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H
只

は
じ
め
に

ピ
エ

l
ル
・
べ

l
ル
は
主
著
と
さ
れ
る
『
歴
史
批
評
辞
典
』

の
「
ス
ピ
ノ
ザ
」

の
項
目
に
お
い
て
、
長
大
な
ス
ピ
ノ
ザ
批
判
を
展
開

す
る
。
中
で
も
最
も
有
名
な
も
の
の
ひ
と
つ
は
、

罪
悪
や
悲
惨
さ
に
つ
い
て
註

(
N
)
で
述
べ
ら
れ
る
ド
イ
ツ
兵
と
ト
ル
コ
兵
の
比
聡
の

く
だ
り
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は

ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
に
お
い
て
は
神
自
身
が
「
加
害
者
兼
被
害
者
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
強
い
調
子
で

非
難
さ
れ

τい
る
(
N
E
)

。
し
か
し
項
目
全
体
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
倫
理
学
の
存
在
論
的
基
礎
と
な
る
で
あ
ろ

う
実
体
や
様
態
の
概
念
に
つ
い
て
の
詳
細
な
批
判
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
全
て
を
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
本
論
で

は
項
目
本
文
に
つ
い
て
の
註
の
ひ
と
つ
に
着
目
す
る
。
そ
の
註
で
は
、
単
一
実
体
説
と
で
も
量
一
守
つ
べ
き
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
、

そ
し
て
そ

の
批
判
の
根
拠
と
な
る
被
造
実
体
の
問
題
、

さ
ら
に
そ
の
被
造
実
体
の
問
題
を
軸
に
し
て
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
見
て

17 

い
く
こ
と
で

ベ
ー
ル
の
批
判
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、

そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
い
。
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第
一
節

単
一
実
体
説

「
ス
ピ
ノ
ザ
の
学
説
が
全
然
わ
か
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
批
判
に
反
駁
す
る
註

(
D
D
)
に
お
い
て
べ

l
ル
は
、
自
分
が
批
判
し
よ
う

と
し
た
の
は
意
味
が
明
確
で
な
お
か
つ
ス
ピ
ノ
ザ
の
体
系
の
土
台
を
な
し
て
い
る
よ
う
な
定
理
で
あ
る
と
述
べ
た
上
で
、

註

(P)
の
参

照
を
指
示
す
る
(
N
S
)

。
そ
こ
で
は
「
エ
チ
カ
』
第
一
部
の
定
理
十
四
「
神
の
ほ
か
に
は
い
か
な
る
実
体
も
存
し
え
ず
ま
た
考
え
ら
れ
え

な
い
」
な
ら
び
に
定
理
十
五
「
す
べ
て
在
る
も
の
は
神
の
う
ち
に
在
る
、

そ
し
て
神
な
し
に
は
何
物
も
在
り
え
ず
ま
た
考
え
ら
れ
え
な

い
」
と
い
う
二
つ
の
定
理
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
べ

i
ル
は
、
結
局
ス
ピ
ノ
ザ
が
説
い
て
い
た
こ
と
と
し
て
以
下
の
三
点
に

ま
と
め
る
。
「
1
、
宇
宙
に
は
実
体
が
ひ
と
つ
し
か
な
い
こ
と
。

2
、
そ
の
実
体
は
神
で
あ
る
こ
と
。

3
、
個
々
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
、
物

体
の
延
長
、
太
陽
、
月
、
草
木
、
獣
、
人
問
、
ま
た
そ
れ
ら
の
運
動
、
観
念
、
想
像
、
欲
望
な
ど
は
神
の
変
様
で
あ
る
こ
と
」
(
&
位
)
。

ま
た
べ

l
ル
は
こ
の
他
に
も
様
々
な
項
目
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
古
今
東
西
の
様
々
な
教
説
を
「
神
は
宇
宙
に
あ
る
唯
一
の
実
体

で
、
他
の
存
在
は
み
な
こ
の
実
体
の
変
様
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
構
造
に
定
式
化
し
、
そ
れ
ら
を
一
括
し
て
「
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
」

