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ハ
ー
ク
リ
の
観
念
論
は
、
り
ん
ご
、
石
、
木
、

(

1

)

 

バ
ー
ク
リ
は
主
著
『
原
理
論
』
本
論
第
一
節
で
次
の
様
に
言
う
。

「
視
覚
に
よ
っ
て
私
は
様
々
な
度
合
の
変
化
の
光
と
色
の
観
念
を
持
つ
。
触
覚
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
、
硬
さ
と
か
柔
か
さ
、
熱
さ
や

冷
た
さ
、
迎
動
や
抵
抗
を
私
は
知
覚
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
す
べ
て
に
関
し
て
醤
や
度
合
に
増
減
が
あ
る
。
嗅
覚
は
私
に
匂
い
を
与

え
る
。
味
箕
は
味
を
与
え
る
。
そ
し
て
聴
覚
は
非
常
に
多
様
な
調
子
と
組
み
合
わ
せ
の
音
を
心
に
伝
え
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
い
く

つ
か
が
互
い
に
伴
う
こ
と
が
観
察
さ
れ
る
と
、
そ
れ
ら
は
ひ
と
つ
の
名
前
で
印
銘
さ
れ
て
、

る
。
か
く
し
て
、
例
え
ば
、
あ
る
色
、
味
、

う
名
前
に
よ
っ
て
意
義
さ
れ
る
ひ
と
つ
の
別
個
の
事
物
と
み
な
さ
れ
る
。
他
の
観
念
の
集
ま
り

(
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
s
o
f
 i
d
e
a
s
)

は
石
、

木
、
本
及
び
同
様
の
可
惑
的
事
物

(
s
e
n
s
i
b
l
e
t
h
i
n
g
s
)

を
構
成
す
る
。
」
(

§

1

)

だ
、
事
物
は
観
念
の
集
ま
り
で
あ
る
、
と
い
う
命
題
を
単
独
に
考
え
る
と
誤
解
が
生
じ
る
。
バ
ー
ク
リ
は
決
し
て
世
界
を
「
観
念
の
妄
想

ノゞ

本
の
様
な
事
物
は
「
観
念
の
集
ま
り
」

ク

リ

と

常

識

で
あ
る
、

中

と
い
う
命
題
に
要
約
で
き
る
。

た

ひ
と
つ
の
事
物
と
み
な
さ
れ
る
様
に
な

に
お
い
、
形
そ
し
て
固
さ
が
相
伴
う
こ
と
が
観
察
さ
れ
る
と
、
そ
れ
ら
は
り
ん
ご
と
い

谷

隆

雄
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う
「
非
物
質
論

(
i
m
m
a
t
e
r
i
a
l
i
s
m
)
」

的
な
理
由
で
あ
り
、

し
か
も
観
念
と
は
全
く
関
ら
な
い
。

含
む
。
そ
れ
ゆ
え
、

e
s
s
e
is 
p
e
r
c
i箋
原
理
に
よ
り
、
物
質
概
念
は
矛
盾
概
念
と
な
る
。

こ
れ
が
物
質
を
排
除
す
る
バ
ー
ク
リ
の
本
質

区
別
を
含
め
て
バ
ー
ク
リ
の
観
念
論
で
あ
る
。

cf. 
§
§
3
3ー

3
6
;
iii. 2
3
5
)

。

的
な
体
系

(
a
c
h
i
m
e
r
i
c
a
l
 s
c
h
e
m
e
 o
f
 i
d
e
a
s
)」

(
2
)
 

と
は
、
そ
れ
ら
の
事
物
か
ら
実
在
性
が
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

は
バ
ー
ク
リ
に
も
や
は
り
あ
る
。

し
か
し
〈
実
在
す
る
り
ん
ご
〉
を
構
成
す
る
観
念
は
〈
想
像
さ
れ
た
り
ん
ご
〉
を
構
成
す
る
観
念
に
比

し
て
、
「
強
く

(
s
t
r
o
n
g
)
」
「
生
き
生
き
と

(
v
i
v
i
d
)
」
し
て
い
て
、

実
在
の
世
界
を
構
成
す
る
の
も
、
想
像
の
世
界
を
構
成
す
る
の
も
、
共
に
色
、
形
、
音
、
に
お
い
、
固
さ
で

(
3
)
 

あ
り
、
そ
の
意
味
で
等
し
く
「
観
念
」
と
呼
ば
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
バ
ー
ク
リ
に
も
実
在
の
世
界
と
想
像
の
世
界
の
区
別
は
あ
り
、
こ
の

と
こ
ろ
で
、
バ
ー
ク
リ
が
事
物
を
と
り
わ
け
観
念
の
集
ま
り
と
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
物
質
を
排
除
す
る
こ
と
が
バ
ー
ク
リ
の
仕
事
の
ひ

と
つ
で
あ
っ
た
。
観
念
と
の
関
連
で
も
物
質
は
批
判
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
バ
ー
ク
リ
が
物
質
を
排
除
す
る
本
質
的
な
理
由
は
観
念
と
独

(

5

)

 

立
し
た
所
に
あ
る
。
そ
れ
は
、

e
s
s
e
is 
p
e
r
c
i
p
i
 |
|
I
存
在
す
る
と
は
知
覚
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
ー
ー
、
と
い
う
原
理
に
訴
え
る
こ
と
で
あ

る
(
§
3
)

。
物
質
と
い
う
の
は
知
覚
さ
れ
ず
に
存
在
す
る
。
即
ち
物
質
概
念
は
「
知
覚
さ
れ
な
い
こ
と
」
と

し
か
し
、
事
物
が
と
り
わ
け
観
念
の
集
ま
り
と
な
る
意
義
は
や
は
り
物
質
論
と
の
関
連
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
物
質
概
念
を
排
除
す

盾
す
る
理
論
、

る
だ
け
で
は
物
質
論
を
克
服
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
バ
ー
ク
リ
は
考
え
て
い
た
。
物
質
論
を
否
定
し
、
な
お
か
つ
物
質
論
と
相
矛

(
6
)
 

い
わ
ば

r
i
v
a
l

t
h
e
o
r
y

を
打
ち
立
て
る
こ
と
を
バ
ー
ク
リ
は
も
く
ろ
ん
だ
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
で
き
て
始
め
て
自
ら
言

(iii, 2
6
0
)
 

〈
実
在
す
る
り
ん
ご
〉
と
〈
想
像
さ
れ
た
り
ん
ご
〉

(
§
3
3
,
 

「
存
在
す
る
こ
と
」
を
内
に

の
立
場
が
完
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
物
質
論
の

r
i
v
a
l
t
h
e
o
r
y

が
観
念
論
に
な
る
。

「
規
則
的

(
r
e
g
u
l
a
r
)
」
で
「
秩
序
正
し
い

(
o
r
d
e
r
l
y
)
」

(
§
3
4
)

に
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

の
区
別

り
ん
ご
等
の
事
物
が
観
念
の
集
ま
り
で
あ
る
こ
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そ
し
て
、

え
る
が
、

「
知
覚
の
直
接
対
象
は
心
の
外
に
存
在
し
な
い
」
、

そ
し
て

物
質
論
が
物
質
、
観
念
、
精
神
と
い
う
一
―
一
種
の
存
在
者
を
認
め
る
の
に
対
し
、
観
念
論
は
観
念
、
精
神
と
い
う
一
一
種
の
存
在
者
し
か
認
め

実
在
の
世
界
と
想
像
の
世
界
の
区
別
は
あ
る
と
は
言
え
、
精
神
以
外
の
も
の
す
べ
て
を
観
念
と
考
え
る
バ
ー
ク
リ
の
思
想
は
常
識
に
対

(
7
)
 

す
る
挑
戦
の
如
き
印
象
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
バ
ー
ク
リ
は
常
識
と
い
う
も
の
を
む
し
ろ
可
能
な
限
り
尊
重
し
て
い
る
。
た

ぶ
。
バ
ー
ク
リ
の
考
察
の
対
象
に
は
、
こ
の
哲
学
者
た
ち
の
立
場
の
他
に
、

も
う
ひ
と
つ
、

あ
る
。
そ
し
て
バ
ー
ク
リ
自
身
の
観
念
論
の
立
場
を
加
え
た
三
つ
の
立
場
の
相
違
が
『
原
理
論
』
で
次
の
様
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
…
…
知
覚
の
匝
接
対
象
が
心
の
外
に
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
哲
学
者
た
ち
は
明
白
に
見
た
の
で
、
あ
る
程
度
大
衆
の
誤
り
を

訂
正
し
た
。
し
か
し
同
時
に
彼
ら
は
劣
ら
ず
不
合
理
に
思
え
る
も
う
ひ
と
つ
の
誤
り
に
陥
っ
た
。

つ
ま
り
そ
れ
は
、

心
の
外
に
本
当

に
存
在
す
る
何
ら
か
の
対
象
、
即
ち
知
覚
さ
れ
る
こ
と
と
は
別
個
に
存
続
す
る
対
象
が
あ
っ
て
、
我
々
の
観
念
は
そ
の
対
象
に
よ
っ

、

、

、

、

、

、

て
心
に
印
銘
さ
れ
た
対
象
の
像
あ
る
い
は
類
似
物
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
誤
り
で
あ
る
。
」
(

§

5

6

)

(
傍
点
筆
者
）

「
知
覚
の
直
接
対
象
の
原
因
•
原
型
（
↑
|
傍
点
部
よ
り
）た
る
実
在
物

は
心
の
外
に
存
在
す
る
」
と
考
え
る
の
が
哲
学
者
た
ち
の
立
場
で
あ
る
。
同
じ
く
「
知
覚
の
直
接
対
象
は
心
の
外
に
存
在
し
な
い
」
と
考

「
知
覚
の
直
接
対
象
の
原
因
•
原
型
た
る
実
在
物
が
心
の
外
に
存
在
す
る
」
こ
と
を
認
め
な
い
の
が
、
ハ
ー
ク
リ
の
立
場
で
あ
る
。

「
知
覚
の
直
接
対
象
は
心
の
外
に
存
在
す
る
」
と
考
え
、
知
覚
の
原
因
•
原
型
に
つ
い
て
は
何
ら
見
解
を
持
た
な
い
の
が
常
識

物
質
論
を
支
持
す
る
人
々
を
バ
ー
ク
リ
は

「
常
識

(
c
o
m
m
o
n
s
e
n
s
e
)
」

の
立
場
が

だ
バ
ー
ク
リ
の
立
場
は
常
識
と
同
一
で
は
な
い
。

「
哲
学
者
た
ち

(
p
h
i
l
o
s
o
p
h
e
r
s
)
」
と
呼

な
い
か
ら
で
あ
る
。
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も
、
バ
ー
ク
リ
は
常
識
と
全
面
的
に
意
見
を
同
じ
く
し
て
は
い
な
い
。

