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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
e
s
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
s
e
c
o
n
d
'
l
e
v
e
l
 predicate)

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

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

と
は
で
き
な
い

(
2
)
0

存
在
と
述
語

存
在
様
態
と
述
語
ー
ト
マ
ス． 
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六
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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
く
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
e
s
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
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
述
語
と
存
在
に
関
す
る
見
解
を
明
ら
か
に
す
る
。

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

一
六
六



か
れ
た
。

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

一
六
七

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
」

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
(11)°

「
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)o

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

の
概
念
を
取
り
除
い
た
(
9
)
o

こ
う
し
て
、

様
態
理
論
に
お
け
る
述
語
の
様
態
と
存
在

「
エ
ッ

(
m
o
d
u
s
 intelligendi) 

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
、

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
：
約
7
足
P
T
L
ミ
O
V
P
9
E
R
9
9

（
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
 ̀9

（
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

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

ア
ン



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

存
在
様
態
と
述
語

一
六
八



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

一
六
九

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

(operatio)

で
あ
る
と
彼
ら
は
考
え
た
の
で
、
述
語
動
詞
《
esse
》
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

(actus
essentiae)

で
あ
る
(14)

（
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

(essentia)
と
エ
ッ
セ

(esse)

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
）
《
esse
》

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
」

(
f
i
g
m
e
n
t
a
)

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
《
est
》
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
l
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
・
ブ
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
。



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
ィ
ナ
ス
と
様
態
理
論

一
七
〇



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

一七

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
。
《
est
》

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
」

(actualiter
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
muniter)

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
」

(praedicatio)

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
。
ト
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
（
笹
°
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

g
。
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



こ
れ
に
対
し
て
、
ト
マ
ス
は
述
語
動
詞
《
e
s
t
》
が
様
々
な
意
味
表
示
を
取
り
う
る
こ
と
を
認
め
た
。
彼
は
《
e
s
t
》
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

(
2
3
)
0

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
。
《
S
o
c
r
a
t
e
s
s
e
d
e
t
〉
は
《
S
o
c
r
a
t
e
s
e
s
t
 s
e
d
e
n
s
》
と
な
る
(24)o

こ
の
場
合
、
《
e
s
t
〉
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
、
《
e
s
t
〉
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
《
e
s
t
》
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
《
e
s
t
》
の
こ

述
語
動
詞

（
「
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
。

《

e
s
t》

の
多
義
性

存
在
様
態
と
述
語

一
七



(3) 

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

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
冗
さ
れ
う
る
よ
う
な
体
系
で
は
な
い
の
で
、
一
っ
の
語
が
し
ば
し
ば
一
っ
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
《
est
〉
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
《
est
〉

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
《
est
》
を
通
し

て
解
釈
す
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
特
定
の
文
脈
に
お
け
る
《
est
》
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

《

est
》
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

《est
》
は
命
題
の
真
理
を
意
味
表
ホ
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
、
《
S
o
c
r
a
t
e
s

est s
e
d
e
n
s
》
の
《
est
〉
は
、
《
S
o
c
r
a
t
e
s
》
と
《
s
e
d
e
n
s
〉
と
の
結
合
(
I
I
判
断
）
を
成
立
さ
せ
る
と
同
時
に
、一

七
三

こ
の
命
題
が
「
真



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
《
est
》
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
《
est
〉
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
(
《
e
n
s
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

(
2
6
)
0

《e
n
s
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
、
《
e
n
s
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
(27)

《ヽ
e
n
s
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)o

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
。
《
est
》
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
。
《
Socrates
est 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
、
《
Socrates
est 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
、
《
est
〉
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
、

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

一
七
四



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

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
《
est
》
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
語
動
詞

一
七
五

《S
o
c
r
a
t
e
s
est v
e
s
t
i
t
u
s

》
t
i、
「
羊
有
士
5」
レJ
い
A
つ
犀
〖
研
江
ぶ
代
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
e
s
t
 
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
《
est
〉
は
一
義
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
《
est
》
は
、
《
aliquid
d
i
c
t
u
m
 est 
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)o

『
形
而
上
学
注
解
」
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
《
est
》

の
最
初
の
例
は
、
《
Socrates
est a
l
b
u
s
〉
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
」

(caecitas

est)

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
、
《
Socrates
est
》
と
い
う
述
語