の
名
の
も
と
に
理
解
す
る
。

そ
れ
で
は
、

ベ
ー
ル
は
そ
う
し
た
「
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
」
、
あ
る
い
は
単
一
実
体
説
の
何
を
批
判
す
る
の
か
。
実
体
が
唯
一
で
あ
る
と
い

う
こ
と
の
何
が
問
題
と
な
る
の
か
。

そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

ベ
ー
ル
の
議
論
に
従
っ
て

見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
例
え
ば
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
実
体
の
概
念
に
つ
い
て
べ

l
ル
は
、
「
実
体
」
と
い
う
語
の
意
味
そ
の
も
の
に

関
す
る
見
解
に
つ
い
て
は
ス
ピ
ノ
ザ
に
対
し
て
異
論
は
な
い
と
し
そ
れ
を
容
認
し
て
い
る
。
「
実
体
」
で
あ
る
か
ら
に
は
全
て
の
原
因
か

ら
は
独
立
し
て
永
遠
か
つ
必
然
的
に
存
在
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
「
実
体
」
は
神
の
み
で
あ
る
。
単
一
実
体



説
の
批
判
さ
れ
る
べ
き
点
は
、

そ
う
し
た
ス
ピ
ノ
ザ
の
考
え
る
実
体
の
定
義
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
「
態
様

(BCE-2ZN)
、
変
様

(50門
出
向
片
山
昨
日
。
ロ
印
)
、
様
態
(
目
。
巳

2)
」
と
い
っ
た
語
の
意
味
に
あ
る
(
芯
匙
)
。

ベ
ー
ル
は
、
そ
れ
ら
の
語
を
「
新
派
の
哲
学
者
会

g
ロ。

5
1
2ロ
耳
正
。
印
。
℃

yg)」
が
言
っ
て
い
る
意
味
に
と
っ
た
、
と
述
べ
る
(
&
位
一
)
。

以
下
で
は
べ

l
ル
が
念
頭
に
お
く
実
体
や
様
態
に
関
す
る
論
争
に
沿
っ
て
見
て
い
き
た
い
。
ま
ず
は
存
在
に
関
す
る
「
哲
学
者
の
定
説
」

の
簡
潔
な
ま
と
め
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
存
在
と
い
う
観
念
」
に
は
「
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
存
在
す
る
」
も
の
と

創造論と内在因としての実体

し
て
の
「
実
体
」
と
「
他
の
も
の
の
内
に
存
在
す
る
」
も
の
と
し
て
の
「
偶
有
性
」
の
二
つ
が
あ
る
(
&
位
)
。
と
こ
ろ
で
、
「
偶
有
性
」

と
は
「
他
の
も
の
の
内
に
存
在
す
る
」
も
の
で
「
内
属
基
体
(
印
£

2
ι
t
z
a。
ロ
)
に
本
質
的
に
依
存
す
る
か
ら
、
内
属
基
体
な
し
に
は

存
在
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
哲
学
者
は
み
な
認
め
て
い
た
」
(
芯
匙
)
。
つ
ま
り
「
偶
有
性
」
は
そ
れ
が
内
属
基
体
と
す
る
実
体
か
ら
切

り
離
し
て
は
存
在
し
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

い
わ
ゆ
る
「
実
体
変
化
(
斗
吋

g
gロ
Z
E
E
U氏
。
ロ
)
」
論
争
以
後
に
は
、
こ
れ
と
は
別
の
考

え
方
が
現
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
体
と
し
て
の
パ
ン
が
キ
リ
ス
ト
の
肉
に
変
化
す
る
と
い
う
「
実
体
変
化
」
が
起
こ
っ
て
い
る
に
も
か

そ
の
見
か
け
上
の
パ
ン
は
そ
の
ま
ま
で
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
実
体
と
し
て
の
パ
ン