ぎ
な
い
。

の
立
場
に
な
る
。

哲

学

者

た

ち

(
8
)
 

知
覚
の
直
接
対
象
の
原
因
•
原
型
た
る
実
在
物
を
め
ぐ
っ
て
バ
ー
ク
リ
と
哲
学
者
た
ち
が
対
立
し
、
知
覚
の
直
接
対
象
の
あ
り
か
を
め

ぐ
っ
て
バ
ー
ク
リ
及
び
哲
学
者
た
ち
と
常
識
が
対
立
し
て
い
る
。
三
者
の
対
立
関
係
は
『
対
話
』
に
も
読
め
る
。

「
私
の
努
力
は
、
以
前
大
衆
と
哲
学
者
た
ち
の
間
で
分
け
持
た
れ
て
い
た
真
理
を
統
一
し
て
、
よ
り
明
る
い
光
の
も
と
へ
置
く
こ
と

(
9
)
 

『
自
分
た
ち
が
直
接
に
知
覚
す
る
事
物
は
実
在
物
で
あ
る
』
と
い
う
意
見
を
大
衆
は
持
ち
、

さ
れ
る
事
物
は
心
の
う
ち
に
の
み
存
在
す
る
観
念
で
あ
る
』
と
い
う
意
見
を
哲
学
者
た
ち
は
持
っ
て
い
た
。
こ
の
二
つ
の
考
え
を
合

わ
せ
る
と
、
結
果
的
に
私
が
提
出
す
る
も
の
の
実
質
を
構
成
す
る
。
」

(
i
i
i
,

2
6
2
)
 

バ
ー
ク
リ
の
立
場
は
、
知
覚
の
直
接
対
象
を
実
在
物
と
す
る
点
で
、
常
識
の
立
場
と
共
通
し
、
知
覚
の
疸
接
対
象
が
心
の
う
ち
に
の
み

存
在
す
る
点
で
、
哲
学
者
た
ち
の
立
場
と
共
通
す
る
。

考
え
に
な
る
。『

原
理
論
』
に
比
し
て
『
対
話
』

そ
し
て
哲
学
者
た
ち
と
常
識
の
「
二
つ
の
考
え
を
合
わ
せ
る
と
」
、

し
か
し
観
点
を
逆
に
し
て
言
う
と
、
バ
ー
ク
リ
は
、
哲
学
者
た
ち
と
は
無
論
の
こ
と
、
常
識
と
も
共
通
点
を
有
す
る
に
す

(10) 

は
常
識
を
尊
重
す
る
姿
勢
が
強
い
（
特
に

T
h
e
P
r
e
f
a
c
e
;
 ii
i
,
 

2
6
3
)
。

に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

常

識

ク

リ

知

覚

の

知

覚

の

心

の

外

＇ 

知
覚
の
原
因
•
原
型

直

接

対

象

1•9999,

. 

知

覚

の

直

接

対

象

'

,

'

,

＇

,

'

 

直

接

対

象

、3

の

J
 

ぅ

ち

『
直
接
に
知
覚

そ
の
『
対
話
』
で

バ
ー
ク
リ
の
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に
大
衆
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
言
薬
に
基
ず
い
て
」

で
あ
る
。
」

(iii》
2
4
5
-
6
)
C

傍
点
筆
者
）

d
i
s
p
a
t
c
h
)
 
の
た
め
に
大
衆
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
言
葉
に
基
ず
い
て
彼
ら
が
自
分
た
中
2
り
体
系
を
築
く
こ
と
に
着
手
し
た
か
ら

「
考
え
に
甚
ず
い
て
で
は
な
し
に
、

s
p
e
c
u
l
a
t
i
o
n

を
顧
慮
せ
ず
単
に
生
活
の
通
常
の
行
動
に
際
し
て
の
便
宜
と
手
早
い
処
理
の
た
め

「
体
系
を
築
く
こ
と
に
着
手
」
す
る
こ
と
が
物
質
論
に
至
る
ひ
と
つ
の
道
と
さ
れ
る
。

い
て
で
は
な
く
、

に
帰
せ
ら
れ
る

「
大
衆
の
誤
り
を
あ
る
程
度
訂
正
し
た
」

、
、
、
、
、
、
、

誤
り
」
に
な
る
。
「
知
覚
さ
れ
得
な
い
対
象
が
心
の
外
に
存
在
す
る
」
と
い
う
命
題
は
し
ば
し
ば
哲
学
者
た
ち
に
帰
せ
ら
れ
る
が
、
常
識

、
、
、

「
知
識
の
直
接
対
象
は
心
の
外
に
存
在
す
る
」
と
い
う
命
題
は
ど
う
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
。

『
対
話
』
の
方
に
見
出
せ
る
様
に
思
え
ろ
。

(

1

1

)

 

「
…
…
我
々
の
観
念
が
変
じ
易
い

(
v
a
r
i
a
b
l
e
)

a
n
c
e
s
)

を
与
え
ら
れ
て

(
a
f
t
e
c
t
e
d
)

か
ら
と
言
っ
て
ど
う
だ
。
我
々
の
感
官
が
あ
ら
ゆ
る
状
況
で
同
じ
現
象

(
a
p
p
e
a
r
,
 

い

な

い

か

ら

と

言

っ

て

ど

う

だ

。

感

官

が

信

頼

さ

る

べ

き

で

な

か

っ

た
り
、
感
官
が
自
分
自
身
と
不
整
合
で
あ
る
と
か
、
個
々
の
名
前
に
よ
っ
て
印
銘
さ
れ
る
（
何
か
判
ら
な
い
）
単
一
の
不
変
で
知
覚

不
可
能
で
定
在
的
な
本
性

(
o
n
e
single, u
n
c
h
a
n
g
e
d
,
 u
n
p
e
r
c
e
i
v
a
b
l
e
,
 real 
n
a
t
u
r
e
)
 

考
え
以
外
の
何
か
と
不
整
合
で
あ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
偏
見
は
、

と
い
う
あ
な
た
が
前
か
ら
抱
い
て
い
る

心
に
よ
っ
て
ひ
と
つ
の
事
物
へ
と
統
一
さ
れ
た
も

の
と
し
て
複
数
の
別
個
の
観
念
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
人
々
の
通
常
の
言
語
を
正
し
く
理
解
し
な
い
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
そ
し

て
哲
学
者
た
ち
の
い
く
つ
か
の
誤
っ
た
考
え
が
同
じ
起
源
に
負
う
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
う
理
由
が
実
際
あ
る
。
考
え
に
基
ず

s
p
e
c
u
l
a
t
i
o
n

を
顧
慮
せ
ず
単
に
生
活
の
通
常
の
行
動
に
際
し
て
の
便
宜
と
手
早
い
処
理

(
c
o
n
v
e
n
i
e
n
c
y
a
n
d
 

だ
か
ら
と
言
っ
て
、

『
対
話
』
に
次
の
様
な
パ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
る
。

そ
の
手
が
か
り
は

（究
5
6
)

の
だ
か
ら
、

「
知
覚
の
直
接
対
象
は
心
の
外
に
存
在
す
る
」

と
い
う
の
が
「
大
衆
の

右
に
引
い
た
様
に
、

「
知
覚
の
直
接
対
象
は
心
の
外
に
存
在
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
哲
学
者
た
ち
が
明
白
に
見
て
取
り
、

そ
の
点
で
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「
大
衆
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
言
葉
」
と
り
わ
け
「
名
前
」
と
い
う
も
の
の
性
格
を
「
正
し

「
個
々
の
名
前
」
は
「
単
一
の
不
変
」
な
も
の
を
表
す
わ
け
で
は
な
い
。

手
」
し
、

そ
の
結
果
、
哲
学
者
た
ち
は
物
質
論
に
海
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
大
衆
が
使
用
し
て
い
ろ
名
前
と
い
う
も
の
の
性
格
を

(

1

2

)

 

「
正
し
く
理
解
し
な
い
」
た
め
に
哲
学
者
た
ち
が
誤
り
を
犯
す
の
で
あ
れ
ば
、
似
た
誤
り
が
大
衆
自
身
の
側
に
す
で
に
あ
っ
て
よ
い
。
そ

し
て
そ
の
観
点
か
ら
「
知
覚
の
直
接
対
象
は
心
の
外
に
は
存
在
す
る
」
と
い
う
常
識
の
命
題
の
解
釈
が
可
能
に
な
る
と
思
う
。

ま
ず
、
名
前
は
知
覚
の
直
接
対
象
を
表
す
、

「
大
衆
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
」
り
ん
ご
、

そ
の
こ
と
を

石
、
木
、
本
等
の

「
体
系
を
築
く
こ
と
に
着

と
い
う
前
提
が
大
衆
に
あ
る
も
の
と
す
る
。
加
え
て
、
名
前
は
「
単
一
の
不
変
」
な
も
の

を
表
す
と
考
え
ら
れ
る
と
、
知
覚
の
直
接
対
象
は
各
々
「
単
一
の
不
変
」
な
も
の
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
哲
学
者
た
ち
は
個
々
の
名
前
が

「
単
一
の
不
変
」
な
も
の
を
表
す
と
前
提
し
て
物
質
論
に
導
か
れ
て
い
た
。

た
。
そ
う
す
る
と
、
大
衆
の
場
合
、
知
覚
の
直
接
対
象
を
「
単
一
の
不
変
」
な
も
の
と
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
知
覚
の
直
接
対
象

「
大
衆
の
誤
り
」
と
さ
れ
る
「
知
覚
の
直
接
対
象
は
心
の
外
に
存
在
す
る
」
と
い
う

命
題
は
「
知
覚
の
直
接
対
象
は
単
一
で
不
変
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
に
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

常
識
の
誤
り
と
い
う
の
は
知
覚
の
直
接
対
象
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
知
覚
さ
れ
得
な
い
対
象
に
関
す
る
哲
学
者
た
ち
の
誤
り
と
は
本

質
的
に
異
な
る
。

し
か
し
、
知
覚
の
直
接
対
象
に
し
ろ
、
知
覚
さ
れ
得
な
い
対
象
に
し
ろ
、

心
の
外
に
存
在
者
を
認
め
る
点
で
は
、
常
識

と
哲
学
者
た
ち
は
共
通
し
て
い
る
。
常
識
は
哲
学
者
た
ち
の
誤
り
I

物
質
論
|
|
‘
と
共
通
な
要
素
を
持
つ
誤
り
を
犯
し
て
い
る
。
バ
ー

ク
リ
が
常
識
と
同
一
の
立
場
に
立
つ
こ
と
な
く
、

む
し
ろ
そ
の
誤
り
を
指
摘
す
る
の
も
、
常
識
が
物
質
論
の
朋
芽
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で

