
一
般
に
、
真
な
る
基
本
命
題
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
命
題
の
論
理
的
主
語
は
存
在
す
る
個
体
を
指
示
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
の
個
体
の
「
存
在
」

(existence)
は
す
で
に
論
理
的
主
語
の
「
指
示
」

(reference)
と
い
う
働
き
に
よ
っ

て
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
上
そ
の
個
体
に
つ
い
て
有
意
味
に
存
在
を
述
語
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
有
意
味
に
述
語
で
き
る
の
は
、

そ
の
個
体
の
特
徴
や
属
性
の
み
で
あ
る
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
よ
れ
ば
、
「
あ
る
対
象
に
何
か
を
述
語
す
れ
ば
、
そ
の
対
象
に
そ
の
述
語
が
当
て
は
ま
る
と
語
る
そ
の
時
に
、
そ
の

対
象
の
存
在
を
前
提
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
」
(
1
)
0
《

existence
〉
と
い
う
語
か
ら
あ
ら
ゆ
る
存
在
論
的
な
意
味
を
排
除
し
よ
う
と
す
る

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
も
、
こ
こ
で
は
主
語
が
対
象
の
存
在
を
「
前
提
す
る
」

(
p
r
g
u
p
p
o
s
e
)
と
い
う
考
え
方
に
た
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ

の
場
合
の
「
存
在
」
は
あ
く
ま
で
個
体
の
属
性
で
は
な
く
概
念
の
属
性
で
あ
り
、
フ
レ
ー
ゲ
的
に
い
え
ば
第
一
階
の
述
語
(the
first,level 

predicate)

で
は
な
く
第
二
階
の
述
語

(the
second'level predicate)

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
対
象
が
「
存
在
す
る
」
と
述
語
す
る
こ

と
は
で
き
な
い

(
2
)
0

存
在
様
態
と
述
語
|
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
と
様
態
理
論

存
在
と
述
語

存
在
様
態
と
述
語
ー
ト
マ
ス． 
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存
在
様
態
と
述
語
＇
ー
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
と
様
態
理
論

エ
イ
ヤ
ー
も
ま
た
、
も
の
の
存
在
を
主
張
す
る
と
き
そ
の
存
在
を
属
性
と
み
な
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
彼
は
次
の
よ
う

に
言
う
。
「
も
の
に
あ
る
属
性
を
帰
す
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
暗
に
そ
れ
が
存
在
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
存
在

そ
れ
自
体
が
属
性
で
あ
る
な
ら
、
肯
定
的
存
在
命
題
は
す
べ
て
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
と
な
り
、
否
定
的
存
在
命
題
は
す
べ
て
自
己
矛
盾
と
な

る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
れ
は
正
し
く
な
い
」

(
3
)
0

ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
述
語
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
或
る
こ
と
を
、
あ
る
個
体
、
ま
た
は
あ
る
ク
ラ
ス
の
一
部
や
全
部
に
帰
属

さ
せ
た
り
、
ま
っ
た
＜
帰
属
さ
せ
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
、
そ
の
個
体
ま
た
は
そ
の
ク
ラ
ス
の
構
成
員
の
存
在

は
前
提
と
な
っ
て
い
る
」

3
。
こ
の
見
解
に
お
い
て
、
存
在
は
論
理
的
主
語
の
指
示
的
用
法
と
結
び
つ
い
た
「
前
提
」

(
p
r
g
u
p
p
o
s
i
t
i
o
n
)

と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
存
在
す
る
」
と
い
う
陳
述
は
、
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
存
在
」
を
前
提
し
て
い
る
が
、

そ
の
前
提
は
ま
さ
に
こ
の
陳
述
が
主
張
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
陳
述
は
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
ソ
ク
ラ
テ

ス
が
存
在
す
る
」
は
、
主
語
I

述
語
命
題
の
論
理
形
式
を
有
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る

(
5
)
0

と
こ
ろ
で
、
存
在
は
基
本
命
題
の
主
語
に
よ
っ
て
前
提
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
は
、
必
ず
し
も
現
代
の
分
析
哲
学
の
オ
リ
ジ
ナ

ル
で
は
な
い
。
中
世
哲
学
に
お
い
て
も
、
存
在
は
述
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
主
語
の
意
味
表
示
の
な
か
に
含
ま
れ
て

い
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
。
一
三
世
紀
末
か
ら
一
四
世
紀
初
め
に
か
け
て
パ
リ
で
活
動
し
た
「
様
態
論
者
」

(
m
o
d
i
s
t
a
e
)

の
主
張

が
そ
れ
で
あ
る
(6)

。
本
稿
に
お
い
て
は
、
ま
ず
命
題
に
お
け
る
述
語
と
存
在
の
関
係
に
つ
い
て
の
様
態
論
者
の
見
解
に
つ
い
て
考
察
し
、

つ
ぎ
に
こ
の
見
解
と
の
対
比
に
お
い
て
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
に
お
け
る
述
語
と
存
在
に
関
す
る
見
解
を
明
ら
か
に
す
る
。
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様
態
理
論
に
影
響
を
与
え
た
の
は
、
ア
ン
モ
ニ
ウ
ス
や
プ
リ
ス
キ
ア
ヌ
ス
な
ど
の
ラ
テ
ン
語
文
法
家
た
ち
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
ア
ン

モ
ニ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
名
詞
は
「
も
の
の
存
在
」

(existentia
r
e
r
u
m
)

を
意
味
表
示
し
、
述
語
動
詞
は
「
能
動
や
受
動
」

(actio
vel 

passio)
を
意
味
表
示
す
る
が
、
も
の
の
存
在
は
そ
れ
の
能
動
や
受
動
に
先
行
す
る
の
で
、
名
詞
の
ほ
う
が
述
語
動
詞
よ
り
も
優
先
す
る

(7)

。
ま
た
、
中
世
に
お
け
る
ラ
テ
ン
語
文
法
の
標
準
教
科
書
を
書
い
た
プ
リ
ス
キ
ア
ヌ
ス
は
、
時
制
と
能
動
・
受
動
に
よ
っ
て
述
語
動

詞
を
規
定
し
た
(8)

。
プ
リ
ス
キ
ア
ヌ
ス
は
ギ
リ
シ
ャ
の
文
法
家
ア
ポ
ロ
ニ
ウ
ス
の

;)mRIPgミ
O
I
i

p
f
J
μ
a
"
 (
存
在
の
述
語
動
詞
）
と
い
う

ギ
リ
シ
ャ
語
を
、

"
v
e
r
b
u
m
s
u
b
s
t
a
n
t
i
v
u
m
"
 
(
実
体
の
述
語
動
詞
）
と
ラ
テ
ン
語
訳
し
た
結
果
、
《
est
》
と
い
う
述
語
動
詞
か
ら
存
在

の
概
念
を
取
り
除
い
た
(9)

。
こ
う
し
て
、
ア
ン
モ
ニ
ウ
ス
や
プ
リ
ス
キ
ア
ヌ
ス
等
に
よ
っ
て
、
述
語
動
詞
か
ら
存
在
の
概
念
が
取
り
除

か
れ
た
。

様
態
論
者
た
ち
に
よ
れ
ば
、
言
語
の
「
表
示
様
態
」

(
m
o
d
u
s
significandi)

は
、
知
性
の
「
認
識
様
態
」

(
m
o
d
u
s
intelligendi) 

を
介
し
て
、
実
在
の
「
存
在
様
態
」

(
m
o
d
u
s
essendi)
を
反
映
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
言
語
の
表
示
様
態
の
研
究
す
な
わ
ち
「
文

法
学
」

(
g
r
a
m
m
a
t
i
c
a
)

は
、
実
在
の
存
在
様
態
の
研
究
す
な
わ
ち
「
哲
学
」

(
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
a
)

の
一
部
と
み
な
さ
れ
た
(10)

。
一
四
世
紀

初
頭
の
様
態
論
者
エ
ル
フ
ル
ト
の
ト
マ
ス
は
、
存
在
様
態
を
「
エ
ン
ス
の
様
態
」

(
m
o
d
u
s
entis)
と
「
エ
ッ
セ
の
様
態
」

(
m
o
d
u
s
esse) 

と
い
う
二
つ
に
区
分
し
、
前
者
を
名
詞
の
、
後
者
を
述
語
動
詞
の
表
示
様
態
と
し
た
(ll)

。
「
エ
ン
ス
の
様
態
」
と
は
、
〈
も
の
〉
に
内
属

す
る
「
状
態
」

(habitus)
や
「
持
続
」

(
p
e
r
m
a
n
e
n
s
)
の
様
態
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
〈
も
の
〉
は
「
あ
る
（
存
在
す
る
）
」
（
h
a
b
e
r
e
esse)
。

「
エ
ッ
セ
の
様
態
」
と
は
、
〈
も
の
〉
に
内
属
す
る
「
変
化
」

(fluxus)

と
「
継
起
」

(successio)