〔
基
体
〕
に
内
属
し
て
い
た
見
か
け

か
わ
ら
ず
、

上
の
パ
ン
は
、

そ
の
基
体
な
く
し
て
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
「
偶
有
性
は
基
体
な
し
に
も
存
続
し
う
る
と
哲
学
者
も
言
わ
ざ
る

を
え
な
く
な
っ
た
」

(
N
S
)

。
つ
ま
り
「
実
体
と
そ
の
偶
有
性
と
の
実
在
的
な
区
別
や
こ
の
二
種
類
の
存
在
が
相
互
に
分
離
で
き
る
こ
と

を
認
め
、
分
離
で
き
る
が
ゆ
え
に
ど
ち
ら
も
も
う
一
方
な
し
に
存
続
し
う
る
」
(
凡
な
と
と
考
え
、
「
偶
有
性
」
が
実
在
的
で
あ
る
こ
と
を

認
め
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
「
基
体
と
の
区
別
が
実
在
的
で
な
く
基
体
の
外
に
は
存
続
し
え
な
い
よ
う
な
偶
有
性
も
あ
る
」
と
す
る
哲
学
者
も
い
た
。
「
デ

19 

カ
ル
ト
、

ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
、
総
じ
て
ス
コ
ラ
哲
学
を
捨
て
た
す
べ
て
の
哲
学
者
は
、
偶
有
性
が
基
体
と
の
分
離
後
も
存
続
し
う
る
よ
う
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な
形
で
基
体
と
分
離
で
き
る
の
を
否
定
し
、
様
態
と
呼
ぶ
偶
有
性
の
本
性
を
全
て
の
偶
有
性
に
与
え
、
偶
有
性
と
い
う
言
葉
よ
り
も
む

し
ろ
『
様
態
』
、
『
態
様
』
、
『
変
様
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
」
(
芯
位
・
『
)
。
例
え
ば
デ
カ
ル
ト
の
『
哲
学
原
理
』
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
「
実
体
が
触
発
さ
れ
官
民
片
山
)
、
ま
た
変
化
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
場
合
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
を
『
様

(

1

)

(

2

)

 

態
』
と
呼
ぶ
」
。
そ
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
「
様
態
」
と
は
「
実
体
の
変
状
官
民
ゅ
の
氏
。
)
」
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
ら
を
受
け
て
べ

l
ル
は
、

「
大
の
デ
カ
ル
ト
派
だ
っ
た
」
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
実
体
の
変
様
」
を
デ
カ
ル
ト
と
同
じ
意
味
で
使
用
し
て
い
た
に
違
い
な
い
、

と
考
え
る
。

ま
た
、
デ
カ
ル
ト
派
は
そ
れ
以
外
に
様
態
を
認
め
ず
、
「
偶
有
性
」
と
は
そ
の
基
体
な
し
に
は
存
在
し
え
な
い
も
の
で
あ
る

(
S
R
)
。
す

な
わ
ち
「
偶
有
性
」
が
実
在
的
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
結
局
、
様
態
と
は
実
体
そ
の
も
の
の
の
触
発
な
い
し
変
状
で
あ
る
の

に
対
し
、
偶
有
性
と
は
そ
の
基
体
に
付
随
す
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
区
別
さ
れ
る
。

ベ
ー
ル
は
、
実
体
、
偶
有
性
、
様
態
と
い
う
概
念
の
歴
史
的
経
緯
を
簡
単
に
振
り
返
っ
た
上
で
、
「
実
体
変
化
」
論
争
を
経
た
「
新
派

の
哲
学
者
」
、
と
り
わ
け
デ
カ
ル
ト
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、

ス
ピ
ノ
ザ
が
考
え
る
「
実
体
の
変
様
」
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
問
題
は
は
っ
き
り
し
な
い
。

ベ
ー
ル
に
よ
れ
ば

ス
ピ
ノ
ザ
の
単
一
実
体
説
の
問
題
は
「
実
体
」
そ
の
も
の

に
あ
る
の
で
は
な
く
「
態
様
、
変
様
、
様
態
」
に
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
「
実
体
の
変
様
」