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

e
n
s
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
e
d
i
c
a
t
u
m
substantiate)
で
あ
る
(31)

。
し
か
し
、
こ
の
述
語
付
け
を
e
n
s
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
、

ナ
ス
は
こ
れ
を
「
付
帯
的
述
語
」

(
p
r
a
e
d
i
c
a
t
u
m
 accidentale) 

《Socrates
e
s
t》
が
「
吉
〖
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

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

一
七
六

ア
ク
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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
《
e
s
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
e
s
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

一
七
七



を
達
成
す
る
の
で
あ
っ
て
、

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
《
e
s
t
》
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
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(N) C.J.F.Williams, What is Existence?, Oxford, 1981, p.76: "There must be something if'Aristides'is to be a proper name, but 

that does not entitle us to say that Aristides is."「「t----=---K Iド吋いく』条囮如やや~l-0+:!~ 山廷,~全茶く~#:Jt,,i-O〉~~茶埒

l-00 _)令,..)'みど全心..IJ_; 0ド＇『 t----=--KI~ 吋~K茶く~#:jt,,l-0〉』心 IJIIII•x 沿心おや~~;」゜

(M) A.J.Ayer, Language, Truth and Logic, London, 1947, p.43: "when we ascribe an attribute to a thing, we covertly assert that 

it exists: so that if existence were itself an attribute, it would follow that all positive existential propositions were tautologies, 

and all negative existential propositions self-contradictory; and this is not the case." 

(~) P.F.Strawson,"Is Existence Never a Predicate?", Criteria, 1, 1967, p.12: "the ascribing of something to an individual, or to 

some, none or all of a class, where the existence of the individual or of the members of the class is presupposed."cf. M.Munitz, 

Existence and Logic, New York, 1974, ch.6 .. 

(i.n) P.F.Strawson, Individuals, London, 1959, p.227: "we cannot coherently construe the substantival expression as a referring 

expression; for to do so is to construe it as carrying, as a presupposition, precisely that content which the proposition as a whole 

asserts or denies". 「 ~Qtl!K~~砥廊茶把I忌~*廊や~l-0心抑咄 l 筐⇒ゃ眺涵ヤ心J 心迂や初~_;0 ..IJ _; A('¥ Qぷ ~Q知泣裳

~1"'菜~, ~Q4号謡~~活柑恙.,;;,_)'V'述知按1"'l-0悩初逗~Q釦約如'~Q批甑均臣繋一）や_;l-0 ..IJ選；涵冶心J心足終心令心や氏

叫゚

c~) 造蝦縄*1JU0; や蕊’呂濫聴-<遷蝦ffl1凋—鰤譴如廿令足」『IJIIII罷』 vol.26, no.3'-l<疇畔, 1 琴ギ’共〇—兵K嵐゜

只 l'\~..LQ..L ヤ k 『砥 l蒻裾惑蝦~l-0 _; 年碑択垢牲u0;日（呉逢蒜-<蚤・眺蒋・：出澁）＇『廿苧繹羞卦く縣笹 2廿羊栄

巽 Q~III!晦•皿~~粘』卦云~, 1兵兵臣’目 111]-g[ばO賦0cf. Jan Pinborg, Logik und Semantik in Mittelalter: Ein. Uberblick, 

Stuttgart, 1972; "Speculative Grammar", in The Cambridge History of Later Medieval Philosophy, ed. by N.Kretzmann, A. 

Kenny and J.Pinborg, Cambridge, 1982; G.L.Bursill-Hall, Speculative Grammars of the Middle Ages, The Hague and Paris, 

1971. ~ 将’ぅ>,rnーぷ入蕊惑聡囲涸心上ャ KQ匡送如l固巻⇒ゃ,;l-0°M. Jordan,"Modes of Discourse in Aquinas'Metaphysics", 

The New Scholasticism, 54, 1980, pp.401-446. 

(i:-) Ammonius, Commentaire Sur Le Peri Hermeneias, Latin transl. by William of Moerbeke, Louvain, 1961, p.57: "Quod 

quidem merito praehonoratum est nomen verbo in doctrina, manifestum est; nomina quidem enim existentias significant rerum, 

verba autem actiones vel pass10nes, praecedunt autem act10nes et pass10nes ex1stentiae". ~ ~W 1 ! ~K Q }J Q ii'¥ 1~ 入胤罪印ざト

~w語濫心急晦一ムト K ・ドヽ ~+.K 心惑蝦囲縄 lギ共



~t,l:i語蝦心短晦―,.L ャ K ・ドヽ ~+t<..l..l惑蝦囲漉 l<O 

~~+-K~ 惑蝦渥抑足泉心菜や 2ば

(oo) cf. R.H.Robin, Ancient & Mediaeval Grammatical Theory in Europe, London, 1951, pp.63-65. 