の
様
態
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
〈
も

の
〉
は
「
な
る
（
生
成
す
る
）
」
（
h
a
b
e
r
e
fieri) 
<12)°

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
〈
も
の
〉
が
「
あ
る
（
存
在
す
る
）
」
の
は
、
「
エ
ッ

存
在
様
態
と
述
語
~
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
と
様
態
理
論

様
態
理
論
に
お
け
る
述
語
の
様
態
と
存
在

一
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存
在
様
態
と
述
語
ー
＇
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
と
様
態
理
論

セ
の
様
態
」
で
は
な
く
、
「
エ
ン
ス
の
様
態
」
に
よ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
〈
も
の
〉
の
存
在
は
〈
も
の
〉
に
内
属
す
る

状
態
や
持
続
と
同
一
視
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
様
態
が
「
エ
ン
ス
の
様
態
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
エ
ッ

セ
の
様
態
」
と
は
、
〈
も
の
〉
の
「
存
在
（
あ
る
こ
と
）
」
（
esse)

で
は
な
く
、
「
生
成
（
な
る
こ
と
）
」
（
fieri)

と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
名
詞
は
エ
ン
ス
の
様
態
で
意
味
表
示
し
、
述
語
動
詞
は
エ
ッ
セ
の
様
態
で
意
味
表
示
す
る
。
つ
ま
り
、
名
詞
が
〈
も
の
〉
の

存
在
を
意
味
表
示
し
、
述
語
動
詞
は
〈
も
の
〉
の
生
成
・
変
化
を
意
味
表
示
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
様
態
理
論
で
使
わ
れ
る
「
存
在
様
態
」
と
い
う
用
語
は
、
た
ん
に
〈
も
の
〉
の
「
存
在
」
を
意
味
す
る
「
エ
ン
ス

の
様
態
」
だ
け
で
な
く
、
〈
も
の
〉
の
「
生
成
・
変
化
」
を
意
味
す
る
「
エ
ッ
セ
の
様
態
」
も
含
め
た
広
い
意
味
で
、
知
性
の
認
識
様
態

や
言
語
の
表
示
様
態
と
区
別
さ
れ
た
、
〈
も
の
〉
に
属
す
る
「
固
有
性
」

(proprietas)
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
エ

ン
ス
の
様
態
」
と
「
エ
ッ
セ
の
様
態
」
は
、
実
在
に
お
い
て
は
〈
も
の
〉
の
固
有
性
で
あ
り
、
言
語
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
名
詞
（
主

語
）
と
述
語
動
詞
と
い
う
表
示
様
態
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
エ
ン
ス
の
様
態
で
意
味
表
示
す
る
名
詞
（
主
語
）
は
、
エ
ッ
セ
の
様
態

で
意
味
表
示
す
る
述
語
動
詞
に
先
行
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
実
在
に
お
い
て
〈
も
の
〉
が
何
か
に
「
な
る
」

(11
エ
ッ
セ
の
様
態
）
た
め
に

は
、
ま
ず
そ
れ
が
「
あ
る
」

(11
エ
ン
ス
の
様
態
）
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る

(
1
3
)
0

こ
の
よ
う
に
様
態
論
者
は
、
〈
も
の
〉
の
存
在
を
あ
ら
わ
す
「
エ
ン
ス
の
様
態
」
を
、
述
語
動
詞
で
は
な
く
名
詞
（
主
語
）
の
表
示
様

態
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
存
在
の
表
示
を
述
語
動
詞
か
ら
名
詞
（
主
語
）
に
移
し
た
と
い
う
点
で
、
ア
ン
モ
ニ
ウ
ス
や
プ
リ
ス
キ

ア
ヌ
ス
と
一
致
す
る
。
様
態
論
者
は
、
述
語
動
詞
が
「
エ
ッ
セ
の
様
態
に
よ
っ
て
」

(
p
e
r
m
o
d
u
m
 esse)
意
味
表
示
す
る
と
語
っ
て
い

る
が
、
明
ら
か
に
こ
の
《
esse
》
と
い
う
語
に
は
存
在
の
含
意
は
な
い
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
様
態
理
論
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
な
、

あ
る
個
体
に
あ
る
属
性
を
述
語
す
れ
ば
そ
の
個
体
の
存
在
を
前
提
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
現
代
の
分
析
哲
学
と
、
明
ら
か
な
類

似
性
が
あ
る
。
様
態
論
者
た
ち
は
、
主
語
名
詞
（
実
体
を
あ
ら
わ
す
）
の
述
語
動
詞
（
生
成
や
変
化
を
あ
ら
わ
す
）
に
対
す
る
優
先
を

一
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主
張
し
、
述
語
動
詞
《
esse》
を
変
化
や
生
成
の
意
味
に
限
定
す
る
。
エ
ッ
セ
の
様
態
（
述
語
動
詞
）
は
つ
ね
に
実
体
（
主
語
）
に
後
続

し
実
体
か
ら
出
て
く
る
は
た
ら
き

(
0
宮
ratio)

で
あ
る
と
彼
ら
は
考
え
た
の
で
、
述
語
動
詞
《
g
s
e
》
は
存
在
以
外
の
何
か
を
指
示
し

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
が
生
成
・
変
化
で
あ
る
と
み
な
し
た
。
明
ら
か
に
、
様
態
論
者
の
考
え
方
は
、
ト
マ
ス
の
、
エ
ッ
セ
は
〈
も

の
〉
の
本
質
の
現
実
態

(
a
g
g
e
s
s
e
n
t
i
a
e
)

で
あ
る

8
（
し
た
が
っ
て
〈
も
の
〉
に
つ
い
て
述
語
さ
れ
う
る
）
と
い
う
考
え
方
と
は
異

な
っ
て
い
る
。
彼
ら
に
は
、
〈
も
の
〉
に
述
語
さ
れ
る
本
質
の
現
実
態
と
し
て
の
エ
ッ
セ
と
い
う
考
え
方
は
あ
り
え
な
い
。
さ
ら
に
、
様

態
論
者
た
ち
の
考
え
で
は
、
ト
マ
ス
の
言
う
本
質

(gsentia)
と
エ
ッ
セ

(gse)
の
区
別
は
、
た
ん
な
る
表
示
様
態
の
区
別
に
す
ぎ
な

い
も
の
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
本
質
は
エ
ン
ス
の
様
態

(
=
n
o
m
e
n
)
で
意
味
表
示
し
、
エ
ッ
セ
は
fieri
の
様
態

(
=
v
e
r
b
u
m
)
で
意
味

表
示
す
る
。
そ
れ
ら
は
同
じ
概
念
を
意
味
表
示
す
る
二
つ
の
異
な
っ
た
様
態
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
(15)

。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
の
考

え
に
よ
れ
ば
、
本
質
と
エ
ッ
セ
は
実
在
的
に
区
別
さ
れ
る
エ
ン
ス
の
内
的
原
理
で
あ
る
と
い
う
ト
マ
ス
の
主
張
は
、
文
法
学
的
理
由
で

無
意
味
と
な
る
。

し
か
し
、
様
態
理
論
の
考
え
方
に
は
難
点
が
あ
る
。
主
語
を
存
在
す
る
エ
ン
ス
と
同
一
視
し
、
述
語
動
詞
を
(fieri
の
意
味
で
の
）
《
g
s
e》

と
同
一
視
し
た
結
果
、
次
の
よ
う
な
明
ら
か
な
例
外
を
説
明
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
(16)

。
す
な
わ
ち
、
主
語
は
「
欠
如
」
(privatio)

ゃ
「
虚
構
」
（
忌
;menta)
と
い
っ
た
非
存
在
を
指
す
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
り
、
ま
た
述
語
動
詞
《
g
t〉
は
、
生
成
・
変
化
だ
け
で
な
く
、

「
実
体
の
述
語
動
詞
」
と
し
て
、
あ
る
実
体
を
構
成
す
る
本
質
的
固
有
性
を
述
語
す
る
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
例
外
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
様
態
論
者
の
な
か
に
は
、
表
示
様
態
と
存
在
様
態
の
中
間
と
し
て
の
「
認
識
様
態
」
の
役
割
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

表
示
様
態
と
存
在
様
態
の

1
対
1
対
応
に
基
づ
い
た
文
法
学
の
明
ら
か
な
例
外
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
も
い
た
（
ラ
ド
ゥ
ル
プ

ス
・
プ
リ
ト
な
ど
）
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
説
明
は
、
表
示
様
態
は
存
在
様
態
に
直
接
的
に
基
づ
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
、

結
局
は
、
文
法
学
は
厳
密
な
学
で
あ
る
と
い
う
彼
ら
の
主
張
を
弱
体
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

存
在
様
態
と
述
語
|
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
と
様
態
理
論

一
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ト
マ
ス
は
、
『
命
題
論
注
解
』
に
お
い
て
、
名
詞
や
述
語
動
詞
の
「
表
示
様
態
」
と
、
「
意
味
表
示
さ
れ
た
実
在
」

(res
significata) 

と
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
語
の
レ
ベ
ル
と
実
在
の
レ
ベ
ル
の
混
同
を
注
意
深
く
避
け
て
い
る
。
基
本
的
命
題
の
名
詞