の
語

の
定
義
に
お
い
て
「
新
派
の
哲
学
者
」
た
ち
の
そ
れ
と
同
じ
と
い
う
の
で
は
問
題
の
所
在
は
明
ら
か
で
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
次
に
、

ス

ピ
ノ
ザ
の
「
実
体
の
変
様
」
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
議
論
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節

被
造
実
体
と
神
の
不
変
性

デ
カ
ル
ト
や
そ
の
他
の
哲
学
者
た
ち
の
「
実
体
の
変
様
」
と
い
う
語
の
意
味
を
受
け
継
い
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ス
ピ
ノ
ザ
の



「
実
体
の
変
様
」

の
理
解
に
は
問
題
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
例
え
ば
べ

l
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
も
し
ス
ピ
ノ
ザ
が
物
質
ま
た
は
延
長
や
人
聞
の
魂
に
つ
い
て
デ
カ
ル
ト
氏
と
同
じ
観
念
を
持
ち
な
が
ら
、
し
か
も
、
実
体
と
は

い
か
な
る
原
因
に
も
依
存
し
な
い
存
在
だ
と
考
え
た
が
ゆ
え
に
、
延
長
に
も
わ
れ
わ
れ
の
魂
に
も
実
体
と
い
う
資
格
を
与
え
た
が

ら
な
か
っ
た
の
な
ら
、
私
は
自
分
の
攻
撃
が
見
当
ち
が
い
で

ス
ピ
ノ
ザ
に
実
際
に
は
持
た
な
か
っ
た
意
見
を
帰
し
て
い
る
の
を

認
め
よ
う
。
〔
中
略
〕
実
体
は
あ
ら
ゆ
る
動
力
因
か
ら
も
質
料
因
か
ら
も
内
属
基
体
か
ら
も
ひ
と
し
く
独
立
し
て
そ
れ
自
体
で
存
在

創造論と内在因としての実体

と
ひ
と
た
び
措
定
し
た
か
ら
に
は
、
物
質
も
人
間
の
魂
も
実
体
な
ど
と
ス
ピ
ノ
ザ
は
一
号
吉

し
て
、
通
説
ど
お
り
存
在
を
実
体
と
実
体
の
変
様
と
い
う
二
種
類
に
し
か
分
け
な
か
っ
た
か
ら
、
物
質
も
人
聞
の
魂
も
実
体
の
変

す
る
も
の
だ
、

様
に
す
ぎ
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
ど
ん
な
正
統
派
の
人
で
も
、
実
体
の
そ
う
い
う
定
義
に
し
た
が
え
ば
宇
宙
に
は
た

だ
ひ
と
つ
の
実
体
し
か
な
く
、

そ
の
実
体
は
神
で
あ
る
の
に
異
論
は
あ
る
ま
い
」

(NS、
傍
点
引
用
者
)
。

ベ
ー
ル
は

ス
ピ
ノ
ザ
が
物
質
な
い
し
延
長
、
あ
る
い
は
魂
に
つ
い
て
デ
カ
ル
ト
同
様
に
考
え
て
は
い
る
も
の
の
、
単
に
「
実
体
と
は

い
か
な
る
原
因
に
も
依
存
し
な
い
存
在
だ
」
と
い
う
定
義
を
厳
格
に
適
用
す
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
自
ら
が
思
い
違
い
を
し
て

い
る
か
も
し
れ
な
い
、

ス
ピ
ノ
ザ
は
「
い
か
な
る
原
因
に
も
依
存
し
な
い
存
在
」
と
い
う
実
体
の
定
義
に
厳
格
で
あ
る
が
ゆ

と
言
、
7
0

え
に
神
の
み
を
唯
一
の
実
体
と
し
た
に
す
ぎ
ず
、

そ
れ
に
つ
い
て
は
た
と
え
〔
カ
ト
リ
ッ
ク
の
〕
正
統
的
な
立
場
に
立
つ
人
で
さ
え
も

異
論
を
さ
し
は
さ
む
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

ベ
ー
ル
自
身
も
こ
れ
に
反
対
は
し
な
い
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、