は
な
い
か
。
た
だ
、
常
識
の
誤
り
を
訂
正
す
る
論
述
は
バ
ー
ク
リ
に
は
な
い
。

が
心
の
外
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

く
理
解
し
な
い
」
で
「
体
系
を
築
く
こ
と
に
着
手
」
す
る
か
ら
で
あ
る
。

ど
う
し
て
物
質
論
に
至
る
の
か
。
そ
れ
は
、

し
か
し
バ
ー
ク
リ
の
観
念
論
に
は
常
識
か
ら
物
質
論
の
崩

「
単
一
の
不
変
」
な
も
の
が
心
の
外
の
存
在
者
に
化
し
て
い

「
理
解
し
な
い
」

で
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な
る
と
論
点
は
さ
ら
に
明
快
で
あ
る
。

「
物
質
」
と
い
う
言
葉
は
い
か
な
る
場
合

「
物
質
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
バ
ー
ク
リ
は
次
の
様
に
言
う
。

「
物
質
あ
る
い
は
物
質
的
実
体
は
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
濁
入
さ
れ
た
用
語
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
る
と
き
に

一
種
の
独
立
性
、
あ
る
い
は
心
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
こ
と
と
は
別
個
の
存
続
を
意
味
す
る
。

し
か
し
物
質
あ
る
い
は
物
質
的

実
体
は
普
通
の
人
々
に
よ
っ
て
は
使
わ
れ
な
い
。
た
と
え
使
わ
れ
る
に
し
て
も
、
感
官
の
直
接
対
象
を
意
味
す
べ
き
で
あ
る
。
可
感

的
、
実
体
、
物
体
、
物

(
s
t
u
f
f
)

等
と
い
う
用
語
と
共
に
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
事
物
の
名
前
が
保
持
さ
れ
る
限
り
、
通
常
の
会
話
で
は

物
質
と
い
う
言
業
が
な
く
て
困
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
な
い
と
人
は
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
哲
学
の
議
論
で
は
物
質
と
い
う

言
葉
を
全
く
排
除
し
て
し
ま
う
の
が
最
善
の
道
の
様
に
思
え
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
一
般
的
で
混
乱
し
た
用
語
程
無
神
論
へ
堕
落

す
る
心
の
傾
向
を
助
け
強
化
し
た
も
の
は
多
分
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」

(
i
i
i》

2
6
1
;

cf. §
§
3
5
,
 8
2
;
 i
i
,
 

2
1
6
,
 
i
i
i
,
 

2
3
7ー

8
"
2
3
9
)
 

「
物
質
」
と
い
う
言
策
は
矛
盾
を
含
む
と
い
う
の
が
バ
ー
ク
リ
の
物
質
論
批
判
で
あ
る
が
、

に
も
使
用
す
べ
き
で
な
い
、

あ
る
。

ま、
.'ヽ
r

と
は
バ
ー
ク
リ
は
言
っ
て
い
な
い
。
哲
学
の
議
論
で
の
「
物
質
」
と
通
常
の
会
話
で
の
「
物
質
」
を
区
別
し

て
い
る
。
哲
学
の
談
論
で
は
「
物
質
」
は
「
全
く
排
除
し
て
し
ま
う
の
が
最
善
の
道
」
だ
が
、
通
常
の
会
話
で
は
「
な
く
て
困
る
こ
と
は

決
し
て
な
い
」
と
い
う
程
度
な
の
で
あ
る
。
哲
学
者
た
ち
の
物
質
が
知
覚
さ
れ
得
な
い
の
に
対
し
、
常
識
の
物
質
は
知
覚
さ
れ
る
か
ら
で

か
く
し
て
、
哲
学
者
た
ち
の
言
葉
と
し
て
の
「
物
質
」
と
常
識
の
言
葉
と
し
て
の
「
物
質
」
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

ハ
ー
ク
リ
は
言
葉
に
ひ
と
つ
の
区
分
を
設
け
て
い
る
。

芽
を
摘
み
取
る
用
慈
が
あ
っ
た
、

と
い
う
こ
と
に
は
な
る
。

「
実
体
」
に
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日
常
使
用
さ
れ
て
い
る
名
前
は

習
慣
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、

は
い
か
な
る
語
句
も
保
持
さ
れ
て
よ
い
。

否
、
そ
の
こ
と
は
避
け
難
い
。

と
い
う
の
は
、
適
切
さ

(
p
r
o
p
r
i
e
t
y
)

と
い
う
も
の
は

「
…
…
も
し
実
体
と
い
う
言
葉
が
延
長
、
固
さ
、
重
さ
等
の
可
感
的
性
質
の
組
み
合
わ
せ
と
大
衆
的
な
意
味
に
取
ら
れ
る
な
ら
、
実

体
を
取
り
去
っ
て
い
る
と
我
々
は
非
難
さ
れ
な
い
。

し
か
し
も
し
実
体
と
い
う
言
葉
が
心
の
外
の
偶
有
性
あ
る
い
は
性
質
の
支
持
体

と
哲
学
的
な
意
味
に
取
ら
れ
る
な
ら
、
我
々
が
実
体
を
取
り
去
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
。

在
し
な
か
っ
た
も
の
を
取
り
去
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
得
る
な
ら
の
こ
と
だ
が
。
」
（
茨
3
7
)

メ
ー
ク
リ
が
「
取
り
去
っ
て
い
る
]
の
は
哲
学
的
な
意
味
の
実
体
で
あ
っ
て
、
大
衆
的
な
意
味
の
実
体
で
は
な
い
。
こ
こ
で
も
、
常
識

の
言
葉
と
し
て
の
「
実
体
」
と
哲
学
者
た
ち
の
言
葉
と
し
て
の
「
実
体
」
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

「
実
体
」
及
び
そ
の
類
い
は
あ
る
が
、

た
だ
し
、
想
像
に
於
て
す
ら
決
し
て
存

(
1
3
)
 

「
実
体
」
及
び
そ
の
類
い
等
数
え
る
程
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
常
識
の
言
葉
に
も
「
物
質
」
、

そ
れ
ら
は
む
し
ろ
特
殊
な
部
類
で
あ
る
。
常
識
の
言
葉
に
は
日
常
使
用
さ
れ
て
い
る
無
数
の
名
前

が
含
ま
れ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
様
な
哲
学
者
た
ち
の
言
葉
と
常
識
の
言
葉
を
分
け
る
一
般
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
何
か
。
バ
ー

「
厳
密
で

s
p
e
c
u
l
a
t
i
v
e

な
意
味
に
取
ら
れ
る
と
偽
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
と
も
、
適
切
な
感
情
と
か
、
自
分
た
ち
の
幸
福

に
必
要
と
さ
れ
る
仕
方
で
行
動
す
る
傾
向
性

(
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
)

を
我
々
の
う
ち
に
喚
起
す
る
限
り
、

る。」（究
5
2
)
)

必
ず
し
も
全
き
真
と
は
限
ら
な
い
承
認
さ
れ
た
意
味
に
言
葉
は
合
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

「s
p
e
c
u
l
a
t
i
o
n

を
顧
慮
せ
ず
単
に
生
活
の
通
常
の
行
動
に
際
し
て
の
便
宜
と
手
早
い
処
理
の
た
め

に
大
衆
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
言
葉
」

(iii" 2
4
6
)

で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
一
般
的
に
、
常
識
の
言
葉
と
い
う
も
の
は
、

「
適
切
な
感
情
と

ク
リ
は
言
う
。

哲
学
者
た
ち
の
言
葉
と
し
て
は
「
物
質
」
、

生
活
の
通
常
の
用
務
に
於
て
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リ
の
衷
意
で
も
あ
る
可
能
性
は
大
き
い
と
思
う
。

ハ
イ
ラ
ス
の
言
明
は
、
ハ
ー
ク

か
、
自
分
た
ち
の
幸
福
に
必
要
と
さ
れ
る
仕
方
で
行
動
す
る
傾
向
性
を
我
々
の
う
ち
に
喚
起
」
し
さ
え
す
れ
ば
‘
「
厳
密
で

speculalive

な
意
味
に
取
ら
れ
る
と
偽
に
な
る
と
い
う
こ
と
」
が
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
そ
の
例
と
し
て
、

子
午
線
に
来
る
」

こ
の
命
題
は
「
厳
密
で

speculative
な
意
味
に
取
ら
れ
る
と
偽
に

「
適
切
な
惑
俯
と
か
、
自
分
た
ち
の
幸
福
に
必
要
と
さ
れ
る
仕
方
で
行
動
す
る
傾
向
性
を
我
々
の
う
ち
に
喚
起
す
る
」
。
そ

い
か
な
る
言
葉
も
常
識
の
言
葉
と
し
て
「
保
持
さ
れ
」
る
。
そ
れ
に
対
し
、
哲
学
者
た
ち
の
言
葉
の
特
徴
が
厳

密
さ
に
な
る
。
そ
の
こ
と
は
右
の
こ
と
か
ら
殆
ど
明
ら
か
に
思
え
る
が
、
直
接
的
な
裏
付
け
と
し
て
は
ハ
イ
ラ
ス
の
言
明
を
挙
げ
る
こ
と

「
哲
学
者
た
ち
が
大
衆
よ
り
も
正
確
に
語
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
用
語
の
通
常
の
意
味
に
必
ず
し
も
限
定
さ
れ
る
こ

「
・
：
・
・
・
日
常
の
実
務
が

speculative
な
知
識
の
厳
密
さ
を
求
め
な
い
こ
と
を
あ
な
た
は
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
大
衆
は
自

分
た
ち
の
誤
り
を
保
有
し
か
つ
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
ん
と
か
や
り
く
り
し
て
生
活
の
用
務
を
処
理
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
哲
学
者
た
ち
は
よ
り
以
上
の
事
を
知
っ
て
い
る
。
」

(
i
i
i

》

2
2
8
)

ハ
イ
ラ
ス
は
物
質
論
者
で
あ
る
。
し
か
し
バ
ー
ク
リ
の
代
弁
者
フ
ィ
ロ
ナ
ス
が
否
定
し
て
い
な
い
の
で
、

哲
学
者
た
ち
の
言
業
に
含
ま
れ
る
の
は
主
に
「
物
質
」
及
び
そ
の
類
い
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
悉
く
批
判
さ
れ
て
い
る
。