（
主
語
）
は
、
「
自
体
的
に
存
在
す
る
実
在
（
す
な
わ
ち
実
体
）
の
様
態
で
」

(per
m
o
d
u
m
 rei 
p
e
r
 se existentis)

意
味
表
示
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
意
味
表
示
さ
れ
た
実
在
は
、
何
で
あ
れ
実
体
と
し
て
概
念
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
走
る
」

(currere)

と
い
う
行
為
も
、
《
c
u
r
s
u
s
》
と
い
う
よ
う
な
抽
象
名
詞
で
表
現
さ
れ
る
と
、
あ
る
種
の
実
体
の
意
味
に
転
換
さ
れ
る
。
《
c
u
r
s
u
s
》
は
他

の
名
詞
と
同
様
、
「
実
体
の
様
態
で
」
意
味
表
示
す
る
か
ら
で
あ
る
。
《
c
u
r
s
u
s
》
は
実
在
に
お
け
る
走
る
行
為
を
意
味
表
示
し
て
は
い
る

が
、
時
制
（
そ
れ
は
動
詞
の
統
語
論
的
特
性
で
あ
る
）
を
含
意
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
時
制
は
「
現
実
態
に
あ
る
」

(actu
esse) 

を
含
み
、
動
詞
に
の
み
属
す
か
ら
で
あ
る
。
《
c
u
r
s
u
s
》
は
走
る
行
為
を
実
体
へ
と
転
換
し
、
そ
の
行
為
を
動
詞
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る

活
動
の
領
域
か
ら
「
文
法
的
に
」
排
除
す
る
。
名
詞
を
、
し
た
が
っ
て
主
語
を
規
定
す
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
名
詞
の
「
表
示
様
態
」

で
あ
っ
て
、
「
意
味
表
示
さ
れ
た
実
在
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
表
示
様
態
を
決
定
す
る
の
は
、
認
識
様
態
す
な
わ
ち
知
性
が

も
の
を
概
念
化
す
る
仕
方
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ト
マ
ス
に
と
っ
て
、
ま
さ
に
「
認
識
様
態
」
が
語
の
表
示
様
態
と
実
在
の
存

在
様
態
を
仲
介
す
る
の
で
あ
る

(
1
7
)
0

こ
の
こ
と
は
ま
た
述
語
動
詞
に
も
当
て
は
ま
る
。
ト
マ
ス
は
、
述
語
動
詞
が
能
動
や
受
動
を
意
味
表
示
す
る
と
い
う
伝
統
的
な
規
定

を
認
め
た
上
で
、
そ
れ
に
加
え
て
実
体
や
付
帯
性
な
ど
の
属
性
（
そ
れ
は
能
動
や
受
動
で
は
な
い
）
を
述
語
す
る
た
め
に
も
述
語
動
詞

が
し
ば
し
ば
使
わ
れ
る
と
い
う
問
題
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
名
詞
と
同
様
、
述
語
動
詞
を
規
定
す
る
の
も
、
述
語
さ
れ
る
内
容
で

は
な
く
、
述
語
付
け
と
い
う
機
能
そ
の
も
の
で
あ
る
(18)

。
た
し
か
に
、
ト
マ
ス
は
『
命
題
論
注
解
』
に
お
い
て
述
語
動
詞
の
典
型
で
あ

ト
マ
ス
に
お
け
る
述
語
の
様
態
と
存
在

存
在
様
態
と
述
語
|
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
と
様
態
理
論

一七

0



る
《
est
》
（
そ
れ
は
す
べ
て
の
述
語
動
詞
に
暗
黙
に
含
ま
れ
て
い
る
）
を
「
現
実
性
」

(actualitas)
の
概
念
と
結
び
付
け
て
い
る
。
《
g
t
》

が
意
味
表
示
す
る
の
は
、
あ
る
形
相
な
い
し
現
実
態
が
あ
る
個
体
に
「
現
実
的
に
内
在
し
て
い
る
」
（
爵
tualiter
inesse)
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
典
型
的
述
語
付
け
で
は
、
主
語
は
個
体
を
意
味
表
示
し
、
述
語
動
詞
は
そ
の
個
体
が
も
っ
て
い
る
（
実
体
的
形
相
や
付
帯
的

形
相
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
）
「
現
実
態
」

(actus)
、
あ
る
い
は
そ
の
基
に
「
共
通
に
」

(
c
o
m
m
u
n
i
t
e
r
)
あ
る
エ
ッ
セ
と
い
う
「
現

実
態
」
を
意
味
表
示
す
る
(19)

。
し
か
し
、
繰
り
返
す
が
、
述
語
動
詞
を
規
定
す
る
の
は
、
そ
の
意
味
内
容
（
現
実
態
）
で
は
な
く
、
そ

れ
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
る
「
述
語
付
け
」

(pra&icatio)
と
い
う
働
き
そ
の
も
の
で
あ
る
。
命
題
が
真
理
値
を
も
っ
た
め
に
ま
ず
必
要

な
の
は
、
主
語
に
つ
い
て
何
か
が
述
語
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
そ
の
命
題
が
真
で
あ
る
た
め
に
必
要
な
の
は
、
実
在

に
お
い
て
あ
る
個
体
が
ど
の
よ
う
に
〈
あ
り
〉
ど
の
よ
う
に
行
為
す
る
か
を
語
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
述
語
動
詞
は
、

あ
る
個
体
の
存
在
と
行
為
の
様
態
に
つ
い
て
の
意
味
論
的
内
容
と
結
び
つ
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
意
味
論
的
内

容
は
、
今
現
実
態
に
〈
あ
る
〉
、
過
去
に
〈
あ
っ
た
〉
、
未
来
に
〈
あ
る
だ
ろ
う
〉
と
い
う
よ
う
に
、
述
語
動
詞
の
時
制
に
よ
っ
て
統
語

論
的
に
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

明
ら
か
に
、
述
語
動
詞
が
意
味
表
示
す
る
現
実
態
は
、
伝
統
的
な
述
語
動
詞
の
規
定
に
お
け
る
能
動
や
受
動
よ
り
も
は
る
か
に
広
い

概
念
で
あ
る
。

t
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
述
語
付
け
は
知
性
の
働
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
抽
象
と
と
も
に
重
要
な
「
認
識
様
態
」
の
一
っ

で
あ
る
(20)

。
心
は
実
体
と
そ
の
述
語
か
ら
「
構
成
的
」
現
実
態
（
エ
ッ
セ
と
本
質
）
を
分
離
し
、
個
体
が
消
滅
し
な
け
れ
ば
「
実
在
に

お
い
て
」
分
離
さ
れ
え
な
い
も
の
を
、
あ
る
個
体
か
ら
分
離
し
た
り
帰
属
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
(21)

。
あ
る
個
体
に
つ
い
て
「
述

語
さ
れ
る
も
の
」

(
q
u
o
d
est)

は
、
そ
の
個
体
を
そ
の
よ
う
に
「
〈
あ
ら
〉
し
め
る
も
の
」

(
q
u
o
est)

で
あ
る
。
こ
の
q
u
o
est
は、

個
体
の
エ
ッ
セ
の
現
実
態
と
、
個
体
の
本
質
や
本
性
の
現
実
態
の
両
方
を
含
ん
で
い
る
。
ト
マ
ス
が
《
f
o
r
m
a
partis
》
と
呼
ぶ
も
の
（
人

間
に
と
っ
て
は
魂
）
は
、
《
q
u
o
est
》
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
そ
れ
は
全
体
と
し
て
意
味
表
示
し
な
い
の
で
、
個
体
に
は
述
語
さ
れ
え
な
い

存
在
様
態
と
述
語
ー
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
と
様
態
理
論
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述
語
動
詞
《
e
s
t》

の
多
義
性

存
在
様
態
と
述
語
—
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
と
様
態
理
論

（
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
魂
で
あ
る
」
と
は
言
え
な
い
）
（
22）

0

様
態
論
者
た
ち
は
、
言
語
の
体
系
化
を
意
図
し
た
の
で
、
基
本
的
な
品
詞
の
多
彩
な
意
味
表
示
を
し
ば
し
ば
見
逃
し
た
。
彼
ら
は
主

語
は
す
で
に
構
成
さ
れ
た
エ
ン
ス
を
意
味
表
示
し
、
述
語
動
詞
は
そ
の
基
体
か
ら
出
て
く
る
活
動
（
生
成
・
変
化
）
を
意
味
表
示
す
る

と
み
な
し
た
。
つ
ま
り
、
実
体
を
構
成
す
る
二
つ
の
主
要
な
現
実
態
（
エ
ッ
セ
と
本
質
）
は
、
主
語
の
意
味
表
示
の
な
か
に
す
で
に
あ

る
と
み
な
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
か
ら
直
ち
に
生
じ
る
疑
問
は
、
こ
の
よ
う
な
実
体
を
構
成
す
る
現
実
態
は
個
体
に
つ
い
て

