
　「
○
○
と
は
何
か
」
と
い
う
定

義
に
ま
と
も
に
応
え
る
こ
と
は
難

し
い
。
そ
の
本
質
を
短
い
こ
と
ば

で
表
現
す
る
こ
と
は
殆
ど
不
可
能

だ
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
「
日
本

文
化
と
は
何
か
」
と
い
う
問
は
、

普
段
そ
の
言
葉
を
頻
繁
に
使
っ
て

い
な
が
ら
、
定
義
で
き
る
ひ
と
は

稀
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
「
○
○
に
は
こ
う
い
う

特
徴
が
あ
る
」
と
、
そ
の
属
性
を

い
く
つ
か
（
す
べ
て
で
は
な
く
）

挙
げ
て
表
現
す
る
こ
と
は
比
較
的

容
易
で
あ
る
。ま
た
そ
の
特
性
も
、

他
の
も
の
と
比
較
し
て
表
現
す
る

と
一
層
分
か
り
や
す
い
。

　
そ
こ
で
日
本
文
化
の
属
性
を
西

欧
文
化
と
比
較
し
て
み
る
と
次
の

よ
う
に
な
る
。

　
人
間
中
心
主
義
―
自
然
中
心
主

義
、
理
性
尊
重
―
感
情
重
視
、
合

理
主
義
―
非
条
理
の
受
容
、
科
学

主
義
（
因
果
律
）
―
直
観
、
必
然

重
視
―
偶
然
容
認
、
物
質
主
義
―

精
神
主
義
、
絶
対
主
義
―
相
対
主

義
、
普
遍
主
義
―
多
様
性
、
二
元

論
―
多
元
論
、
進
歩
主
義
―
循
環

論
、
個
人
主
義
―
個
は
全
体
の
一

部
、
言
語
重
視
―
非
言
語
重
視
、

ル
ー
ル
主
義
―
モ
ラ
ル
重
視
、
父

性
的
―
母
性
的
。ま
だ
ま
だ
あ
る
。

　
こ
う
し
て
思
い
つ
く
ま
ま
に
属

性
を
並
べ
て
気
づ
く
こ
と
は
、
日

本
文
化
（
思
想
）
は
、
自
然
の
摂

理
と
極
め
て
親
和
性
が
高
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
ろ
い

ろ
な
場
面
で
登
場
す
る
が
、
最
も

特
徴
的
な
も
の
が
、
日
本
文
化
が

宇
宙
を
「
非
実
体
性
」
と
み
る
こ

と
だ
。
こ
れ
は
世
界
に
は
不
変
の

も
の
、
永
遠
に
変
わ
ら
な
い
固
定

し
た
実
体
と
い
う
も
の
は
な
い
と

い
う
思
想
だ
。
世
界
は
相
互
の
関

係
の
中
で
絶
え
ず
移
ろ
い
で
い
る

流
れ
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
例
え
ば
西
欧
で
は
、
一
日
を
昼

と
夜
に
二
分
す
る
が
、
日
本
で
は

一
日
は
明
る
さ
と
暗
さ
が
連
続
的

に
変
化
す
る
流
れ
と
捉
え
、
特
に

明
と
暗
の
境
目
の
移
ろ
い
を
愛
で

る
。
太
陽
が
燦
燦
と
輝
く
昼
間
や

闇
夜
よ
り
、
刻
々
と
色
が
変
化
す

る
朝
焼
け
や
夕
焼
け
に
感
動
す

る
。
夜
か
ら
日
が
昇
る
ま
で
の
わ

ず
か
の
時
間
帯
を
表
す
言
葉
と
し

て
、
未
明
、
夜
明
け
、
朝
朗
（
あ

さ
ぼ
ら
け
）、鶏
鳴
（
け
い
め
い
）、

暁
（
あ
か
つ
き
）、
東
雲
（
し
の

の
め
）、
曙
（
あ
け
ぼ
の
）、
有
明
、

黎
明
（
れ
い
め
い
）、
払
暁
（
ふ

つ
ぎ
ょ
う
）、
彼
は
誰
時
（
か
は

た
れ
ど
き
）
な
ど
が
あ
る
。
夕
方

は
や
や
少
な
い
が
、
そ
れ
で
も

日
暮
れ
、
夕
暮
れ
、
夕
べ
、
薄

暮
、
黄
昏
（
た
そ
が
れ
）、
宵

の
口
、
小
夜
、
夜
更
（
し
ん
こ

う
）
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ほ
ど

移
行
期
の
語
彙
が
豊
富
な
言
葉

は
世
界
に
な
い
で
あ
ろ
う
。
季

節
や
月
の
移
ろ
い
に
つ
い
て
も

同
様
な
繊
細
さ
を
も
つ
。

　
こ
れ
ら
を
見
て
い
る
う
ち
に

感
じ
る
こ
と
は
、
こ
れ
こ
そ
生

命
の
あ
り
方
そ
の
も
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
だ
。
生
命
体

と
は
、
独
立
し
、
固
定
し
た
実

体
で
は
な
い
。
生
態
系
の
基
本

に
あ
る
「
物
質
循
環
」
に
よ
り
、

無
機
物
（
例
え
ば
炭
素
）
が
植

物
の
光
合
成
に
よ
っ
て
有
機
物

と
し
て
生
物
界
に
入
り
、
草
食

動
物
、
肉
食
動
物
の
体
を
構
成

し
、
排
せ
つ
物
や
遺
体
を
通
し

て
自
然
界
に
戻
る
。
わ
れ
わ
れ

が
食
べ
た
分
子
は
、
瞬
く
間
に

全
身
に
散
ら
ば
り
、
し
ば
ら
く

留
ま
っ
た
後
、
身
体
か
ら
抜
け

て
い
く
。
生
命
と
は
「
動
的
な

平
衡
状
態
」
に
あ
る
の
だ
。

　
古
来
日
本
人
は
、
こ
う
し
た

生
物
学
的
知
識
が
な
い
ま
ま

に
、
そ
れ
を
感
じ
取
り
、
日
々

の
生
活
の
基
本
に
据
え
て
そ
の

文
化
を
形
造
っ
て
き
た
の
だ
ろ

う
。
日
本
文
化
が
自
然
と
親
和

性
が
高
い
の
は
当
然
の
こ
と
な

の
だ
。

（
近
藤
文
化
・
外
交
研
究
所
代
表
）
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