者
た
ち
の
言
葉
で
あ
り
な
が
ら
バ
ー
ク
リ
自
身
認
め
な
お
か
つ
使
用
し
て
い
る
言
葉
も
あ
る
。
そ
の
う
ち
で
最
も
重
要
な
の
が
「
観
念
」

(

1

4

)

(

1

5

)
 

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
厳
密
な
哲
学
者
た
ち
の
言
葉
「
観
念
」
に
よ
っ
て
常
識
の
う
ち
に
あ
ス
。
物
質
論
の
前
芽
が
以
下
の
様
に
摘
み
取
ら
れ

と
は
な
い
と
私
は
考
え
た
。
」

(
i
i
"

2
2
5
)
 

し
か
で
器
な
い
。

の
こ
と
さ
え
で
き
れ
ば
、

な
る
」
が
、

(
§
5
1
)

と
い
う
命
題
を
バ
ー
ク
リ
は
挙
げ
る
。

1ヽ

し
カ

し
か
し
哲
学

「
陽
は
昇
り
、
陽
は
沈
む
、
あ
る
い
は
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あ
る
特
定
の
場
所
か
ら
り
ん
ご
を
見
れ
ば
、

の
だ
か
ら
。
」
(
i
"

2
0
1
)
 

距
離
を
論
じ
て
フ
ィ
ロ
ナ
ス
は
言
う
。

る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

(iii, 2
6
1
)

は
各
々
「
単
一
の
不
変
」
な
も
の
を
表
さ
な
い
。

「
厳
密
に
言
っ
て
、
我
々
は
触
れ
て
い
る
の
と
同
じ
対
象
を
見
て
い
る
の
で
は
な
い
(
c
f
•
N. T
.
V
.
)
。
裸
眼
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る

の
と
同
じ
対
象
が
顕
徴
鏡
に
よ
っ
て
見
ら
れ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
」
(
i
i
i
,

2
4
5
)
 

り
ん
ご
を
見
る
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
は
、
厳
密
に
言
っ
て
、

異
な
る
。
前
者
が
視
覚
観
念
、
後
者
が
触
覚
観
念
で
両
者
は
種
的
に
相
異
な
り
、
数
的
に
別
個
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
は
、
厳
密
に
言
っ
て
、

な
り
、

し
か
も
数
的
に
別
個
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

「
…
…
あ
な
た
が
直
接
に
知
覚
し
て
い
る
可
視
的
対
象

(
v
i
s
i
b
l
e
o
b
j
e
c
t
)
 

進
ん
で
行
く
と
き
に
知
覚
さ
れ
る
、

り
ん
ご
に
触
れ
る
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
と

り
ん
ご
を
裸
眼
で
見
る

り
ん
ご
を
顕
微
鏡
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
と
異
な
る
。
両
者
は
内
容
的
に
相
異

り
ん
ご
を
裸
眼
で
見
続
け
さ
え
す
れ
ば
同
一
の
視
覚
観
念
が
得
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。

は
離
れ
て
存
在
す
る
と
か
、

と
視
覚
が
あ
な
た
に
示
唆
し
た
り
、
．
何
ら
か
の
仕
方
で
知
ら
せ
た
り
は
し
な
い
。
あ
な
た
が
接

近
し
て
い
る
間
じ
ゅ
う
、
次
々
と
継
起
す
る
可
視
的
諸
対
象
の
一
連
の
系
列

(
a
c
o
n
t
i
n
u
e
d
 s
e
r
i
e
s
)

が
そ
こ
に
あ
る
（
だ
け
な
）

一
個
の
視
覚
観
念
が
得
ら
れ
る
が
、
知
覚
者
が
「
ず
っ
と
先
へ
進
ん
で
行
く
と
き
に
」
も
、

そ
の
視
覚
観
念
が
得
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
厳
密
に
は
、

「
接
近
し
て
い
る
間
じ
ゅ
う
、
次
々
と
継
起
す
る
可
視
的

(16) 

諸
対
象
の
一
連
の
系
列
」
が
得
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
互
い
に
相
異
な
る
別
個
の
視
覚
観
念
が
無
数
に
得
ら
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
り

バ
ー
ク
リ
は
言
う
。

り
ん
ご
、
石
、
木
、
本
そ
の
他
の
「
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
事
物
の
名
前
」

あ
な
た
が
ず
っ
と
先
へ
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ま
た
、

『
対
話
』
の
最
後
は
、

「
人
々
は
逆
説
か
ら
常
識
へ
戻
さ
れ
る
」

(cf. i,
 

172)、

ん
ご
は
数
的
に
別
個
な
無
数
の
観
念
の
集
ま
り
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
り
ん
ご
」
と
い
う
言
葉
は
無
数
の
親
念
を
表
す
。

化
が
新
し
い
種
や
個
体
を
構
成
す
る
の
に
充
分
だ
と
考
え
」
て
、

直
接
対
象
が
形
一
で
不
変
と
考
え
て
、

そ
れ
ら
の
観
念
す
べ
て
に
名
前
を
付
与
す
る
と
、

と
混
乱
が
言
語
を
非
実
用
的
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
」

(iii,
2
4
5
)
。
そ
こ
で
「
便
宜
と
手
早
い
処
理
」

(17) 

＜
如
109)
の
た
め
に
我
々
は
ひ
と
つ
の
名
前
で
済
ま
せ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

(18) 

以
上
の
様
に
、
哲
学
者
た
ち
の
厳
密
な
言
葉
「
観
念
」
に
よ
っ
て
、

「
り
ん
ご
」
等
常
識
の
言
葉
に
属
す
る
名
前
は
「
単
一
の
不
変
」

な
も
の
を
表
さ
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
名
前
の
そ
う
い
う
性
格
を
把
握
し
な
い
た
め
に
、
常
識
は
、
名
前
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
知
覚
の

そ
こ
か
ら
「
知
覚
の
直
接
対
象
は
心
の
外
に
存
在
す
る
」
と
い
う
物
質
論
に
似
た
考
え
へ
と
導
か

れ
て
し
ま
う
。
詰
ま
る
所
、
物
質
論
の
萌
芽
を
持
っ
て
い
た
の
は
常
識
の
言
葉
に
な
る
。

「
常
識
へ
戻
る
」
と
は
『
対
話
』
の
強
調
す
る
所
で
あ
る
●
前
書
き

(
T
h
e

P
r
e
f
a
c
e
)
 

と
も
あ
る
。
さ
ら
に
、

を
常
識
へ
ひ
き
戻
す
」

そ
う
し
て
戻
っ
た
常
識
は
物
質
論
の
荊
芽
を
摘
ま
れ
た
常
識
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

に
ヽ

け
た
後
に
、
こ
の
様
に
自
然
の
単
純
な
教
え
(
‘
t
h
e
s
i
m
p
l
e
 d
i
c
t
a
t
e
s
 
of 
n
a
t
u
r
e
)

に
戻
っ
て
く
る
こ
と
は
不
快
で
な
い
」
、

と
あ
る
。

「
自
然
の
単
純
な
教
え
」
と
は
常
識
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
「
哲
学
の
ひ
ど
い
迷
路
を
さ
ま
よ
い
抜
け
」
る
過
程
で
「
最
も

厳
格
な

(
r
i
g
i
d
)

推
理
法
則
が
厳
密
に

(
s
t
r
i
c
t
l
y
)

遵
守
」
さ
れ
る
と
い
う
が
、
そ
の
際
に
「
観
念
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

『
対
話
』
に
含
ま
れ
て
い
る
「
諸
原
理
が
真
と
認
め
ら
れ
る
な
ら
」
、

(
1
9
)
 

「
一
見
し
た
所
懐
疑
論
に
至
る
の
と
同
じ
諸
原
理
が
あ
る
程
度
ま
で
追
求
さ
れ
る
と
人
々

(
i
i
i
,
 

2
6
3
)

と
い
う
文
で
あ
る
。
物
質
論
を
駁
し
て
観
念
論
を
形
成
す
る
の
が
常
識
へ
戻
る
道
程
だ
と
す
れ
ば
、

「
哲
学
の
ひ
ど
い
迷
路
を
さ
ま
よ
い
抜

(cf. iii. 
2
4
5
,
 

N. T
.
 

「
名
前
の
無
限
の
数

「
あ
ら
ゆ
る
変
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る
と
、 例

え
ば
、

「
り
ん
ご
」
そ
の
他
の
名
前
は
無
数
の
観
念
を
表
す
と
い
う
が
、

「
通
常
、
想
像
上
の
事
物
、
単
に
考
え
ら
れ
た
り
可
能
で
あ
っ
て
現
実
的
で
な
い
も
の
、
計
画
、
推
測
、
希
望
、

(20) 

思
い
出
そ
の
他
を
意
味
す
る
」
。
バ
ー
ク
リ
の
観
念
は
無
論
そ
の
様
な
も
の
で
は
な
い
。

(
f
i
c
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 f
a
n
c
i
e
s
)
 
を
あ
な
た
が
意
味
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
観
念
で
は
な
い
」

「
感
覚

(
s
e
n
s
a
t
i
o
n
)
」
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
わ
っ
て
い
た
り
、
例
と
し
て
色
、
形
、
固
さ
、
熱
さ
等
が
挙
が
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
、
バ
ー
ク
リ
の
「
観
念
」
が
通
常
の
意
味
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

「
し
か
し
我
々
が
諸
親
念
を
食
べ
た
り
飲
ん
だ
り
し
て
お
り
、

そ
の
通
り
だ
と
認
め
る
。

ま
た
諸
観
念
を
着
た
り
し
て
い
る
と
言
明
す
る
の
は
大
変
耳
障
り
に

観
念
と
い
う
言
葉
は
通
常
の
話
で
は
、
事
物
と

呼
ば
れ
る
可
感
的
性
質
の
色
々
な
結
合
を
意
義
す
る
の
に
は
使
用
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
言
語
の
な
じ
ん
だ
用
法
と
異
な

っ
た
ど
ん
な
表
現
も
耳
障
り
で
こ
っ
け
い
に
思
え
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
」
（
安
3
8
,

cf. i
i
i
,
 

2
3
5ー

6
)

(
傍
点
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
）

し
か
し
通
常
の
「
観
念
」
と
自
身
の
「
観
念
」

し
か
し
、

そ
の
こ
と
は
命
題
の
真
理
に
関
ら
な
い
。
そ

の
命
題
は
、
言
い
換
え
る
と
、
我
々
が
自
身
の
感
官
に
よ
っ
て
知
覚
す
る
事
物
を
我
々
は
食
べ
そ
し
て
着
て
い
る
、