ど
の
よ
う
に
述
語
さ
れ
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
個
体
は
そ
の
よ
う
な
構
成
的
現
実
態
が
な
け
れ
ば
（
述
語
付

け
の
主
語
と
し
て
）
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ト
マ
ス
は
述
語
動
詞
《
est
》
が
様
々
な
意
味
表
示
を
取
り
う
る
こ
と
を
認
め
た
。
彼
は
《
est
》
が
一
っ
以
上
の
仕

方
で
意
味
表
示
す
る
（
す
な
わ
ち
、
と
き
に
は
運
動
を
含
意
し
、
ま
た
と
き
に
は
運
動
を
伴
わ
な
い
実
体
の
現
実
態
を
含
意
す
る
）
と

考
え
た
(23)

。
ト
マ
ス
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
従
っ
て
、
現
在
時
制
の
述
語
動
詞
は
す
べ
て
現
在
分
詞
と
コ
プ
ラ
に
転
換
さ
れ
う
る
と

考
え
た
。
《
Socrates
sedet
》
は
《
Socrates
est s
&
e
n
s
》
と
な
る
(24)
。
こ
の
場
合
、
《
est
》
を
使
う
こ
と
は
進
行
中
の
変
化
や
運
動
を

含
む
活
動
を
内
包
す
る
。
し
か
し
、
《
est
》
は
ま
た
「
実
体
の
述
語
動
詞
」
と
し
て
も
機
能
す
る
。
そ
し
て
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
こ

の
よ
う
に
《
est
》
が
と
き
に
（
た
と
え
ば
、
実
体
の
現
実
態
を
述
語
す
る
と
き
）
、
運
動
を
伴
な
わ
ず
に
意
味
表
示
す
る
と
い
う
傾
向
は
、

コ
プ
ラ
の
首
尾
一
貫
し
た
理
論
を
探
求
し
て
い
た
様
態
論
者
に
と
っ
て
は
難
問
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ト
マ
ス
は
《
est
》
の
こ

一七



の
よ
う
な
多
彩
な
意
味
表
示
を
肯
定
的
に
受
け
と
め
て
い
る
。
ト
マ
ス
の
言
語
観
に
よ
れ
ば
、
実
在
は
区
分
さ
れ
整
然
と
し
た
記
号
に

還
元
さ
れ
う
る
よ
う
な
体
系
で
は
な
い
の
で
‘
―
つ
の
語
が
し
ば
し
ば
―
つ
以
上
の
機
能
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と

は
、
す
べ
て
の
述
語
動
詞
に
内
在
す
る
述
語
動
詞
《
g
t
》
の
場
合
に
と
く
に
当
て
は
ま
る
。
《
est
》
は
、
厳
密
に
固
定
さ
れ
た
意
味
表
示

を
守
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
事
物
の
多
様
な
あ
り
方
を
多
様
に
表
現
で
き
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
対
象
は
運
動
し
て
い
る
場

合
も
、
実
体
で
あ
る
場
合
も
、
付
帯
性
で
あ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
様
々
な
存
在
様
態
を
捉
え
る
た
め
に
た
っ
た
―
つ
の
語
《
g
t
》

が
使
わ
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
文
を
聞
い
た
り
読
ん
だ
り
す
る
人
間
が
、
意
味
表
示
さ
れ
て
い
る
実
在
を
そ
の
―
つ
の
語
《
g
t
〉
を
通
し

て
解
釈
す
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
特
定
の
文
脈
に
お
け
る
《
g
t
》
が
何
を
意
味
表
示
す
る
か
は
、
そ
れ
が
実
在
の
多
様
な
側
面
の
う
ち

ど
の
面
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
き
ま
る
。
こ
の
意
味
で
、
対
象
の
様
態
は
、
表
示
様
態
の
中
に
は
直
接
反
映
さ
れ
て

い
な
く
て
も
よ
い
。
言
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
正
し
く
解
釈
す
る
た
め
に
は
、
最
終
的
に
は
対
象
そ
の
も
の
を
見
る
必

要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ト
マ
ス
は
、
〈
est
》
は
と
き
に
運
動
と
共
に
意
味
表
示
し
、
ま
た
と
き
に
（
実
体
の
述
語
動
詞
の
よ
う
に
）
運
動
な
し
に
意
味
表
示
す

る
と
い
う
伝
統
的
な
二
区
分
は
承
知
し
て
い
た
が
、
そ
れ
に
は
満
足
し
な
か
っ
た
。
『
命
題
集
注
解
』
に
お
い
て
、
〈
est
》
が
取
り
う
る

意
味
表
示
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
も
っ
と
細
か
い
区
別
が
見
ら
れ
る

(
2
5
)
0

①

《

g
t
〉
は
実
在
の
本
性
な
い
し
本
質
を
意
味
表
示
す
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

H
o
m
o
est 
a
n
i
m
a
l
 rationalis. 

②

《

est
》
は
本
質
の
現
実
態
を
意
味
表
示
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
エ
ッ
セ
の
第
一
現
実
態
の
こ
と
で
、
後
続
す
る
あ
ら
ゆ
る

活
動
に
現
実
性
を
与
え
る
。
た
と
え
ば
、
生
物
に
と
っ
て
の
vivere0

《g
t
〉
は
命
題
の
真
理
を
意
味
表
示
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
意
味
で
《
est
〉
は
コ
プ
ラ
と
呼
ば
れ
る
。
た
と
え
ば
、
《
Socrates

est sedens
》
の
《
g
t
》
は
、
《
Socrates
〉
と
《
s
g
e
n
s
》
と
の
結
合

(11
判
断
）
を
成
立
さ
せ
る
と
同
時
に
、
こ
の
命
題
が
「
真

(3) 

存
在
様
態
と
述
語
ー
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
と
様
態
理
論
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存
在
様
態
と
述
語
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ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
と
様
態
理
論

で
あ
る
」
こ
と
を
意
味
表
示
す
る
。
こ
の
命
題
が
真
で
あ
る
の
は
、
対
象
が
実
在
的
に
そ
の
よ
う
に
〈
あ
る
〉
場
合
に
限
る
。

最
初
の
二
つ
の
《
g
t》
は
、
実
在
に
お
け
る
本
質
と
エ
ッ
セ
の
実
在
的
区
別
を
反
映
し
、
第
三
の
《
g
t》
は
、
述
語
付
け
に
よ
っ
て
命

題
が
真
で
あ
る
こ
と
を
意
味
表
示
す
る
(
《
ens
sicut 
v
e
r
u
m
》
と
も
呼
ば
れ
る
）
。
し
か
し
、
こ
の
三
区
分
は
結
局
二
区
分
に
単
純
化

さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
心
の
中
で
命
題
を
形
成
す
る
時
の
知
性
の
働
き
を
意
味
表
示
す
る
第
三
の
《
est
》
と
は
対
照
的
に
、
最
初
の

二
つ
の
《
est》
は
「
心
の
外
の
実
在

(ens
extra a
n
i
m
a
m
)
を
意
味
表
示
す
る
も
の
」
と
ま
と
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
-26)0

《ens
sicut v
e
r
u
m
》
と
い
う
表
現
は
基
本
的
に
一
義
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
《
ens
extra a
n
i
m
a
m
〉
と
い
う
表

現
は
、
基
本
的
に
ア
ナ
ロ
ギ
ア
的
で
あ
る
。
『
形
而
上
学
注
解
」
に
よ
れ
ば
(g
、《
ens
extra a
n
i
m
a
m
〉
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
的
な
意
味
は
、

範
疇
に
区
分
さ
れ
る
実
在
的
エ
ン
ス
の
《
est》
の
意
味
の
一
っ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
エ
ン
ス
は
類
で
は
な
い
の
で
種
に
分
割
さ
れ
え

な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
述
語
付
け
の
仕
方
に
基
づ
い
て
様
々
な
範
疇
に
区
分
さ
れ
、
そ
の
述
語
付
け
の
仕
方
は
さ
ま
ざ
ま
な
存
在
様

態
か
ら
帰
結
す
る
(28)°

述
語
付
け
は
「
存
在
を
語
る
」
方
法
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
或
る
も
の
が
「
〈
あ

る
〉
と
語
ら
れ
る
」
か
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
実
在
に
お
い
て
あ
る
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
《
g
t》
と
い
う
述
語
動
詞
は
、
述

語
さ
れ
る
も
の
の
存
在
様
態
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
味
を
さ
ま
ざ
ま
に
変
え
る
。
《
S
o
c
r
a
t
g
e
s
t
a
n
i
m
a
l
》
の
場
合
、
《
est}
は
実
体
の
存

在
様
態
を
意
味
表
示
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
そ
の
実
体
形
相
な
い
し
本
質
に
よ
っ
て
動
物
だ
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
質

や
量
が
個
体
に
つ
い
て
述
語
さ
れ
る
と
き
、
《
est
》
は
内
的
な
付
帯
的
存
在
様
態
を
意
味
表
示
す
る
。
こ
れ
は
そ
の
個
体
が
実
在
的
に