(m) Cf. Thurot, Extraits de divers manuscrits /atins pour servir a l'histoire des doctrines grammaticaes au moyen fige, Paris, 
1869, p.178. (怜細足岱’蕊器惑錮涸*1Q1)--_ヽ K..L苓縣全心菜¥-.I:;沿）0 . 

ぼ） Non ergo gramaticus, sed philosophus proprias naturas rerum diligenter considerans, ex quibus modi essendi appropriati 
d" . 1vers1s rebus cognoscuntur, gramat1cam mvemt. cf. Thurot, p.124. 

は） Cf. Thomas de Erfordia, De Modis Significandi sive grammatica specu/ativa, c.8: …duo sunt modi principales entium, 

scilicet modus entis, et modus esse, a quibus sumpserunt gramatici duas partes orationis principales, scilicet nomen et verbum, 

「 1]0Q柑取終惑錮苓 <-IQ,~全 Q〉逗薗1"'~o 1"'終兵心’凡¥K Q惑蝦.}_Jl-{0~Q艇器や埒沿0~J 菜心 110 令心奴甜牲抑心心

迂柑献邸110如罪忌,1"'~ 兵心や匡心香匡如心り幻° 怜卿廷~,..JvK n ..L 心 KQ榔辻刈和菜や 2 女 +:!.~'Ludovicum Vives逃

『Kn ..L心 K俎蠍』 (Paris,1981) Q掘 ]~U-IQ,~(呉濫~--<'1 兵兵臣’薬痣） o l¥'¥ 1)--_ 入晦《nomen》 (W匡）~, +:!. ふ翌乏《homo》

区巨） S知 m足nomensubstantivum (挑姓や匡）如~1"'噸4tl,.,;j)-\Q,s;;:-.'-IQ,~:; 竺《albus》(-OJ)Q 知 m足nomenadJectlvum (~ 

t¢W匡）如淀ヤ賓4[!,.,;j)-\Q,~0 0~,;;:-.'W匡心~i~匡茶nomen心:;,r, 1 0 Q和心=—U¢;巖初菜や:;~o (呈濫~--<'1 兵兵自’

俎斜）0 ,..J令ぷ瑞怜駆賤恥柑脳柊蔀q::Q1 0 心⇒ド'nomen茶短胤巽韮忌可姦笙和菜~:;~廿S知へ終択薬足泣:;\-.I~'nomen 

坦輝孟噸炉J_) や惑澁1"'~illK社や匡Q擬沓や坦兵菜や :;~o

ぼ） Ibid., c.8: Modus entis est modus habitus et permanentis, rei inhaerens, ex hoc quod habet esse. Modus esse est modus fluxus 

et S;.?ccessionis, rei inhaerens, ex hoc quod habet fieri. 

ぼ） Siger of Courtrai, in Bursill-Hall, p.202: …esse est proprius actus ipsius entis; cum nomen significat rem suam per modum 

substantiae seu entis, et verbum per modum significandi fieri seu esse, verbum immediate debet sequi ipsum nomen. 

（コ） In I Sent., d.33, q.l, a.l, adUJ Qi¥---ヽ K..LU0:;ゃ S批要~¢;$2!' 俎苫紙濫゜

ば） Petrus Aureolus, cited in Capreolus, Defensiones Theologiae Divi Thomae Aquinatis, Frankfurt, 1967, vol.1, p.320: ... omnis 

ratio potest concipi modo quiescentis, et talis conceptus exprimitur per nomen, et modo fieri et egressus, et talis exprimitur per 

verbum. Ergo esse et essentia non differunt. (恙廷コ羊逗忌盛足゚ :::::--や濫忍医蝦渥拙心奴兵('¥+:!. 后溢尊全-IQ,~)