と
言
っ
て
い
る

「
我
々
は
食
物
を
食
べ
、
衣
服
を
着
て
い
る
」
と
い
う
命
題
に
「
事
物
は
観
念
の
集
ま
り
で
あ
る
」
と
い
う
原
理
を
適
用
す

「
我
々
は
諸
観
念
を
食
べ
、
諸
観
念
を
着
て
い
る
」
と
い
う
命
題
が
出
来
る
。
こ
の
様
な
命
題
が
「
大
変
耳
障
り
に
聞
こ
え
る
」

(
h
a
r
s
h
)

聞
こ
え
る
、

と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

を
区
別
す
る
苦
心
を
バ
ー
ク
リ
は
強
い
ら
れ
る
。

言
っ
て
い
る
。

の
は
、

四

(iii, 2
5
0ー

1

)

と
フ
ィ
ロ
ナ
ス
は
ハ
イ
ラ
ス
に

「
も
し
観
念
に
よ
っ
て
心
の
作
り
事
や
絵
空
事

一
時
的
な
思
い
、

「
観
念
」
で
一
体
何
が
意
味
さ
れ
て
い
る
の
か
。

「
観
念
」
と
い
う
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い
」
こ
と
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
所
が
あ
る
。

『
原
理
論
』
に
は
、

「
心
の
外
に
存
在
す
る
」
こ
と
は
「
離
れ
て
い
る
」
こ
と
、

「
心
の
う
ち
に
存
在
す
る
」
こ
と
は
「
離
れ
て
い
な

異
な
っ
て
い
る
。

動
的
な
の
で
、
私
は
そ
れ
ら
の
特
性
を
意
味
す
る
観
念
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
感
官
の
対
象
を
表
す
と
決
め
た
」

バ
ー
ク
リ
の
観
念
の
本
質
的
特
性
は
「
心
の
う
ち
に
存
在
す
る
」
こ
と
で
あ
る
様
に
思
え
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、

服
が
、
観
念
の
秘
ま
り
ゆ
え
に
、
心
の
う
ち
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

う
ち
に
存
在
す
る
、

と
語
ら
れ
て
は
い
る
。
問
題
は
「
心
の
う
ち
に
存
在
す
る
」
の
意
味
で
あ
り
、

存
在
し
な
い
な
ら
、

「
観
念
」
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
義
が
見
出
し
難
く
な
る
。

『
原
理
論
』
で
も
『
対
話
』
で
も
、
観
念
は
心
の

「
我
々
は
諸
観
念
を

食
べ
、
諸
観
念
を
荊
て
い
る
」
と
い
う
命
題
は
や
は
り
「
ひ
ど
く
奇
妙
な
も
の
や
人
を
驚
か
す
も
の
」
を
含
む
こ
と
に
な
る
。
食
物
や
衣

か
と
言
っ
て
、
バ
ー
ク
リ
の
観
念
が
心
の
う
ち
に

そ
れ
が
『
原
理
論
』
と
『
対
話
』
で

あ
る
」
、

と
同
じ
節
に
あ
る
。
さ
ら
に
次
節
に
は

し
か
し
、

あ
る
。

よ
う
と
も
、

「
言
語
の
な
じ
ん
だ
用
法
と
異
っ
た
」
表
現
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
「
観
念
」
を
含
む
命
題
が
「
耳
障

そ
の
意
味
に
関
し
て
は
ひ
ど
く
奇
妙
な

(
s
t
r
a
n
g
e
)

も
の
と
か
人
を
惣
か
す

(
s
h
o
c
k
i
n
g
)

も
の
は
何
も
含
ん
で
い
な
い
」

(iii) 2
3
6
)
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
観
念
」
が
「
我
々
が
自
身
の
感
官
に
よ
っ
て
直
接
に
知
覚
す
る
事
物
」
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で

「
我
々
が
自
身
の
感
官
に
よ
っ
て
直
接
に
知
覚
す
る
事
物
」
を
意
味
す
る
の
に
「
観
念
」
を
用
い
る
必
要
が
あ
る
の
か
。
性

質
は
「
そ
れ
を
知
覚
す
る
心
の
う
ち
に
の
み
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
「
性
質
を
観
念
と
呼
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
る
す
べ
て
で

「
感
官
の
対
象
は
心
の
う
ち
に
の
み
存
在
し
、

そ
し
て
さ
ら
に
思
惟
を
欠
い
て
非
能

(

2

1

)

 

(
§
3
9
)

、
と
も
あ
る
。

り
で
こ
っ
け
い
に
思
え
る
」
こ
と
は
、

「
命
題
の
哀
理
に
関
ら
な
い
」
。

「
観
念
」
を
含
む
命
題
は

「
言
葉
の
上
で
い
か
に
変
に
聞
こ
え

こ
と
を
バ
ー
ク
リ
は
認
め
る
。
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は
そ
の
類
い
が
見
出
せ
ず
、
弁
明
の
趣
旨
は
不
明
で
あ
る
。

て
そ
の
仮
定
は
「
大
衆
の
誤
り
」
で
あ
っ
た
、

と
い
う
弁
明
で
あ
る
。

『
視
覚
新
論
』
の
論
述
と
は
裏
腹
に
、
触
覚
の
対
象
も
心
の
う
ち

即
ち
視
覚
の
固
有
の

「
経
験
が
我
々
に
教
え
た
結
合
に
よ
っ
て
」

距
離
は

い
か
な
る
言
語
の
言
葉
も
何
ら
か
の
観
念
を
表

「
距
離
と
か
外
在
性

(
o
u
t
n
e
s
s
)

は
直
接
に
そ
れ
自
体
が
視
覚
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
し
、

は
距
離
と
必
然
的
に
結
合
し
て
い
る
何
ら
か
の
も
の
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
り
判
断
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
視
覚

(
v
i
s
i
o
n

に
伴
い
、
距
離
や
離
れ
て
置
か
れ
た
事
物
と
も
本
性
上
い
か
な
る
種
類
の
類
似
性
や
関
係
も
持
た
な
い
何
ら
か
の
可
視
的
観
念
や
感

覚
に
よ
っ
て
、
距
離
は
我
々
の
思
惟
に
た
だ
示
唆
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
、

す
の
に
作
ら
れ
て
い
る
が
、
言
葉
が
そ
の
観
念
を
示
唆
す
る
の
と
同
じ
仕
方
で
、
可
視
的
観
念
や
感
覚
は
、
経
験
が
我
々
に
教
え
た

(22) 

結
合
に
よ
っ
て
、
距
離
と
か
離
れ
て
置
か
れ
た
事
物
を
我
々
に
示
唆
す
る
様
に
な
る
。
」
(
§
4
3
,

cf・

安4
2
)

距
離
は
「
直
接
に
そ
れ
自
体
が
視
覚
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
。

「
可
視
的
観
念
や
感
覚
」
を
介
し
て
「
示
唆
」
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
視
覚
の
固
有
の
対
象
そ
の
も
の
は
離
れ
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、

「
視
覚
の
固
有
の
対
象
は
心
の
外
に
存
在
し
な
い
し
、
外
的
事
物
の
像
で
も
な
い
」

対
象
は
心
の
う
ち
に
の
み
存
在
す
る
。
以
上
は
『
視
覚
新
論
』
で
示
さ
れ
て
い
た
。

「
た
だ
し
、

『
視
覚
新
論
』
を
通
し
て
可
触
的
対
象

(
t
a
n
g
i
b
l
e
o
b
j
e
c
t
s
)
 

そ
の
大
衆
の
誤
り

(
v
u
l
g
a
r
e
r
r
o
r
)

を
仮
定
す
る
こ
と
は
、

視
覚
に
関
す
る
議
論
で
そ
の
こ
と
を
吟
味
し
反
駁
す
る
こ
と
は
私
の
目
的
外
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
」
（
安
4
4
)

『
視
覚
新
論
』
で
は
、

心
の
外
に
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
の
「
反
対
の
こ
と
」
が
可
触
的
対
象
に
つ
い
て
仮
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
し

に
存
在
す
る
と
い
う
の
が
バ
ー
ク
リ
の
真
意
に
な
る
。

(
§
4
4
)

こ
と
を
意
味
す
る
。

に
つ
い
て
は
反
対
の
こ
と
が
真
と
仮
定
さ
れ
て
い
た
。

そ
こ
で
述
べ
た
考
え
を
確
立
す
る
の
に
必
要
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。

た
だ
、
触
覚
の
対
象
に
つ
い
て
は
、
視
覚
の
対
象
に
つ
い
て
の
様
な
証
明
あ
る
い

ま
た
線
と
か
角
あ
る
い
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れ
る
と
き
に
の
み
心
の
う
ち
に
存
在
す
る
。

様
態
あ
る
い
は
屈
性
で
あ
り
、

は
次
の
様
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

な
い
」
。
離
れ
た
事
物
の
距
離
も
知
覚
さ
れ
れ
ば
観
念
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
そ
れ
ら
は
む
し
ろ
心
の
う
ち
に
存
在
す
る
。

「
視
覚
が
外
在
性
と
か
距
離
に
関
し
て
何
か
を
示
唆
す
る
」
こ
と
が
、
知
覚
の
直
接
対
象
が
「
実
際
に
心
の
外
に
存

在
す
る
」
こ
と
の
根
拠
に
な
る
と
ハ
イ
ラ
ス
が
論
じ
る
。

フ
ィ
ロ
ナ
ス
の
答
え
は
ほ
ぽ
『
視
覚
新
論
』
に
則
し
て
い
る
が
、
二
点
で
『
原

理
論
』
の
場
合
と
相
違
す
る
。
第
一
に
、
問
題
を
学
む
触
覚
の
対
象
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
第
二
に
、
視
覚
の
対
象
に
関
し
て
も
距
離

「
し
か
し
、
距
離
が
本
当
に
そ
し
て
直
接
に
心
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
て
も
、

在
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
直
接
に
知
覚
さ
れ
る
も
の
は
観
念
だ
か
ら
で
あ
る
。
観
念
が
心
の
外
に
存
在
し
得
る
の
か
。
」
(
i
,
2
0
2
)

た
と
え
離
れ
た
事
物
や
距
離
が
「
直
接
に
心
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
」
た
と
し
て
も
、

は
も
は
や
「
心
の
う
ち
に
存
在
す
る
」
こ
と
は
「
離
れ
て
い
な
い
」
こ
と
と
関
連
が
な
い
。

ま
た
、

ひ
と
つ
の
問
題
が
『
原
理
論
』
と
『
対
話
』
で
共
通
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
対
処
の
仕
方
が
違
っ
て
い
る
。