も
っ
て
い
る
付
帯
的
完
全
性
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
《
S
o
c
r
a
t
e
s
g
t
albus
》
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
白
さ
」
と
い
う

完
全
性
で
あ
る
。
ト
マ
ス
は
、
関
係
の
範
疇
を
こ
の
《
est
》
の
意
味
の
第
ニ
グ
ル
ー
プ
に
含
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
厳
密
に
言
え
ば
、

関
係
は
端
的
に
は
実
体
「
に
お
い
て
あ
る
」
の
で
は
な
く
、
他
の
実
体
「
に
対
し
て
あ
る
」
と
い
う
特
別
な
あ
り
方
を
し
て
い
る

(
2
9
)
0

最
後
に
、
《
g
t》
は
外
面
的
な
存
在
様
態
、
す
な
わ
ち
純
粋
に
外
面
的
な
「
所
有
」
を
意
味
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
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以
上
の
よ
う
な
諸
範
疇
に
お
け
る
《
est
》
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
的
意
味
に
つ
い
て
、
ト
マ
ス
が
存
在
様
態
を
根
拠
に
し
て
い
る
こ
と
は
注

目
す
べ
き
で
あ
る
。
或
る
個
体
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
「
〈
est
〉
と
語
ら
れ
る
エ
ン
ス
」
で
あ
る
か
を
解
釈
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
実

在
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
あ
る
の
か
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
各
範
疇
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
も
の
（
実
体
的

あ
る
い
は
付
帯
的
、
内
在
的
あ
る
い
は
外
面
的
）
が
述
語
さ
れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
《
est
〉
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
取
る
。
ま
さ
に
こ

の
よ
う
に
《
g
t
〉
が
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
こ
そ
、
述
語
付
け
に
よ
っ
て
個
体
の
さ
ま
ざ
ま
な
あ
り
方
が
捉
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
の
点
で
、
ト
マ
ス
の
述
語
動
詞
の
理
論
は
様
態
理
論
と
は
区
別
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
様

態
理
論
に
お
い
て
は
、
述
語
動
詞
に
は
単
一
の
表
示
様
態
し
か
な
く
、
そ
れ
は
す
で
に
存
在
し
て
い
る
個
体
の
生
成
や
変
化
と
い
う
単

存
在
様
態
と
述
幸
叩
ー
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
と
様
態
理
論

存
在
様
態
と
述
語
動
詞

一
七
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《S
o
c
r
a
t
e
s
g
t
vestitus
》
は
、
「
芸
乍
衣
」
と
い
う
属
性
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
内
在
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
表
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
、
そ
れ
は
「
着
衣
」
と
い
う
外
面
的
付
帯
性
を
意
味
表
示
し
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
《
S
o
c
r
a
t
e
s
est 
a
l
b
u
s
〉
に
よ
っ

て
意
味
表
示
さ
れ
る
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
白
さ
」
と
は
根
本
的
に
異
な
る
存
在
様
態
を
意
味
表
示
し
て
い
る
。
ト
マ
ス
は
時
間
と
場
所
と

い
う
付
帯
性
を
こ
の
外
面
的
付
帯
性
の
グ
ル
ー
プ
に
含
め
て
い
る
。
彼
は
ま
た
能
動
と
受
動
と
い
う
範
疇
も
含
め
る
が
、
そ
れ
ら
の
あ

り
方
は
そ
の
他
の
も
の
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
能
動
の
根
源
と
受
動
の
終
点
は
個
的
実
体
の
「
中
に
あ
る
」
か

ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
能
動
と
受
動
と
い
う
範
疇
は
、
こ
の
第
三
グ
ル
ー
プ
の
他
の
範
疇
の
よ
う
に
個
体
に
と
っ
て
全
面
的
に
外

的
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。



純
な
存
在
様
態
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
範
疇
に
区
分
さ
れ
た
実
在
に
関
わ
る
《
est
》
（
そ
れ
は
本
質
的
に
ア
ナ
ロ
ギ
ア
的
で
あ
る
）
と
は
対
照
的
に
、
命
題
の
真

理
を
意
味
表
示
す
る
《
g
t
》
は
一
義
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
《
g
t
》
は
、
《
aliquid
d
i
c
t
u
m
g
t
 v
e
r
u
m
》
と
い
う
こ
と
、

す
な
わ
ち
「
述
語
さ
れ
た
こ
と
が
真
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
表
示
す
る
(30)

。
『
形
而
上
学
注
解
』
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
《
g
t〉

の
最
初
の
例
は
、
《
S
o
c
r
a
t
g
e
s
t
albus
》
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
色
白
で
あ
る
こ
と
は
真
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味

表
示
す
る
。
ま
た
同
時
に
、
こ
の
述
語
付
け
は
「
色
白
」
と
い
う
付
帯
性
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
つ
い
て
述
語
付
け
て
い
る
と
も
み
な
さ
れ

う
る
の
で
、
明
ら
か
に
、
同
じ
《
est
》
が
真
理
主
張
と
属
性
の
述
語
付
け
を
兼
ね
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
或
る
述
語
付
け
が
真
で
あ
る

か
ど
う
か
は
、
そ
の
基
体
が
実
在
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
き
ま
る
。
し
か
し
、
知
性
は
述
語

付
け
の
主
語
と
し
て
欠
如
を
取
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
、
主
語
は
必
ず
し
も
実
在
の
個
体
に
対
応
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、

「
盲
が
あ
る
」

(
c
a
e
c
i
t
a
s
g
t
)

と
い
う
命
題
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
が
主
張
し
て
い
る
の
は
、
「
何
か
が
盲
で
あ
る
」

(aliquid

est 

c
a
e
c
u
m
)

と
い
う
こ
と
が
「
真
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
盲
が
実
在
に
お
け
る
エ
ン
ス
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

ト
マ
ス
は
『
形
而
上
学
注
解
』
に
お
け
る
《
est
》
の
意
味
の
議
論
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
っ
て
い
な
い
或

る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
個
体
に
《
est
》
を
述
語
付
け
る
可
能
性
で
あ
る
。
ト
マ
ス
は
、
《
S
o
c
r
a
t
e
s
g
t
》
と
い
う
述
語

付
け
を
例
に
と
っ
て
、
《
est
》
の
ens
extra a
n
i
m
a
m
と
ens
sicut v
e
r
u
m
と
い
う
意
味
の
二
区
分
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

ens
extra 

a
n
i
m
a
m
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
命
題
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
「
実
在
に
お
い
て
」
も
っ
て
い
る
実
体
的
エ
ッ
セ
の
現
実
態
を
ソ
ク

ラ
テ
ス
に
つ
い
て
述
語
し
て
い
る
「
実
体
的
述
語
」

(
p
r
a
&
i
c
a
t
u
m
substantiate)
で
あ
る
(31)

。
し
か
し
、
こ
の
述
語
付
け
を
ens
sicut 

v
e
r
u
m
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
述
語
さ
れ
て
い
る
の
は
ま
さ
に
、
《
Socrates
est
》
が
「
真
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ア
ク
イ

ナ
ス
は
こ
れ
を
「
付
帯
的
述
語
」

(
p
r
a
&
i
c
a
t
u
m
accidentale)

と
呼
ん
で
い
る
。
と
い
う
の
も
、
個
体
に
つ
い
て
言
語
に
お
い
て
述

存
在
様
態
と
述
語
ー
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
と
様
態
理
論
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な
い
。

語
付
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
当
の
個
体
に
と
っ
て
は
ま
っ
た
＜
付
帯
的
な
出
来
事
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
エ
ッ

セ
の
現
実
態
は
彼
が
生
存
し
続
け
る
限
り
、
つ
ね
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
い
う
実
体
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
る

(
3
2
)
0

命
題
の
真
理
を
意
味
表
示
す
る
《
e
s
t
)

に
よ
っ
て
、
「
盲
」
や
「
悪
」
と
い
っ
た
欠
如
や
非
存
在
が
、
主
語
と
し
て
命
題
の
中
に
現
れ

る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
何
で
あ
れ
あ
る
主
語
は
「
実
体
の
様
態
に
よ
っ
て
」
意
味
表
示
す
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
意
味
表
示
さ
れ
た

も
の
が
ど
の
よ
う
に
存
在
す
る
か
（
実
体
と
し
て
か
、
属
性
と
し
て
か
、
活
動
と
し
て
か
、
欠
如
と
し
て
か
、
な
ど
）
と
い
う
こ
と
は
、

意
味
表
示
さ
れ
た
も
の
の
存
在
様
態
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
表
示
様
態
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
は
な
い
。
命
題
の
真
理
を
意

味
表
示
す
る
《
g
t
》
は
、
欠
如
や
非
存
在
を
主
語
と
す
る
命
題
だ
け
で
な
く
、
範
疇
に
区
分
さ
れ
る
実
在
を
意
味
表
示
す
る
命
題
の
中

に
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
主
語
は
存
在
す
る
実
体
を
意
味
表
示
（
指
示
）
し
、
述
語
動
詞
は
そ
の
実
体
の
「
あ
り
方
」
を
意
味
表

