
ゼ
に
戻
る
の
で
あ
る
。

プ
ロ
ク
ロ
ス
に
お
け
る
「
一
者
」
の
研
究
（
二
)

　
　
　
　
　
ｕ
ｅ
Ｂ
ｅ
＾
i
c
　
ｔ
ｏ
Ｏ
　
ｅ
ｖ
ｏ
ｃ
の
意
味
－
　
（
岡
崎
）



一
六
二
　
　
高
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人
文
科
学
　
そ
の
Ｉ

　
以
上
で
、
「
一
を
分
有
す
る
こ
と
」
（
ｆ
ｉ
ｅ
Ｔ
Ｅ
ｘ
e
i
ｖ
　
Ｔ
ｏ
Ｏ
　
ｅ
ｖ
ｏ
ｃ
)
は
、
実
は
「
一
と

成
る
こ
と
」
（
Ｔ
Ｏ
　
ｙ
i
ｖ
ｅ
Ｃ
Ｂ
ａ
ｉ
　
ｅ
ｖ
)
　
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
プ

ラ
ト
ン
に
は
な
い
デ
ュ
ナ
ミ
ズ
ム
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
命
題
は
プ
ラ
ト
ン
的

な
「
分
有
」
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
「
生
成
」
を
結
び
付
け
て
い
る
。

　
こ
れ
は
、
さ
ら
に
観
方
を
変
え
れ
ば
、
命
題
二
よ
り
も
一
層
踏
み
込
ん
で
「
分
有
」

を
限
定
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
命
題
三
の
意
味
で
あ
る
。

　
　
　
第
四
節
　
本
章
の
結
論
と
ま
と
め

　
〔
四
九
〕
　
以
上
を
ま
と
め
よ
う
。
命
題
三
に
は
「
分
有
」
即
「
生
成
」
と
す
る
プ

ロ
ク
ロ
ス
の
デ
ュ
ナ
ミ
ズ
ム
が
見
ら
れ
る
。

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
生
成
を
「
先
に
現
実
態
に
あ
る
も
の
に
よ
っ
て
、
可
能
態
に

あ
る
も
の
か
ら
、
現
実
態
に
あ
る
も
の
が
生
じ
る
」
と
捉
え
る
。

　
こ
れ
を
プ
ロ
ク
ロ
ス
の
「
分
有
」
の
思
想
に
当
て
は
め
て
み
よ
う
。

　
「
一
な
る
も
の
」
を
「
先
に
現
実
態
に
あ
る
Ｉ
」
と
し
、
次
に
「
多
」
を
「
可
能

態
に
あ
る
Ｉ
」
と
し
、
最
後
に
「
一
を
分
有
し
た
も
の
」
を
「
生
成
し
て
現
実
態
に

あ
る
Ｉ
」
。
と
す
る
。
そ
こ
で
、
「
先
に
現
実
態
に
あ
る
Ｉ
」
の
触
発
を
受
け
て
「
可

能
態
に
あ
る
Ｉ
」
は
「
現
実
態
に
あ
る
Ｉ
」
と
「
成
る
」
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
考
え
を
暗
黙
の
前
提
に
命
題
三
が
提
出
さ
れ
て

い
る
。

　
そ
の
テ
ー
ゼ
は
「
△
一
と
成
る
も
の
▽
は
す
べ
て
△
一
な
る
も
の
▽
の
分
有
に
よ

っ
て
一
と
成
る
。
」
で
あ
る
。

　
そ
の
証
明
の
論
旨
は
こ
う
で
あ
る
。

　
　
二
）
『
一
と
成
る
も
の
』
（
＝
「
多
」
）
は
「
一
な
る
も
の
」
の
分
与
を
受
け
取
る
。

　
　
三
）
そ
れ
ゆ
え
、
「
多
」
は
「
一
な
る
も
の
」
を
分
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
Ｉ

　
　
　
と
成
る
。

　
こ
こ
に
「
分
有
」
即
「
生
成
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
が
見
ら
れ
る
。

　
よ
っ
て
こ
の
命
題
三
は
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
或
る
意
味
で
の
綜
合
で

あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
ま
た
命
題
二
に
引
き
続
い
て
分
有
を
さ
ら
に
限
定
し
て
い
る

と
言
え
よ
う
。

　
〔
五
〇
〕
　
と
こ
ろ
で
、
注
目
す
べ
き
一
つ
の
こ
と
が
見
ら
れ
た
。
こ
の
命
題
の
証

明
部
に
初
め
て
一
者
と
区
別
さ
れ
た
有
（
１
？
）
が
出
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
二
な
る
も
の
」
は
あ
る
意
味
で
二
の
純
粋
現
実
態
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

し
か
し
こ
れ
は
「
有
な
い
し
存
在
の
純
粋
現
実
態
」
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
中
世
哲

学
（
た
と
え
ば
ト
マ
ス
哲
学
）
と
決
定
的
に
異
な
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
全
体
の
結
論

　
〔
五
こ
　
各
章
の
結
論
で
見
ら
れ
た
如
く
、
こ
れ
ま
で
の
二
つ
の
命
題
は
「
分
有
」

の
意
味
を
明
確
に
し
た
。
一
つ
は
プ
ラ
ト
ン
哲
学
を
受
け
て
、
一
な
る
も
の
の
分
有

は
「
一
で
あ
り
か
つ
一
で
な
い
」
の
性
格
を
持
つ
と
な
す
。
ま
た
一
つ
に
は
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
哲
学
を
受
け
て
現
実
態
と
可
能
態
の
観
点
か
ら
、
一
な
る
も
の
の
分
有
を

生
成
と
結
合
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
言
わ
ば
両
哲
学
を
綜
合
す
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
プ
ロ
ク
ロ
ス
哲
学
は
「
一
な
る
も
の
」
を
「
存
在
」
と
捉
え
る
中
世
哲
学
と
根

本
的
に
異
な
る
。
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　　　　　　　　　　Okazaki Fumiaki

(Seminar fur Philosophie der Philosophischen Fakultat)
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　１

Thesis

Bew

Eine

Teilnahme bei

Thesis

2　Wirklichkeit und Moglichkeit bei Aristoteles

3　Beweis der

4　Eine Zusammen

ZUSAMMENFASSUNG

　Propositio 2 klarte auf, daB die Teilnahme des Einen den Charakter von 。Ein zu sein und

Ein nicht zu sein“ Mehr gibt, die Proklos aus dem Platon ubernimmt. Propositio 3 klarte auf,

daB Proklos die Teilnahme am Werden unter dem Aristotelischen Begriff der Wirklichkeit und

Moglichkeit anknupft. Folglich　kommt eine　Synthese　von　Platos und Aristoteles　Philosophie

darin zustande. Aber die proklische Philosophie ist von der mittelalterlichen Philosophie darin

griindlich unterschieden, dafi diese das Sein und jene das Eine, das kein Eines ist, als das er-

ste Prinzip steht.　　　　　　　　　　　　　　　　‥

(Kochi, den 30. 9. 1989)
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