ぼ）Cf. Bursill-Hall, op.cit., pp.204-5."The weakness of their system is revealed sharply by the need the Modistae felt to rationalize 



apparent exceptions in their system, e.g.'privatio'and'figmenta'as members of the nomen-class and the position of the'verbum 

substantivum'in the verbal system". 「恙心Q,), K If'-4 Q喋唸全述 n初 D..IJ輯叫⇒ゃ:;.t-0 Q廷,~心Q,), K If'-4 u沿お心智心令

終志~, ~ 心記廷nomenQ心 I"-KU哩1"'t-0「ぷ忌」科「囲鯉」沿丑お涸韮藉訳心WくIドむいこt-Otill<社S躙暉澤冷坦饂やお

如郡椙母ヤ心J..IJ如惑鰤罰叩む啜吝脳~..IJ径ぬ知J ..IJ や ~t-0 」゜

(~) In VII Met., 1.1, n.1253: ... modus significandi vocum non consequatur immediate modum essendi rerum, sed mediante 

modo intelligendi. 匝~..Li,A\"'I 足凡豆1->- 入廷’雌謬廻社や岱終 2 いI"- Ki/恒抑起如lt1Q祇l翠双炉J1"'心 J..IJ茶邸応叶心

C¥A汲 S令如蒋器1"'t-0..IJ 叩’兵菜兵菜 S哀~Q「誕~~Qi:!担」如躙悪⇒ゃ:;.t-0°Strawson, Logico-Linguistic Papers, London, 

1971, p.74:"In so far, then, as things other than spatiotemporal particulars qualify as objects, they do so simply because our 

thought, our talk, confers upon them the limited and purely logical analogy with spatiotemporal particulars which I have just 

described". 

(~) In I Periherm., 1.5, n.60: ... omnis praedicatio fit per verbum ratione compositionis importatae, sive praedicetur aliquid 

essentiahter s1ve accidentaliter. 

ぼ） In I Periherm., 1.5, n.73: Quia vero actualitas, quam principaliter significat hoc verbum est, est communiter actualitas omnis 

formae, vel actus substantialis vel accidentalis, inde est quod cum volumus significare quamcumque formam vel actum actualiter 

fnesse alicui subiecto, significamus illud per hoc verbum est. 

(~) cf. De ente, c.3 

(M) S.T., I, 76 4 adl: Unde mamfestum est quod m eo cums amma d1c1tur actus, etlam amma mcluditur; eo modo loquendi 

quo dicitur quod calor est actus calidi, et lumen est actus lucidi; non quod seorsum sit lucidum sine luce, sed quia est lucidum 

per lucem. Et similiter dicitur quod anima est actus corporis . …quia per animam…est corpus ... 

(N 星 cf.De ente et essent1a, c.2. 

母 CatenaAurea, In Ioannem, c.l:'Sum'enim verbum duplicem habet significat10nem: ahquando enim temporales motus (M 

secundum analogiam aliorum verborum declarat; aliquando substantiam uniuscuiusque rei, de qua praedicatur, sine temporali 

motu ullo designat; ideo et substant1vum vocatur. 

（苫） Cf. In V Met., 1.9, n.893. 

~w送鑑心担晦―,.L ャ k ・ドヽ"+.K~ 造蝦賦渥 1 <1 



-l¢W蕊砦心急濫—,.L. ~K ・ドヽ "t-K .JJ話鑑囲涸 1 <11 

ぼ） In I Sent., d.33 , q.l, a.I, adl: Sciendum quod esse dicitur tripliciter. Uno modo dicitur esse ipsa quidditas vel natura re1, 

sicut dicitur quod definitio est oratio significans quid est esse; definitio enim quidditatem rei significat. Alio modo dicitur esse 

ipse actus essentiae; sicut vivere, quod est esse viventibus, est animae actus, non actus secundus qui est operatio sed actus primus. 

Tertio modo dicitur esse quod significat veritatem compositionis in propositionibus, secundum quod est dicitur copula: et 

secundum hoc est in intellectu componente et dividente quantum ad sui complementum, sed fundatur in esse rei, quod est actus 

essentiae. cf. Christopher Martin,"A Distinction Between Different Notions of Existence in the Writings of St.Thomas Aquinas, 

and its Use to Distinguish Logic from Metaphysics", doctoral thesis, Oxford, 1984 (..LャKQ《essesicut verum》S棄令談圏

乏Q4¢{tl嗣母Q縣令砂丑溢挺盆⇒ゃ:;.!-0) 0 

(~)呂濫~-<「艇営計馬S包,..IJ~一 ,.LヤK・ドヽ 'I:"+-K 《esse》《significare》」'『廿却日環造宰』掘~ll]P'1100回’ギH=l-f涅I賦