「
…
…
延
長
や
形
が
心
の
う
ち
に
の
み
存
在
す
る
な
ら
、

に
存
在
す
る
。
」
(

§

4

9

)

だ
か
ら
と
言
っ
て
距
離
が
心
の
外
に
存

そ
れ
ら
が
「
心
の
外
に
存
在
す
る
こ
と
に
は
な
ら

こ
こ
で

『
原
理
論
』
で

心
は
広
が
っ
て
お
り
、
形
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
延
長
は

（
ス
コ
ラ
派
と
共
に
語
れ
ば
）
様
態
あ
る
い
は
属
性
は
主
体
の
う
ち
に
存
在
し
て
、
主
体
に
述
語
づ

け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
う
反
論
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
私
は
答
え
る
が
、

そ
れ
ら
の
性
質
は
心
に
よ
っ
て
知
覚
さ

つ
ま
り
様
態
と
か
属
性
と
い
う
仕
方
で
は
な
く
、
観
念
と
い
う
仕
方
で
の
み
心
の
う
ち

延
長
や
形
が
心
の
う
ち
に
の
み
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、

心
が
広
が
っ
て
い
た
り
形
ど
ら
れ
て
い
た
り
す
る
こ
と
が
帰
結
す
る
の

説
は
後
退
し
て
い
る
。

フ
ィ
ロ
ナ
ス
は
言
う
。

『
対
話
』
で
は
、
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な
帰
結
が
生
じ
な
い
。

ス
は
次
の
様
に
答
え
て
い
る
。

な
の
か
」
、

で
な
い
と
は

「
比
喩
的

(
m
e
t
a
p
h
o
r
i
c
a
l
)
」

「
延
長
や
形
は
心
の
う
ち
に
存
在
す
る
」

（
同
）
も
の
と
し
て
バ
ー
ク
リ
は
否
認
す
ス
。
延
長
と
か
形
と
い
う
性
質
は
「
様
態
と
か
属
性
と

い
う
仕
方
で
は
な
く
、
観
念
と
い
う
仕
方
で
の
み
心
の
う
ち
に
存
在
す
る
」
。

ら
と
言
っ
て
、

と
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
る
の
は

そ
れ
ゆ
え
、

(
2
3
)
 

心
が
広
が
っ
て
い
た
り
形
ど
ら
れ
て
い
た
り
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

「
あ
の
す
べ
て
の
木
や
家
の
存
在
す
る
余
地
が
あ
な
た
の
心
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
は
い
か
に
し
て
可
能

「
広
が
り
の
あ
る
事
物
が
広
が
り
の
な
い
事
物
の
う
ち
に
含
ま
れ
得
る
の
か
」

(
P
.
 C. 1
7
6
,
 
1
7
6
a
)

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

「
…
…
対
象
が
心
の
う
ち
に
存
在
す
る
と
か
惑
官
に
刻
印
さ
れ
る

(
i
m
p
r
i
n
t
e
d
)

と
私
が
語
る
時
に
は
、

の
う
ち
に
存
在
す
る
と
言
わ
れ
た
り
、
封
印
が
蠍
の
上
に
押
さ
れ
る
と
言
わ
れ
る
時
の
様
に
全
く
文
字
通
り
の
意
味
に
理
解
し
て
ほ

し
く
な
い
。
私
の
意
味
す
る
所
は
、

を
知
覚
す
る
」

心
が
対
象
を
把
握
す
る
、
あ
る
い
は
知
覚
す
る
と
い
う
こ
と
、

身
と
は
別
個
の
何
ら
か
の
存
在
に
よ
っ
て
感
触
さ
れ
ろ
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
」

(iii,
2
5
0
)
 

『
原
理
論
』
で
は
バ
ー
ク
リ
は
次

そ
の
様
な
ス
コ
ラ
派
の
概
念

心
が
外
か
ら
、
あ
る
い
は
心
自

「
対
象
は
心
の
う
ち
に
存
在
す
る
」
と
い
う
表
現
は
「
全
く
文
字
通
り
の
意
味
に
理
解
」
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
本
当
は
「
心
は
対
象

(24) 

と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
。

「
延
長
や
形
は
知
覚
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ゆ
え
に
「
心
が
広
が
っ
て
い
て
形
が
あ
る
」
と
い
う
不
合
理

と
こ
ろ
で
、

「
全
く
文
字
通
り
の
意
味
」

う
。
因
に
〈
心
に
関
す
る
比
喩
的
表
現
〉
に
つ
い
て
の
見
解
も
『
原
理
論
』
と
『
対
話
』
で
異
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
『
対
話
』
で
は
、

を
「
全
く
根
拠
な
く
理
解
し
得
な
い
」

ま、
』
~
‘u
『

「
主
体
と
様
態

(
s
u
b
j
e
c
t
a
n
d
 m
o
d
e
)
」

物
体
が
何
ら
か
の
場
所

と
ハ
イ
ラ
ス
が
問
う
の
に
対
し
、

フ
ィ
ロ
ナ

延
長
や
形
が
心
の
う
ち
に
の
み
存
在
す
る
か

(
§
4
9
)

と
い
う
ス
コ
ラ
派
の
概
念
ゆ
え
な
の
で
あ
る
。



い
る
。 こ

こ
で
は
、

「
追
徳
」
に
「
危
険
な
帰
結
」
を
生
み
出
す
と
い
う
理
由
で
、

「
心
的
作
用

心
的
作
用
の
た
い
て
い
は
可
感
的
事
物
か
ら
借
用
さ

言
語
の
一
般
的
な
類
推

(
g
e
n
e
r
a
l

で
あ
る
こ
と
）
は
、

言
語
の
規
則
で
あ

「
対
象
が
心
の
う
ち
に
存
在
す
る
」
と
言

「
心
の
本
性
と
作
用
に
つ
い
て
可
感
的
観
念
か
ら
借
用
さ

「
心
の
本
性
と
作
用
に
つ
い
て
可
感
的
観
念

(
s
e
n
s
i
b
l
e
i
d
e
a
s
)
 

性
と
作
用
に
関
し
て
人
々
を
論
争
と
誤
り
に
関
ら
せ
る
の
に
寄
与
し
た
も
の
は
な
い
様
に
思
え
る
。
例
え
ば
意
志
は
魂
の
運
動
と
呼

ば
れ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
心
は
運
動
し
て
い
る
ボ
ー
ル
の
様
で
あ
り
、

れ
規
定
さ
れ
る
様
に
必
然
的
に
人
間
の
心
は
感
官
の
対
象
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
規
定
さ
れ
る
、
と
い
う
信
念
が
吹
き
込
ま
れ
る
。
こ

こ
か
ら
危
険
な
帰
結
を
有
す
る
限
り
な
い
疑
念
と
誤
り
が
道
徳

(
m
o
r
a
l
i
t
y
)

に
生
じ
る
。
」

(
§
1
4
4
,

cf. 
P
.
 C
.
 176, 
176a, 5
4
4
)
 

れ
た
用
語
で
語
る
」
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
『
対
話
』
に
な
る
と
逆
に
な
る
。

明
す
る
と
き
に
は
「
全
く
文
字
通
り
の
意
味
に
理
解
し
て
ほ
し
く
な
い
」
、

と
言
っ
た
殆
ど
す
ぐ
後
で
フ
ィ
ロ
ナ
ス
は
次
の
様
に
言
っ
て

「
そ
の
こ
と
（
「
対
象
は
心
の
う
ち
に
存
在
す
る
」
の
意
味
が
「
心
は
対
象
を
知
覚
す
る
」

る
こ
と
を
あ
な
た
も
御
存
知
の
通
常
の
習
慣

(
c
o
m
m
o
n
c
u
s
t
o
m
)

が
根
拠
づ
け
た
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。

象
を
心
の
う
ち
に
存
在
す
る
事
物
と
哲
学
者
た
ち
が
語
る
こ
と
程
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
は
な
い
。

a
n
a
l
o
g
y
)

に
一
致
す
る
こ
と
以
外
の
何
か
が
そ
こ
に
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。

知
性
の
直
接
対

れ
た
言
葉
に
よ
っ
て
慈
義
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
心
に
適
用
さ
れ
た
場
合
に
は
全
く
元
の
意
味
に
取
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
用
語

c
o
m
p
r
e
h
i
n
d
,
 reflect, d
i
s
c
o
u
r
s
e

に
於
て
そ
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
」

(iii,
2
5
0
)
 

「
知
性
の
匝
接
対
象
を
心
の
う
ち
に
存
在
す
る
事
物
と
哲
学
者
た
ち
が
語
る
」
と
い
う
事
実
を
正
当
化
せ
ん
が
た
め
に
、

92

の
様
に
言
っ
て
い
る
。

ボ
ー
ル
が
ラ
ケ
ッ
ト
の
打
撃
に
よ
っ
て
強
制
さ

か
ら
借
用
さ
れ
た
用
語
で
語
る
の
に
慣
れ
る
こ
と
程
‘

心
の
本
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さ
れ
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
。

促
す
。 と

も
か
く
、

『
原
理

「
心
の
う
ち
に
存
在
す
る
」
と
い
う
表
現
が
比
喩
的
に
考
え
ら
れ
る

の
た
い
て
い
は
可
惑
的
事
物
か
ら
借
用
さ
れ
た
言
葉
に
よ
っ
て
意
義
さ
れ
て
い
る
」
、

〈
心
に
関
す
る
比
喩
的
表
現
〉
は
禁
止
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
承
認
さ
れ
て
い
る
。

『
原
理
論
』
か
ら
『
対
話
』
へ
二
つ
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。

て
い
な
い
」
こ
と
と
無
縁
に
な
る
傾
向
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、

ひ
と
つ
は
、

傾
向
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
傾
向
は
共
に
「
心
の
う
ち
に
存
在
す
る
」
イ
コ
ー
ル
「
心
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
」
と
い
う
等
式
の
確
立
を

事
物
は
観
念
の
集
ま
り
で
あ
る
、

と
い
う
の
が
バ
ー
ク
リ
の
原
理
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
‘

論
』
で
は
、
観
念
は
概
ね
文
字
通
り
心
の
う
ち
に
存
在
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

り
ん
ご
は
観
念
の
集
ま
り
で
あ
る
。

り
ん
ご
は
文
字
通
り
心
の
う
ち
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
『
対
話
』
で
も
、
観
念
は
心
の
う
ち
に
存
在
す
る
と
語
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
概
ね
比
喩
的
な
表
現
で
あ
っ
て
、
実
際
は
、
観
念
で
あ

る
こ
と
は
心
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
以
上
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
観
念
の
集
ま
り
と
さ
れ
て
も
、