示
（
指
示
）
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
《
S
o
c
r
a
t
g
e
s
t
a
l
b
u
s
〉
は
、
存
在
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
色
白
と
い
う
属
性
の
あ
り
方
を
意
味
表

示
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
命
題
が
真
で
あ
る
こ
と
も
主
張
す
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
《
e
s
t
)

は
二
重
の
役
割
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら

存
在
様
態
と
述
語
|
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
と
様
態
理
論
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基
本
的
命
題
に
お
い
て
、
存
在
は
論
理
的
主
語
の
指
示
的
用
法
と
結
び
つ
い
た
「
前
提
」
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
有
意
味
に
述
語
さ

れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
現
代
の
分
析
哲
学
の
考
え
方
は
、
中
世
の
様
態
論
者
の
考
え
方
と
類
似
し
て
い
る
。
様
態
論
者
は
、

〈
も
の
〉
の
存
在
の
内
的
根
拠
と
し
て
の
「
エ
ン
ス
の
様
態
」
を
、
述
語
動
詞
で
は
な
く
名
詞
（
主
語
）
の
表
示
様
態
と
み
な
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
存
在
の
表
示
を
述
語
動
詞
か
ら
名
詞
（
主
語
）
に
移
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
命
題
の
真
理
主
張
に

と
っ
て
の
必
要
条
件
は
、
述
語
動
詞
に
よ
る
述
語
付
け
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
実
在
に
つ
い
て
は
、
ま
さ
に
述
語
動
詞
《
est
〉
こ
そ

が
も
の
の
存
在
様
態
を
、
す
な
わ
ち
あ
る
実
体
が
実
在
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
行
為
し
て
い
る
か
を
指
示
す
る
か

ら
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
あ
る
個
体
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
現
実
態
に
〈
あ
る
〉
か
と
い
う
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ま
さ
に
、

命
題
の
真
理
値
が
決
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
主
語
は
、
「
実
体
の
様
態
に
よ
っ
て
」
意
味
表
示
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
る
個
体

が
ど
の
よ
う
に
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
行
為
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
時
制
を
伴
な
わ
ず
に
意
味
表

示
す
る
だ
け
で
あ
る
。
《
est
〉
を
含
意
す
る
述
語
動
詞
に
よ
っ
て
述
語
さ
れ
た
「
あ
り
方
」
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
命
題
は
実
在
へ
の
指
示

を
達
成
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
述
語
の
基
体
を
設
定
す
る
だ
け
の
主
語
に
よ
っ
て
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

註(
1
)
C
.
J
.
F
.
W
i
l
l
i
a
m
s
,
"
O
n
 D
y
i
n
g
"
,
 
Philosophical 
Quarterly, 
44, 
1
9
6
9
,
 
pp.222,223: 
"to 
p
r
&
i
c
a
t
e
 s
o
m
e
t
h
i
n
g
 o
f
 a
n
 object 
is 
to 

p
r
g
u
p
p
o
s
e
 t
h
e
g
i
s
t
e
n
8
o
f
 the object at the t
i
m
e
 w
h
g
t
h
e
 predicate is 
said to h
o
l
d
 o
f
 the objec"t". 

結
論

存
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述
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(
2
)
C
.
J
.
F
.
W
i
l
l
i
a
m
s
,
 W
h
a
t
 is 
Existence●、

Oxford,1981•p.76: 

"
T
h
e
r
e
 m
u
s
t
 b
e
 s
o
m
e
t
h
i
n
g
 if'Aristidg'is to b
e
 a
 proper n
a
m
e
,
 but 

that d
o
g
n
o
t
 entitle us to say that Aristidgb...
「
『
ア
＂
る
ス
テ
ィ
デ
ス
』
が
固
有
名
で
あ
る
た
め
に
は
、
何
か
が
＾
存
在
す
る
〉
必
要
が
あ

る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
『
ア
リ
ス
テ
ィ
デ
ス
が
＾
存
在
す
る
〉
』
と
言
え
る
わ
け
で
は
な
い
」
。

(
3
)
A
.
J
.
A
y
e
r
,
 L
a
n
g
u
a
g
e
,
 Truth a
n
d
 Logic, L
o
n
d
o
n
,
 1947, p.43: "
w
h
e
n
 w
e
 ascribe a
n
 attribute to a
 thing, w
e
8
V
g
t
l
y
 assert that 

it 
exists: 
so that if existence w
e
r
e
 itself a
n
 attribute, it 
w
o
u
l
d
 follow that all 
positive existential propositions w
e
r
e
 tautologig. 

a
n
d
 all 
negative existential propositions self-contradictory; a
n
d
 this 
is 
n
o
t
 the case.'疇

(
4
)
P
.
F
.
S
t
r
a
w
s
o
n
,
"
I
s
 Existence N
e
v
e
r
 a
 Pr
&
i
c
a
t
e●
"
,
 
Criteria, 
l, 
1967, p.12: "the ascribing o
f
 s
o
m
e
t
h
i
n
g
 to a
n
 individual, or to 

s
o
m
e
,
 n
o
n
e
 or all 
o
f
 a
 class, w
h
e
r
e
 the e
x
i
s
t
e
n
8
0
f
 the individual or o
f
 the m
e
m
b
e
r
s
 o
f
 the class is 
prgupposed."cf. 
M•Munitz, 

E

ほ
tence
a
n
d
 Logic, N
e
w
 Y
o
r
k
,
 1974, ch.6 

•• 

(
5
)
P
.
F
.
S
t
r
a
w
s
o
n
,
 Individuals, 
L
o
n
d
o
n
,
 1959, p.227: 
"
w
e
 c
a
n
n
o
t
 coherently construe the substantival e
x
p
r
g
s
i
o
n
 as a
 referring 

exprgsion; for to d
o
 so is t
o
8
n
s
t
r
u
e
 it 
as carrying, as a
 presupposition, pre1"isely that content w
h
i
c
h
 the proposition as a
 wh
o
l
e
 

gserts o
r
 d
e
n
i
g疇

．．
 
「
そ
の
実
体
的
表
現
が
指
示
的
表
現
で
あ
る
と
首
尾
一
貫
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
よ
う
に
解

釈
す
れ
ば
、
そ
の
命
題
全
体
が
主
張
も
し
く
は
否
定
す
る
ま
さ
に
そ
の
内
容
を
、
そ
の
表
現
は
前
提
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

る」。

(6)
様
態
論
者
に
つ
い
て
は
、
加
藤
雅
人
「
様
態
理
論
ー
統
語
論
を
中
心
に
」
『
言
語
』

vol.26,
no.3
、
大
修
館
書
店
、
一
九
九
七
、
九

O
'九
六
頁
。

エ
ル
フ
ル
ト
の
ト
マ
ス
『
表
示
の
諸
様
態
あ
る
い
は
思
弁
文
法
学
に
つ
い
て
』
（
加
藤
雅
人
訳
・
解
説
・
注
解
）
、
『
中
世
思
想
原
典
集
成
19
中
世
末

期
の
言
語
・
自
然
哲
学
』
平
凡
社
、
一
九
九
四
、
四
一
三
＇
四
五

0
頁。

cf.
J
a
n
 Pinborg, L
o
g
i
k
 u
n
d
 S
e
m
a
n
t
i
k
 in 
Mitte/alter: Ein_ Uberblick, 

Stuttgart, 
1972; 
"Speculative G
r
a
m
m
a
r
"
,
 in 
T
h
e
 C
a
m
b
r
i
d
g
e
 History 
o
f
 L
a
t
e
r
 M
e
d
i
e
v
a
l
 Philosophy, ed. 
b
y
 
N•Kretzmann, 

A. 

K
e
n
n
y
 a
n
d
 J.Pinborg, C
a
m
b
r
i
d
g
e
,
 1982; G.L.Bursill,Hall, Specì
lative 
G
r
a
m
m
a
r
s
 o
f
 the 11̀
iddle Ages, T
h
e
 H
a
g
u
e
 a
n
d
 Paris, 

1971.
な
お
、
ジ
ョ
ー
ダ
ン
は
様
態
理
論
と
ト
マ
ス
の
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
。

M
.
J
o
r
d
a
n
,
"
M
o
d
g
o
f
 Discourse in Aquinas'Metaphysics", 

T
h
e
 N
e
w
 Scho/asticism, 54•1980, 

pp.40
一44
6
.