彼
は
ス
ピ
ノ

ザ
の
「
実
体
」
と
い
う
語
に
関
し
て
は
何
ら
反
駁
し
な
い
と
明
言
し
て
い
た
。
問
題
は
「
延
長
に
も
わ
れ
わ
れ
の
魂
に
も
実
体
と
い
う

21 

資
格
を
与
え
た
が
ら
な
か
っ
た
」
「
物
質
も
人
間
の
魂
も
実
体
の
変
様
に
す
ぎ
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
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ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
は
、
物
質
や
魂
に
は
実
体
の
定
義
が
適
用
で
き
な
い
。
明
ら
か
に
べ
!
ル
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
が
物
質
や
魂
に
実
体
の

資
格
を
与
え
て
い
な
い
こ
と
、
換
言
す
る
な
ら
ば
い
わ
ゆ
る
「
被
造
実
体
」
を
認
め
な
い
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
。

ベ
ー
ル
は
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。

「
す
る
と
残
る
は

ス
ピ
ノ
ザ
が
実
体
の
変
様
を
二
種
類
に
細
分
す
る
か
ど
う
か
し
か
な
く
な
る
。
彼
が
そ
の
区
分
を
用
い
、
こ

の
二
種
類
の
内
ひ
と
つ
は
デ
カ
ル
ト
派
そ
の
他
の
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
者
が
『
創
造
さ
れ
た
実
体
』
と
名
付
け
る
も
の
で
、
も
う
一

種
類
は
彼
ら
が

『
偶
有
性
』
ま
た
は
『
様
態
」
と
名
付
け
る
も
の
だ
と
し
た
な
ら
ば

ス
ピ
ノ
ザ
と
彼
ら
の
聞
に
は
言
葉
の
争
い

し
か
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
彼
の
全
体
系
を
正
統
理
論
へ
と
引
き
戻
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
派
を
雲
散
霧
消
さ
せ
る
の
は
易
々
た
る
こ
と

に
な
る
」

(
S
R・)。

例
え
ば
、

デ
カ
ル
ト
は
『
哲
学
原
理
』
に
お
い
て
、
存
在
す
る
た
め
に
他
の
い
か
な
る
も
の
を
も
必
要
と
し
な
い
存
在
こ
そ
が
実
体
で

あ
る
と
述
べ
る
一
方
で
、

全
く
何
も
必
要
と
し
な
い
実
体
は
神
で
あ
り
そ
の
他
全
て
の
実
体
は
神
の
協
力
を
必
要
と
す
る
と
い
う
条
件

を
付
す
も
の
の
、
神
以
外
の
存
在
に
も
そ
れ
が
実
体
で
あ
る
こ
と
を
容
認
す
る
。
一
言
う
な
れ
ば
実
体
の
定
義
に
お
け
る
適
用
除
外
を
認

(
3
)
 

め
て
い
る
。
神
と
被
造
物
は
「
一
義
的
に
(
ロ
尽
き

2
こ
で
は
な
い
に
せ
よ
と
も
に
実
体
な
の
で
あ
る
。
一
方
ひ
と
つ
の
可
能
性
と
し
て
、

そ
の
厳
密
さ
ゆ
え
「
被
造
実
体
」
と
い
う
概
念
こ
そ
出
さ
な
い
が
、
「
実
体
の
変
様
」
の
中
に
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
被
造
実
体
」
の
存
在
の
余

地
を
認
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
聞
い
に
対
し
て
は
、
後
で
確
認
す
る
よ
う
に
ス
ピ
ノ
ザ
は
認
め
て
い
な
い
と
べ

i
ル
は
考
え

る
。
も
し
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
単
な
る
言
い
方
の
問
題
で
し
か
な
い
。
繰
り
返
す
が
、

ス
ピ
ノ
ザ
に
あ
っ
て
は
実
体
と
は
神

の
み
に
厳
密
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
物
質
や
魂
に
は
そ
の
定
義
は
適
用
さ
れ
ず
そ
れ
ら
は
実
体
の
変
様
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ



る
。
べ

i
ル
の
批
判
す
る
単
一
実
体
説
と
は
、
こ
う
し
た
被
造
実
体
の
存
在
の
否
定
こ
そ
が
そ
の
核
心
を
な
し
て
い
る
。

被
造
実
体
の
否
定
は
な
ぜ
批
判
さ
れ
る
の
か
。
ま
ず
ひ
と
つ
に
は
、

註

(
C
C
)
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
神
の
不
変
性

に
抵
触
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
無
限
で
必
然
的
な
実
体
と
し
て
の
ス
ピ
ノ
ザ
の
神
に
は
絶
対
に
い
か
な
る
変
化
も
起
こ
ら
な

い
こ
と
に
注
意
す
れ
ば
十
分
だ
」
と
い
う
ス
ピ
ノ
ザ
擁
護
の
弁
に
対
し
て
べ

l
ル
が
反
論
を
加
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

ス
ピ
ノ
ザ
の

哲
学
に
あ
っ
て
は
実
体
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
常
に
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
て
様
相
の
み
が
移
ろ
う
の
だ
、

と
す
る
こ
と
へ
の
反
駁
で
あ
る
。

創造論と内在因としての実体

そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
ス
ピ
ノ
ザ
派
の
反
論
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
「
様
態
」
に
つ
い
て
で
は
な
く
デ
カ
ル
ト
派
が
区
別
し
た
よ
う

な
「
偶
有
性
」
に
当
て
は
ま
る
議
論
で
あ
ろ
う
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
「
実
体
の
変
様
」
を
デ
カ
ル
ト
同
様
「
偶
有
性
」
で
は
な
く
「
様
態
」

の
意
味
に
と
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
、

そ
れ
は
文
字
通
り
実
体
そ
の
も
の
の
変
様
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
べ

l
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

自
分
が
批
判
し
て
い
る
の
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
神
そ
の
も
の
が
消
滅
と
再
生
を
繰
り
返
し
て
い
る
な
ど
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
「
変
化
す
る

(
岳
山
口
明
叶
)
」
と
は
、
「
或
る
も
の
の
「
無
化
』
や
全
面
的
な
破
壊
、
消
滅
で
は
な
く
、
持
つ
の
を
や
め
る
偶
有
性
や
獲
得
し
は
じ
め
る

偶
有
性
の
基
体
は
同
じ
で
あ
り
な
が
ら
、
或
る
状
態
か
ら
他
の
状
態
へ
移
行
す
る
こ
と
」
に
決
ま
っ
て
い
る
(
N
弓
)
。
ベ
ー
ル
に
よ
れ
ば

「
変
化
」
と
は
「
1
、
こ
わ
さ
れ
た
形
相
の
基
体
が
新
た
な
形
相
の
も
と
で
も
存
続
す
る
と
い
う
こ
と
。

2
、
基
体
の
本
質
的
な
も
の

が
こ
の
よ
う
に
保
た
れ
で
も
、
な
お
か
つ
、

不
変
的
な
本
性
と
は
相
容
れ
な
い
厳
密
な
意
味
で
の
内
的
変
化
を
蒙
る
の
を
き
ま
た
げ
る

も
の
で
は
な
い
こ
と
」
(
芯
位
)
と
い
う
こ
つ
の
こ
と
を
前
提
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
ー
で
は
明
ら
か
に
先
ほ
ど
見
た
よ
う
な
「
変
化
す

る
」
こ
と
の
定
義
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
問
題
は

2
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ベ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
変
化
に
お
い
て
基
体
の
本

質
が
そ
の
ま
ま
で
あ
る
と
し
て
も
厳
密
な
意
味
で
の
「
内
的
変
化
」
が
生
じ
て
い
る
、

と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
不
変
的
な
本
性
と
は
相
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容
れ
な
い
」
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
実
体
の
変
様
」
に
関
し
て
、
仮
に
実
体
と
し
て
の
神
は
本
質
的
に
は
そ
の
ま
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ま
で
あ
る
と
し
て
も
そ
の
「
内
的
変
化
」
は
避
け
ら
れ
な
い
。