と
こ
ろ
で
観
念
論
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
っ
た
。
観
念
論
は
、
第
一
に
、
物
質
論
の

r
i
v
a
l

t
h
e
o
r
y
 

『
原
理
論
』
の
様
に
、

り
ん
ご
は
心
に
よ
っ
て
知
覚

で
あ
り
、
第
二
に
、
常
識
の
誤

り

を

訂

正

す

る

用

意

を

備

え

て

い

た

。

「

心

の

う

ち

に

存

在

す

る

」

を

文

字

通

り

に

取

る

と

、

観

念

論

は

物

質

論

(

2

5

)

(

2

6

)
 

の
r
i
v
a
l
t
h
e
o
r
y

た
る
資
格
を
失
わ
な
い
。
そ
の
代
わ
り
、
り
ん
ご
が
文
字
通
り
心
の
う
ち
に
存
在
す
る
と
い
う
帰
結
が
生
じ
て
し
ま
い
、

(27)

（

28) 

観
念
論
は
常
識
を
訂
正
す
る
用
意
を
失
う
。
逆
に
『
対
話
』
の
様
に
、
「
心
の
う
ち
に
存
在
す
る
」
を
比
喩
的
に
取
る
と
、
り
ん
ご
は
心

五

「
心
の
う
ち
に
存
在
す
る
」
と
い
う
表
現
の
た
め
に
、

「
心
の
う
ち
に
存
在
す
る
」
こ
と
が
「
離
れ

と
フ
ィ
ロ
ナ
ス
は
論
じ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
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注(

1

)

使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
『
哲
学
評
註

(Philoso

、h
ざ
z

[

C
o
m
m
e
n
t
a
r
i
e
s
)
』
（
P
.
C
.
と
略
記
）
、
『
視
覚
新
論

(
A
n
E
s
s
a
y
 
T
o
w
a
r
d
s
 a
 

N
e
w
 T
h
e
o
r
y
 o
f
 Vision)
』
（
N.
T
.
V
.
)
、
『
人
間
知
識
の
諸
原
理
に
関
す
る
論
文

(
A

T
r
e
a
t
i
s
e
 
C
o
n
c
e
r
n

gゞ
t
h
e
 
Principles o
f
 

H
u
m
a
n
k
n
o
足
e
d
g
e
)
』
（
大
槻
春
彦
訳
『
人
知
原
理
論
』
岩
波
文
庫
、
一
九
五
八
年
）
（
『
原
理
論
』
）
、
『
ハ
イ
ラ
ス
と
フ
ィ
ロ
ナ
ス
の
三
つ
の

対
話

(
T
h
r
e
e

D
 g
 
logues B
e
t
w
e
e
n
 H
y
l
a
s
 a
n
d
 P
h
i
l
o
n
o
u
s
)
』
（
『
対
話
』
）
で
、
頁
付
は

A.
A. L
u
c
e
 a
n
d
 T
.
 E
.
 Jessop (eds.), 

T
h
e
 W
o
r
k
s
 o
f
 G
e
o
r
g
e
 B
e
r
k
e
l
e
y
 (
L
o
n
d
o
n
,
 1
9
4
9
 |
 5
8
)

に
従
っ
た
。
『
原
理
論
』
と
『
対
話
』
は
書
名
を
省
き
、
前
者
は
節
の
番
号
、

後
者
は
対
話
の
番
号
と
頁
の
み
を
記
し
た
。

(

2

)

バ
ー
ク
リ
は
実
在
性
と
常
識
の
関
連
に
言
及
し
て
い
る
。
「
人
々
の
大
多
数
を
私
が
支
持
す
る
考
え
に
反
対
さ
せ
て
い
る
も
の
が
も
し
何
か
あ
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
私
が
可
感
的
事
物
の
実
在
性
を
否
定
し
て
い
る
と
い
う
誤
解
で
あ
る
。
」

(iii,237|
 8
)
 

(

3

)

両
世
界
と
夢
の
世
界
の
間
の
区
別
も
あ
る
。
夢
の
世
界
を
構
成
す
る
観
念
は
実
在
の
世
界
を
構
成
す
る
観
念
と
同
じ
位
「
生
き
生
き
と
し
て
自
然

で
(lively
a
n
d
 natural)
」
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
代
わ
り
「
薄
賠
く
、
不
規
則
で
混
乱
し
て
い
る

(dim,
irregular, 
a
n
d
 c
o
n
f
u
s
e
d
)
」

か
っ
た
様
で
あ
る
。

「
観
念
」
に
よ
っ
て
は
そ
れ
が
果
た
せ
な

に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
の
で
、
観
念
論
は
常
識
を
訂
正
す
る
用
意
を
失
わ
な
い
。
そ
の
代
わ
り
、
観
念
論
は

『
原
理
論
』
の
観
念
論
は
物
質
論
に
対
抗
し
得
る
が
常
識
を
救
え
な
い
。
そ
こ
で
『
対

話
』
の
観
念
論
は
常
識
を
救
ぅ
べ
く
改
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
が
、
今
度
は
物
質
論
に
対
抗
で
き
な
く
な
っ
た
。
要
す
る
に
、
観
念
の
本
質
的

(29) 

特
性
を
表
す
と
思
え
ろ
「
心
の
う
ち
に
存
在
す
る
」
と
い
う
表
現
が
ひ
と
つ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
を
生
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

(30) 

比
喩
的
な
表
現
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
テ
ィ
プ
ト
ン
の
言
葉
を
借
り
る
と
、
哲
学
者
た
ち
に
対
し
て
は
知
覚
す
る
心
へ
の
依
存
を
明
白

に
す
る
様
に
可
感
的
対
象
を
個
々
の
心
の
方
へ

p
u
l
l

し
な
が
ら
、
常
識
に
対
し
て
は
そ
の
客
観
性
を
保
つ
様
に

p
u
s
h
a
w
a
y

す
る
こ

(31) 

と
が
で
き
て
始
め
て
バ
ー
ク
リ
は
自
ら
の
意
図
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

物
質
論
の

r
i
v
a
l

t
h
e
o
r
y

た
る
資
格
を
失
う
。
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(iii》
2
3
5
)

。

(

4

)

観
念
の
原
因
(
§
§
1
8
|
 2
0
)
、
観
念
の
類
似
物
(
§
8
)

と
し
て
の
物
質
の
有
効
性
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。

(

5

)

 

cf. I. 
C
.
 
T
i
p
t
o
n
,
 
B
e
r
k
e
l
e
y
:
t
h
e
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
 o
f
 I
m
m
a
t
e
r
i
a
l
i
s
m
 (
L
o
n
d
o
n
,
 1
9
7
4
)
,
 
pp. 9
8
'ー

9
.

(

6

)

タ
ー
ベ
イ
ソ
が
別
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
で
使
っ
て
い
る
用
語
で
あ
る
。

C
.

M. T
u
r
b
a
y
n
e
,
 
^
 

B
e
r
k
e
l
e
y
'
s
 m
e
t
a
p
h
y
s
i
c
a
l
 g
r
a
m
m
e
r
'
,
 in 
C
.
 M. 

T
u
r
b
a
y
n
e
 (ed.), 
A
 T
r
e
a
t
i
s
e
 C
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 t
h
e
 
P
r
z
・詩
iples
o
f
 H
u
m
a
n
 
K
送

e[e
d
g
e
 w
i
t
h
 
C
r
i
t
i
c
a
l
 E
s
s
a
y
s
 
(
N
e
w
 Y
o
r
k
,
 

1
9
7
0
)
,
 
p. 3
6
.
 

(

7

)

 

cf• 

H
.
 M. B
r
a
c
k
e
n
,
 T
h
e
 E
a
r
l
y
 R
e
c
e
p
t
i
o
n
 o
f
 B
e
r
k
e
l
e
y
'
s
 l
m
m
a
t
e
r
i
a
l
i
s
m
 (
T
h
e
 H
a
g
u
e
,
 1
9
6
5
)
,
 
p. 4
6
;
 
T
i
p
t
o
n
,
 
ibid., 
p. 3
6
2
.
 

(

8

)

「
神
」
と
い
う
形
で
バ
ー
ク
リ
も
認
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

(

9

)

 

cf. 
T
i
p
t
o
n
,
 
ibid., 
p. 81. 

(

1

0

)

 

cf. 
G. Pitcher, B
e
r
k
e
l
e
y
,
 
(
L
o
n
d
o
n
,
 
1
9
7
7
)
,
 
p. 2
6
3
.
 

田
宰
華
の
出
現
回
数
を
比
較
し
て
も
、
「
常
識

(
c
o
m
m
o
n
s
e
n
s
e
)
」
が
『
原
理
論
』

で
四
回
な
の
に
、
ほ
ぽ
同
じ
分
墓
の
『
対
話
』
で
は
十
五
回
で
あ
る
。
「
大
衆

(
v
u
l
g
a
r
)
」
は
『
原
理
論
』
で
七
回
な
の
に
『
対
話
』
で
は
十
八
回

で
あ
る
。
（
各
語
の
同
義
語
に
つ
い
て
も
同
じ
傾
向
が
あ
る
。
）

(
1
1
)

「
事
物
の
実
在
性
を
実
際
う
つ
ろ
い

(fleeting)
変
じ
易
い

(
c
h
a
n
g
e
a
b
l
e
)
観
念
に
置
け
」
ば
、
バ
ー
ク
リ
説
に
対
す
る
「
反
論
は
消
え
る
」

(iii, 2
5
8
)
、
と
い
う
。

(
1
2
)

「
バ
ー
ク
リ
の
立
場
と
対
立
す
る
二
つ
の
全
く
異
っ
た
立
場
が
あ
る
と
い
う
事
実
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
二
つ
の
立
場
が
言
葉
の
上

で

(
v
e
r
b
a
l
l
y
)
同
一
の
用
語
で
記
述
さ
れ
得
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
曖
昧
に
な
り
得
る
。
か
よ
う
に
し
て
、
家
、
山
、
川

が
『
知
覚
さ
れ
る
こ
と
は
別
個
に
存
在
す
る
』
（
安
4
)

と
い
う
見
解
を
常
識
人

(the
p
l
a
i
n
 
m
a
n
)

及
び
哲
学
者
に
婦
し
得
る
の
で
あ
る
。
」

(
T
i
p
t
o
n
,
 
ibid., 
p. 6
2
)
 
(
傍
点
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
）

(
1
3
)

他
に
同
様
の
区
分
が
設
け
ら
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
と
し
て
、
「
因
果
性
」
（
毎
5
0
|
 5
2
)
、
「
同
じ