(,..IJ'V' 足’兵111 置出~)~\\陛゜

(~)躙郎~Q廷, ,.LャK茶《ensextra animam〉&〈enssicut verum》足.l-60や胤訂や:;.!-0 Q~, 4¢¾:i抑 Q1]凶中や岱終'V',

《est》心:;.A吋闘訳澤沓*1恰Ql]凶中や-IQ!-0心:;.Ai¥ U ,..IJや-¥Q!-00 1瑯坦足艇営*1伶1"'!-0Q述,4賤屡如艇沓*1伶1"'!-0座〇足均お内

《enssicut verum》や-IQ0ゃ, iji薔足凶中初菜心挑担起ensQ匝~:t!:!心⇒ゃ Qverumや廷~:;.0悩ば ,.LヤK岱《est》S瑞怜孟

終擬営如唸'V'Q瑯~u 泣 2 ド 11 凶¢...:i ゃ:;. !-0荼’『染胆→将俎眺」足沿 2 ゃ~, t>----:=-..t<..L1\----).K 足~0 ゃ, It'菜如臣凶¢...Jゃ

:;. !-00 2《ensper accidens》(n.887:esse nihil aliud significat quam accidere)'§ 《ensextra animam》(nn.889-90:+Qiji薔

足凶中初菜!-0),芭〈enssicut verum> (nn.895-896)'~ 《enset esse in potentia vel in actu〉(n.897:ens et esse significant 

aliquid dicibile vel effabile in potentia, vel dicibile in actu) 0 ....)令⇒, ,.L ト K 岱紺濫Q~Q匹mや, iji響旦凶中和菜心《ens》

心廊挑蝦＆后澁誤旦沿お心《ens》如心..:i)U'《ensextra animam》 ,..IJ...J ゃヽミー'I"\~...) ゃ:;. !-0 (cf. In VII Met., 1.1, n.1245) 0 

匡惑U'《enssicut verum》心《ensper accidens》 ~10 足ヽミー'\"\~初菜!-00~~~心’勾心心..i)ensextra animam如緊囲

ギや’⇒女茶 Pゃ溢匡廿牲全心歯本初菜内全心や埒心 (cf.In VI Met., 1.4, nn.1241-43)0 

啜） In V Met., 1.9, n.890: Unde oportet, quod ens contrahatur ad diversa genera secundum diversum modum praedicandi, qui 

consequitur diversum modum essendi; quia'quoties ens dicitur', idest quot modis aliquid praedicatur,'toties esse significatur', 

idest tot modis significatur aliquid esse. Et propter hoc ea in quae dividitur ens primo, dicuntur esse praedicamenta, quia 

distinguuntur secundum diversum modum praedicandi. Quia igitur eorum quae praedicantur, quaedam significant quid, idest 



substantiam, quaedam quale, quaedam quantum, et sic de aliis; oportet quod unicuique modo praedicandi, esse significet idem; 

ut cum dicitur homo est animal, esse significat substantiam. Cum autem dicitur, homo est albus, significat qualitatem, et sic 

de aliis. 

ぼ）呂濫~-<仄足沿託~~〉心く足索⇒ゃ~~〉:,.LI" K ・ドヽ ~+-.K足泣お肉認~Ql] 嘔奉画」＇『靭粘』探芯Il伯’巨熙

K将梱牡徊 110011母'1I]ギ0-111回ば賦悩匪゚

(g) In V Met., 1.9, nn.895-896. 

(~) Ibid., n.896: Esse vero quod in sui natura unaquaeque res habet, est substantiale. Et ideo, cum dicitur, Socrates est, si ille 

EST primo modo accipiatur, est de praedicato substantiali…Si autem accipiatur secundo modo, est de praedicato accidentali. 

（斜）《est〉 Q}JQ知\\~i艇沓漉萄 l凶中ざ《Deus est》（毎~~~)~ 《malumest〉（賑茶~~)心,; 0~, 躙脳終4号酸Q¢~

足迫庄初菜心縮縣姪や~~o 呉濫~-<'l ]QQgJ砥遥巽°

~w話蝦心痢韮―土ヤ k ・ドヽ "+-K 心惑鑑囲渥 1 <111 