(
7
)
A
m
m
o
n
i
u
s
,
 C
o
m
m
e
n
t
a
i
r
e
 S
u
r
 
Le Peri Hermeneias, Latin transl. 
b
y
 W
i
l
l
i
a
m
 o
f
 M
o
e
r
b
e
k
e
,
 Louvain, 1961•p.57: 

"
Q
u
o
d
 

q
u
i
d
e
m
 merito p
r
a
e
h
o
n
o
r
a
t
u
m
g
t
 n
o
m
e
n
 v
e
r
b
o
 in doctrina, m
a
n
i
f
g
t
u
m
g
[
;
 n
o
m
i
n
a
 q
u
i
d
e
m
 e
n
i
m
 existentias significant rerum, 

ノ
モ
ニ
ウ
ス
の
こ
の
ラ
テ
ン
語
訳
は
、
ア

verba a
u
t
e
m
 a
c
t
i
o
n
g
v
e
l
 passiong, praecedunt a
u
t
e
m
 a
c
t
i
o
n
g
e
t
 passiongex1stent1ae". I'--‘ 

存
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述
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存
在
様
態
と
述
語
ー
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
と
様
態
理
論

ク
イ
ナ
ス
や
様
態
論
者
に
知
ら
れ
て
い
た
。

(
8
)
c
f
.
 
R•H.Robin, 

A
n
c
i
e
n
t
 
&
 M
e
d
i
a
e
v
a
l
 G
r
a
m
m
a
t
i
c
a
l
 
T
h
e
o
r
y
 in 
E
u
r
o
p
e、
L
o
n
d
o
n
,
1951, pp.63,65. 

(
9
)
C
f
.
 T
h
u
r
o
t
,
 Extraits 
d
e
 divers 
m
a
n
u
s
c
r
i
t
s
 latins p
o
u
r
 servir iJ 
/'histoire 
d
e
s
 
doctrines g
r
a
m
m
a
t
i
c
a
e
s
 a
u
 m
o
y
e
n
 tlge, 
Paris, 

一869,
p. 178. 
(
本
書
に
は
、
初
期
様
態
論
者
の
テ
ク
ス
ト
が
集
め
ら
れ
て
い
る
）
。
．

(
1
0
)
N
o
n
 e
r
g
o
 gramaticus, s
&
p
h
i
l
o
s
o
p
h
u
s
 p
r
o
p
r
i
a
s
 n
a
t
u
r
a
s
 r
e
r
u
m
 diligenter c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
s疇

e
x
q
u
i
b
u
s
 m
o
d
i
 essendi appropriati 

diversis 
r
e
b
u
s
 c
o
g
n
o
s
c
u
n
t
u
r
,
 g
r
a
m
a
t
i
c
a
m
 invenit. cf. 
T
h
u
r
o
t
,
 p.124. 

(
1
1
)
C
f
.
 T
h
o
m
a
s
 d
e
 Erfordia, 
D
e
 À
odis 
Significandi 
sive 
g
r
a
m
m
a
t
i
c
a
 speculativa, 
c.8: ••• 

d
u
o
 sunt m
o
d
i
 principales 
e
n
t
i
u
m
,
 

scilicet m
o
d
u
s
 entis, et m
o
d
u
s
 esse, a
 qu
i
b
u
s
 s
u
m
p
s
e
r
u
n
t
 gramatici d
u
a
s
 partes orationis 
principales•scilicet 

n
o
m
e
n
 et 
v
e
r
b
u
m
,
 

「
二
つ
の
主
要
な
様
態
が
〈
あ
る
も
の
〉
に
属
す
る
。
す
な
わ
ち
、
エ
ン
ス
の
様
態
と
エ
ッ
セ
の
様
態
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
か
ら
文
法
学
者
た
ち

は
主
要
な
二
つ
の
品
詞
、
す
な
わ
ち
名
詞
と
動
詞
を
と
っ
た
」
。
本
書
は
久
し
く
ス
コ
ト
ゥ
ス
の
著
作
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、

L
u
d
o
v
i
c
u
m
V
i
v
e
s
版

『
ス
コ
ト
ゥ
ス
全
集
』

(Paris,
1981)
の
第
一
巻
に
あ
る
（
加
藤
雅
人
、
一
九
九
四
、
解
説
）
。
ラ
テ
ン
語
〈
n
o
m
e
n
〉
（
名
詞
）
は
、
た
と
え
ば
〈
h
o
m
o
〉

（
人
間
）
の
よ
う
に
n
o
m
e
n
s
u
b
s
t
a
n
t
i
v
u
m
 (
実
体
名
詞
）
を
指
す
場
合
も
あ
り
、
あ
る
い
は
〈
a
l
b
u
s
〉
（
白
）
の
よ
う
に
n
o
m
e
n
a
d
j
e
c
t
i
v
u
m
 
(形

容
名
詞
）
を
指
す
場
合
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
名
詞
と
形
容
詞
が
n
o
m
e
n
と
い
う
―
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
（
加
藤
雅
人
、
一
九
九
四
、

注
22)
。
し
か
し
、
基
本
的
命
題
の
主
要
な
部
分
の
一
っ
と
し
て
、
n
o
m
e
n
が
述
語
動
詞
と
対
照
さ
れ
て
い
る
上
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
は
、
n
o
m
e
n

は
論
理
的
主
語
と
し
て
機
能
す
る
実
体
名
詞
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。

(
1
2
)
I
b
i
d
.、
c.8:
M
o
d
u
s
 e
n
t
i
s
g
t
 m
o
d
u
s
 h
a
b
i
t
u
s
 et p
e
r
m
a
n
e
n
t
i
s
,
 rei 
inhaerens, e
x
 h
o
c
 q
u
o
d
 h
a
b
e
t
 esse・

マf
o
d
u
s
g
s
e
est m
o
d
u
s
 fluxus 

et 
s“ccessionis, 
rei 
inhaerens, e
x
 h
o
c
 q
u
o
d
 h
a
b
e
t
 fieri. 

(
1
3
)
S
i
g
e
r
 o
f
 Courtrai, in Bursill,Hall, p
.
2
0
2
:
.
:
e
s
s
e
g
t
 p
r
o
p
r
i
u
s
 actus ipsius entis; c
u
m
 n
o
m
e
n
 significat r
e
m
 s
u
a
m
 per m
o
d
u
m
 

substantiae s
e
u
 entis, 
et 
v
e
r
b
u
m
 p
e
r
 m
o
d
u
m
 significandi fieri 
s
e
u
 esse, 
v
e
r
b
u
m
 i
m
m
e
d
i
a
t
e
 debet sequi 
i
p
s
u
m
 n
o
m
e
n
.
 

(
1
4
)
I
n
 I
 Sent., d.33•q.1, 

a.I, 
ad!.
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
の
詳
細
な
分
析
は
、
注
24
参
照
。

(
1
5
)
P
e
t
r
u
s
 A
u
r
e
o
l
u
s
,
 c
i
t
&
i
n
 C
a
p
r
e
o
l
u
s
,
 D
e
f
e
n
s
i
o
n
e
s
 
T
h
e
o
l
o
g
i
a
e
 Divi 
T
h
o
m
a
e
 A
q
u
i
n
a
t
i
s

、
F
r
a
n
k
f
u
r
t
•
1
9
6
7
•
v
o
l
.
I
•
p
.
3
2
0
:

••• 

o
m
n
i
s
 

ratio p
o
t
g
t
 c
o
n
c
i
p
i
 m
o
d
o
 
quies~"ntis, 

et 
talis concc"ptus e
x
p
r
i
m
i
t
u
r
 p
e
r
 n
o
m
e
n
,
 et 
m
o
d
o
 fieri 
et egressus, et 
talis e
x
p
r
i
m
i
t
u
r per 

v
e
r
b
u
m
.
 E
r
g
o
g
s
e
 e
t
g
s
e
n
t
i
a
 n
o
n
 differunt. 
(
彼
は
14
世
紀
初
期
に
パ
リ
で
教
え
様
態
論
者
と
交
わ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
）

(16)Cf. Bursill,Hall, op.cit., pp.204,5. "
T
h
e
 w
e
a
k
n
g
s
 o
f
 their s
y
s
t
e
m
 is 
revealed s
h
a
r
p
l
y
 b
y
 the n
e
e
d
 the M
o
d
i
s
t
a
e
 felt to rationalize 

一
八
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apparent exceptions in their system, e.g.'privatio'and'figmenta'as m
e
m
b
e
r
s
 of the nomen-class a

n
d
 the position of the'verbum 

substantivum'in the verbal system".
「
掛
心
e
、A

K
Iト
-
4
Q
臨
咲
苓
共

0
加

0..>J隷
叫
⇒

ド
2
心
e
迂

掛
心
e,

入
K
¥卜

<
ば
沿
お
心
部
心
令

心
忌

太
’

火
心

心
n
o
m
e
n
Qヽ

11'¥K
逗
曝
ト
心
「
ぷ
忌
」
化
「
囲
睾
」
沿
％
お
郷
暉
涸
；
e

、い
K
I
臼

足
沿

お
心

挑
社
e
郷
詰
澤
：
e
坦
詣
や
お

如
剖
計
晨
母
ト
心

J..>J
如

惑
固

輝
女

心
茶

念
脳

沢
心

鍛
2

知
J..>J

や
伶
心
」゚

(~
) 

In 
VII 

Met., 
1.1, 

n.1253: 
.I, 

n.1253:... 
m
o
d
u
s
 significandi 

v
o
c
u
m
 n
o
n
 consequatur immediate m

o
d
u
m
 essendi 

rerum, sed mediante 

m
o
d
o
 intelligendi.