(
s
a
m
e
)
」（
iiiこ
2
4
7ー

8
)
、
「
物
体
あ
る
い
は
形

体
的
実
体
」
（
空
8
2
)

が
あ
る
。
そ
し
て
『
哲
学
評
註
』
に
次
の
様
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
M

事
物
、
実
体
そ
の
他
の
言
葉
が
誤
り
の
原
因
で
あ
っ

た
と
言
っ
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
意
味
を
反
省
し
な
い
の
が
誤
り
の
原
因
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
ら
の
言
葉
を
残
す
方
に
私
は
む
し
ろ

賛
成
し
た
い
。
人
々
が
語
る
前
に
考
え
て
そ
し
て
自
分
た
ち
の
言
葉
の
意
味
を
決
め
る
様
に
私
は
た
だ
望
む
。
」

(
5
5
3
)

(
1
4
)

他
に
「
同
じ
」
、
「
精
神
的
実
体

(spiritual
s
u
b
s
t
a
n
c
e
)
」
が
あ
る
。
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(

1

5

)

「
容
認
し
得
る
と
彼
（
バ
ー
ク
リ
）
が
認
め
る
の
は
、
そ
の
様
な
対
象
（
物
質
的
対
象
）
に
つ
い
て
の
常
識
的
言
語
の
使
用
の
み
で
あ
る
。
真
で

あ
っ
て
な
お
か
つ
そ
の
様
な
言
語
で
表
現
さ
れ
る
も
の
は
常
に
『
観
念
』
に
よ
っ
て
よ
り
良
く
記
述
さ
れ
得
る
と
い
う
専
問
的
な
留
保
条
件

(pro・

fessional 
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
)

が
伴
っ
て
は
い
る
が
。
」

(K.
A
s
c
h
e
n
b
r
e
n
n
e
r
,
 

^
 
B
i
s
h
o
p
 
B
e
r
k
e
l
e
y
 o
n
 e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
in 
t
h
e
 
m
i
n
d
'
,
 
in 
S
.
 C
.
 

P
e
p
p
e
r
 et 
al. 
(eds.), 
G
e
o
r
g
e
 B
e
1
・
k
e
l
e
y
:
L
e
c
t
u
r
e
s
 D
e
l
i
v
e
r
e
d
 b
e
f
o
r
e
 t
h
e
 
P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
c
a
l
 
U
n
i
o
n
 o
f
 t
h
e
 U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 o
f
 C
a
l
i
 ,
 

f
o
r
n
i
a
(
B
e
r
k
e
l
e
y
,
 
1957), 
p. 4
2
.
)
 

(

1

6

)

こ
の
様
な
観
念
を
テ
ィ
。
フ
ト
ソ
は
「
分
散
項

(discrete
i
 
terns)
」
と
命
名
し
て
い
る
。

T
i
p
t
o
n
,
ibid., 
p. 194. 
た
だ
、
バ
ー
ク
リ
は
「
自
身

、
、
、
、

の
説
を
展
開
す
る
た
め
に
我
々
の
概
念
図
式

(
o
u
r
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
 s
c
h
e
m
e
)

を
あ
て
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
各
段
階
で
見
ら
れ
る

ひ
と
つ
の
項
は
な
い

(there
is 
n
o
 o
n
e
 i
t
e
m
 s
e
e
n
 
at 
e
a
c
h
 s
t
a
g
e
)

と
い
う
彼
の
見
解
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
提
起
す
る
と
き
に
す
ら
、

、
、
、

ォ
ー
ル
が
水
に
入
れ
ら
れ
そ
し
て
水
か
ら
出
さ
れ
る
と
語
る
こ
と
（
事
態
に
つ
い
て
の
我
々
の
思
考
法
）
で
彼
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
。
」

(
T
i
p
t
o
n
,
 
ibid., 
p. 3
7
4
)
 
(
傍
点
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
）

(

1

7

)

「
そ
の
様
な

m
e
t
a
p
h
y
s
i
c
a
l
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
を
我
々
の
言
語
は
隠
し
て
い
る
」

(Pitcher,
ibid., 
p. 1
4
3
)

こ
と
に
な
る
。

(

1

8

)

バ
ー
ク
リ
は
、
「
人
々
の
言
話
を
変
え
る
こ
と
な
く
彼
ら
の
誤
り
を
訂
正
す
る
こ
と
」

(
P
.
C
.
 
1
8
5
)
も
考
え
て
い
た
。
し
か
し
概
し
て
バ
ー
ク

リ
は
「
『
言
葉
の
慈
味
と
定
設
を
精
密
に
調
べ
て
み
る
と
、
大
衆
の
考
え
と
私
の
考
え
が
い
か
に
一
致
し
て
い
る
か
を
示
す
こ
と
』

(
P
.
C
.
 4
0
8
)
 

が
軍
要
だ
と
惑
じ
て
い
た
」
。

A.
R. W
h
i
t
e
,
 

^
 

A
 linguistic 
a
p
p
r
o
a
c
h
 to 
B
e
r
k
e
l
e
y
'
s
 
p
h
i
l
o
s
o
p
h
y
'
,
 
P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
 a
n
d
 P
h
e
n
o
m
e
n
o
＇ 

l
o
g
i
c
a
l
 R
e
s
e
a
r
c
h
,
 
V
o
l
.
1
6
,
 
1
9
5
5
ー
6,
p. 173. 
こ
こ
で
、
「
学
識
あ
る
者
と
共
に
考
え
、
大
衆
と
共
に
語
る
」

(
§
5
1
)
と
い
う
命
題
が
想
起

で
き
る
。

(

1

9

)

懐
疑
論
と
常
識
の
関
係
に
つ
い
て
は

T
i
p
t
o
n
,
ibid., 
pp. 4
8
ー
'
5
0
参
照
。

(

2

0

)

 

A
s
c
h
e
n
b
r
e
n
n
e
r
,
 
ibid., 
p. 
40. 

(

2

1

)

 

cf. 
T
i
p
t
o
n
,
 
ibid., 
p. 95. 

、
、
、

(

2

2

)

「
『
心
の
う
ち
の
存
在
』
が
バ
ー
ク
リ
に
と
っ
て
『
心
に
よ
る
知
覚
』
の
単
に
無
害
な
変
形
で
な
い
こ
と
の
も
う
ひ
と
つ
の
確
証
は
四
十
ニ
ー
―
―
一
節

に
見
ら
れ
る
。
」

(
T
i
p
t
o
n
,
ibid., 
p. 9
5
)
 
(
傍
点
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
）

(
2
3
)

同
節
に
「
対
人
立

alE
の
議
論
」

(cf.
J
o
h
n
 L
o
c
k
e
,
 
A
n
 E
s
s
a
y
 C
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 H
u
m
a
n
 U
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
,
 
I
V
,
 
xvii, 
2
1
.
)

に
よ
る
裏

付
け
も
あ
る
。
「
延
長
が
魂
や
心
の
う
ち
に
の
み
存
在
す
る
か
ら
と
言
っ
て
、
魂
や
心
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
に
な
ら
な
い
の
は
、
赤
や
青
の
色
が
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魂
や
心
の
う
ち
に
存
在
し
て
他
の
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
と
言
っ
て
、
魂
や
心
が
赤
か
っ
た
り
青
か
っ
た
り
す
る
こ

と
に
は
な
ら
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
」
（
安
4
9
)

(

2

4

)

「
『
心
の
う
ち
に
』
の
様
に
批
判
を
被
り
易
い
フ
レ
ー
ズ
を
『
心
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
』
に
関
係
づ
け
て
説
明
す
る
こ
れ
ら
の
努
力
は
、
両
フ

レ
ー
ズ
の
解
明
を
得
て
い
な
け
れ
ば
、
不
充
分
で
あ
る
。
」
（
A
s
c
h
e
n
b
r
e
n
n
e
r
,
ibid., 
p. 4
8
.
 
cf. 
p. 6
0
)
 

(

2

5

)

「
政
治
や
宗
教
に
於
け
る
革
新

(
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
s
)

は
危
険
で
あ
り
、
贅
成
さ
る
べ
き
で
な
い
と
私
は
卒
匝
に
思
う
。
し
か
し
哲
学
で
革
新
が
袈

成
さ
る
べ
き
で
な
い
似
た
理
由
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
」

(iii,
2
4
3
)
 

(
2
6
)

別
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
で
は
あ
る
が
、
「
バ
ー
ク
リ
が
そ
の
言
明
に
与
え
て
い
る
意
味
が
彼
の
信
念
と
常
識
の
信
念
の
深
い
不
和
を
明
ら
か
に
す
る
」

と
ピ
ッ
チ
ャ
ー
は
言
っ
て
い
る
。

P
i
t
c
h
e
r
,
ibid., 
p. 1
5
0
.
 
cf. 
T
i
p
t
o
n
,
 
ibid., 
p. 7
1
.
 

(

2

7

)

 

cf. 
T
i
p
t
o
n
,
 
ibid., 
p. 56・ 

(
2
8
)
 

cf. 
W
h
i
t
e
,
 
ibid., 
p. 1
8
7
.
 

(
2
9
)
 

cf. 
T
i
p
t
o
n
,
 
ibid., 
p
p
.
 5
6
,
 6
1
.
 

(
3
0
)
 

T
i
p
t
o
n
,
 i
b
i
d
•

こ
p
.

9
3
.
 

(

3

1

)

バ
ー
ク
リ
が
自
ら
の
意
図
を
満
た
そ
う
と
す
る
気
持
は
語
法
の
上
に
現
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
「
観
念
を
知
覚
す
る
」
と
い
う
言
い
回
し
で
あ

る

(cf.
T
i
p
t
o
n
,
 
ibid., 
p
p
.
 3

6
2ー

3
)
。
「
観
念
」
が

p
u
l
l

し
、
「
知
覚
す
る
」
が

p
u
s
h
a
w
a
y

す
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
「
観
念
」
と
「
性

質
」
の
交
換
使
用
で
あ
る

(
c
f
・
T
i
p
t
o
n
,
ibid., 
p
p
.
 9
5
,
3
7
1
)
。
前
者
が

p
u
l
l

し
、
後
者
が

p
u
s
h
a
w
a
y

す
る
。
た
だ
、
以
上
は
あ
く
ま
で

語
法
の
乱
れ
に
と
ど
ま
る
。

付
記
本
稲
は
関
西
哲
学
会
第
三
十
五
回
大
会
(
-
九
八
二
年
十
月
二
十
一
一
日
、
二
十
三
日
大
阪
市
立
大
学
）
に
於
け
る
個
人
研
究
発
表
に
加
筆
し
た
も

の
で
あ
る
。

（
研
修
生
）