匝
2
％^

n
足
r<,L..

ロ
ー
入
，
ヽ
迂
柑
晦
苓
廻
社
や
蕊
芯

2ヽ
II'¥

K-6/--
囮
揮
坦
如
ゃ
e
把

l固
袈

曇
心

ヤ
心

J..>J
茶
囚
↑
⇒

ゃ
玲

S
A～

心
S
令
如
猫
寄
ヤ
心

..>J
船
，
兵
菜
心
菜

S
友
艇

S
「
誕
令
宰

Q
＃
択
」
如
躙
顆
⇒

ゃ
:;...0°

Strawson, Logico-Linguistic Papers, L
o
n
d
o
n
,
 

1971, p.74:"ln so far, 
then, 

as 
things other than spatiotemporal particulars qualify as 

objects, 
they d

o
 so simply because our 

thought, o
u
r
 talk, confers u

p
o
n
 t
h
e
m
 the limited a

n
d
 purely logical analogy with spatiotemporal particulars w

h
i
c
h
 I

 have just 

described". 

(~
) 

In 
I

 Periherm, 1.5, 
n.60:

…
o
m
n
i
s
 praedicatio fit 

per v
e
r
b
u
m
 ratione compositionis importatae, sive 

praedicetur aliquid 

essentialiter sive accidentaliter. 

ぼ
）

In
I

 Periherm, 1.5, 
n.73: Q

u
i
a
 vero actualitas, quarn principaliter significat h

o
c
 v
e
r
b
u
m
 est, est c

o
m
m
u
n
i
t
e
r
 actualitas o

m
n
i
s
 

formae, vel actus substantialis vel accidentalis, inde est q
u
o
d
 c
u
m
 v
o
l
u
m
u
s
 significare q

u
a
m
c
u
m
q
u
e
 f
o
r
m
a
m
 vel a

c
t
u
m
 actualiter 

inesse alicui 
subiecto, significamus illud 

per h
o
c
 v
e
r
b
u
m
 est. 

(~
) 

cf. 
D
e
 ente, 

c.3 

（応）
S.T.,

I, 
76, 

4, 
ad!: U

n
d
e
 manifestum est 

q
u
o
d
 in 

eo cuius a
n
i
m
a
 dicitur actus, etiam a

n
i
m
a
 includitur; eo m

o
d
o
 loquendi 

q
u
o
 dicitur q

u
o
d
 calor est 

actus calidi, et 
l
u
m
e
n
 est actus lucidi; n

o
n
 q
u
o
d
 seorsum sit 

l
u
c
i
d
u
m
 sine luce, sed quia est lucidum 

per l
u
c
e
m
 E
t
 similiter dicitur 

q
u
o
d
 a
n
i
m
a
 est 

actus corporis.... quia per a
n
i
m
a
m
.
.
.
 est 

corpus
…
 

（斜）
cf.

D
e
 ente et 

essentia, 
c.2. 

ぼ
）

C
a
t
e
n
a

Aurea, 
In 

I
o
a
n
n
e
m
,
 c.1:'Sum'enim 

v
e
r
b
u
m
 duplicem habet 

significationem: 
aliquando 

e
n
i
m
 temporales 

m
o
t
u
s
 

s
e
c
u
n
d
u
m
 a
n
a
l
o
g
i
a
m
 aliorum v

e
r
b
o
r
u
m
 declarat; aliquando substantiam uniuscuiusque rei, 

d
e
 q
u
a
 praedicatur, sine temporali 

m
o
t
u
 ullo designat; ideo et 

substantivum vocatur. 

（芯）
Cf.

In 
V

 Met., 
1.9, 

n.893. 

性
出

蕊
器

心
痢

晦
―

,.L.
ヤ
t<.

h
ヽ

ャ
ト

K
心

惑
濫

囲
瀧

1
 <I
 



性
出

痴
鍛

心
娯

晦
―

..L
ヤ
K

・
ド

ヽ
ャ

ト
K

心
惑

鑑
囲

瀧
1

 <11 

ぼ
）

In
I

 Sent., 
d.33, q.l, 

a.I, 
ad!: 

S
c
i
e
n
d
u
m
 q
u
o
d
 esse dicitur tripliciter. 

U
n
o
 m
o
d
o
 dicitur esse ipsa quidditas vel 

natura rei, 

sicut dicitur q
u
o
d
 definitio est oratio significans quid est esse; definitio e

n
i
m
 quidditatem rei significat. Alio m

o
d
o
 dicitur esse 

ipse actus essentiae; sicut vivere, q
u
o
d
 est esse viventibus, est a

n
i
m
a
e
 actus, n

o
n
 actus secundus qui est operatio sed actus primus. 

Tertio m
o
d
o
 dicitur 

esse 
q
u
o
d
 significat 

veritatem compositionis in 
propositionibus, s

e
c
u
n
d
u
m
 q
u
o
d
 est 

dicitur 
copula: 

et 

s
e
c
u
n
d
u
m
 h
o
c
 est in intellectu c

o
m
p
o
n
e
n
t
e
 et 

dividente q
u
a
n
t
u
m
 a
d
 sui c

o
m
p
l
e
m
e
n
t
u
m
,
 sed fundatur in esse rei, 

q
u
o
d
 est actus 

essentiae. cf. 
Christopher Martin," A

 Distinction Between Different Notions of Existence in the Writings of St. T
h
o
m
a
s
 Aquinas, 

a
n
d
 its 

U
s
e
 to 

Distinguish Logic f
r
o
m
 Metaphysics", 

doctoral thesis, Oxford, 1984
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In
V

 Met., 1.9, 
n.890: U

n
d
e
 oportet, q

u
o
d
 ens contrahatur a

d
 diversa genera s

e
c
u
n
d
u
m
 diversum m

o
d
u
m
 praedicandi, qui 

consequitur diversum m
o
d
u
m
 essendi; 

quia'quoties ens dicitur', 
idest quot m

o
d
i
s
 aliquid praedicatur,'toties esse significatur', 

idest 
tot 

m
o
d
i
s
 significatur 

aliquid 
esse. 

Et propter h
o
c
 ea in 

q
u
a
e
 dividitur ens 

primo, dicuntur esse 
praedicamenta, 

quia 

distinguuntur s
e
c
u
n
d
u
m
 diversum m

o
d
u
m
 praedicandi. Q

u
i
a
 igitur e

o
r
u
m
 q
u
a
e
 praedicantur, q

u
a
e
d
a
m
 significant quid, idest 



存
在
様
態
と
述
語
ー
＇
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
と
様
態
理
論

一
八

s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
r
n
`
q
u
a
e
d
a
r
n
 quale, q
u
a
e
d
a
m
 q
u
a
n
t
u
m
,
 et sic d
e
 aliis; oportet q
u
o
d
 u
n
i
c
u
i
q
u
e
 r
n
o
d
o
 praedicandi, esse significet i
d
e
m、・

ut c
u
m
 dicitur h
o
m
o
g
t
 a
n
i
m
a
l
,
g
s
e
 significat s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
m
.
 C
u
m
 a
u
t
e
m
 d
i
c
i
t
u
r
`
h
o
m
o
 est 
albus, significat qualitatem, et 
sic 

d
e
 aliis. 

(29)
加
藤
雅
人
「
〈
に
お
い
て
あ
る
〉
と
〈
に
対
し
て
あ
る
〉
？
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
に
お
け
る
関
係
の
二
つ
の
側
面
」
、
『
哲
学
』
第
21
号
、
関
西

大
学
哲
学
会
、
二

0
0
二
年
、
三
七

O
'三
四
五
頁
参
照
。

(
3
0
)
I
n
 
V
 Met., 
1.9, 
nn.895,896. 

(31)Ibid., n.896: E
s
s
e
 v
e
r
o
 q
u
o
d
 in 
sui 
n
a
t
u
r
a
 u
n
a
q
u
a
e
q
u
e
 res h
a
b
e
t
,
g
t
 substantiale. E
t
 i
d
e
o
`
c
u
m
 dicitur, 
Socrates est, 
si 
ille 

E
S
T
 prirno m
o
d
o
 a
c
c
i
p
i
a
t
u
r
,
g
t
 d
e
 p
r
a
e
d
i
c
a
t
o
 substantiali ... 
Si a
u
t
e
m
 ae<"ipiatur s
e
c
u
n
d
o
 r
n
o
d
o
,
 est d
e
 p
r
a
&
i
c
a
t
o
 accidentali. 

(32)
〈est
〉
の
こ
の
よ
う
な
意
味
論
的
二
区
分
は
、
〈
D
e
u
s
g
t
〉
（
神
が
あ
る
）
や
〈
m
a
l
u
m
est
〉
（
悪
が
あ
る
）
と
い
っ
た
、
重
要
な
命
題
の
分
析

に
応
用
さ
れ
る
鍵
概
念
で
あ
る
。
加
藤
雅
人
、
二

0
0四
参
照
。