つ
ま
り
、
神
の
不
変
性
が
確
保
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で

みの
?
Q

。
ベ
ー
ル
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
単
一
実
体
説
を
批
判
す
る
理
由
の
ひ
と
つ
に
は
こ
の
よ
う
な
神
の
不
変
性
に
関
す
る
問
題
が
あ
る
か
ら

だ
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
節

作
動
因
と
質
料
因

註

(
D
D
)
に
戻
ろ
う
。
被
造
実
体
を
認
め
な
い
こ
と
は
ま
た
、
ベ
ー
ル
に
よ
れ
ば
以
下
の
よ
う
な
帰
結
を
も
た
ら
す
。
べ

i
ル
が
「
実

体
の
変
様
」
を
問
題
に
し
て
い
る
そ
の
他
の
箇
所
を
見
て
み
よ
う
。

「
要
は

ス
ピ
ノ
ザ
の
体
系
で
『
変
様
』
と
い
う
語
の
真
の
意
味
は
何
か
と
い
う
事
実
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
創
造
さ
れ
た

実
体
と
普
通
言
わ
れ
る
の
と
同
じ
も
の
と
解
す
べ
き
か
、

そ
れ
と
も
デ
カ
ル
ト
氏
の
体
系
で
こ
の
言
葉
が
持
つ
意
味
に
解
す
べ
き

か
。
私
は
あ
と
の
ほ
、
つ
が
い
い
と
思
う
。
も
う
ひ
と
つ
の
意
味
だ
と
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
神
の
実
体
と
区
別
さ
れ
た
も
ろ
も
ろ
の
被
造

物
を
認
め
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
被
造
物
は
無
か
ら
作
ら
れ
た
か
、
神
と
は
別
の
質
料
か
ら
作
ら
れ
た
か
、
ど

ち
ら
か
で
あ
ろ
う
」

(NS、
傍
点
引
用
者
)
。

再
度
、

ス
ピ
ノ
ザ
が
「
実
体
の
変
様
」
を
ど
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
て
い
た
か
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
当
然
ベ
ー
ル
は
こ
こ
で
も
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
そ
れ
が
「
も
う
ひ
と
つ
の
意
味
」
、
す
な
わ
ち
「
被
造
実
体
」
の
意
味
で
は
な
い
と
解
釈
す
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
引
用
で
は
、
被
造
実
体
を
容
認
す
る
立
場
に
対
し
て
あ
る
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
神
の
実
体
と
区
別
さ
れ
た

も
ろ
も
ろ
の
被
造
物
」
、

つ
ま
り
被
造
実
体
が
「
無
か
ら
作
ら
れ
た
か
」
あ
る
い
は
「
神
と
は
別
の
質
料
か
ら
作
ら
れ
た
か
」
と
い
う
問



題
で
あ
る
。

ベ
ー
ル
は
「
ス
ビ
ノ
ザ
が
両
方
と
も
認
め
て
い
な
い
」
と
言
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、

ス
ピ
ノ
ザ
は

被
造
実
体
と
い
う
も
の
自
体
を
認
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
存
在
を
前
提
と
す
る
議
論
自
体
が
有
効
で
は
な
い
こ
と
は
当
然

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
被
造
実
体
が
無
か
ら
作
ら
れ
る
か
、
神
と
は
別
の
質
料
か
ら
作
ら
れ
る
か
、

と
い
う
各
々
の
主
張
そ
の
も
の
に

対
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
の
立
場
か
ら
の
反
論
を
べ

i
ル
は
府
う
。
す
な
わ
ち
「
無
か
ら
作
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

ノ
ザ
に
と
っ
て
は
そ
も
そ
も
「
無
か
ら
の
創
造
」
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
「
神
と
は
別
の
質
料
か
ら
作
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
に
対

ス
ピ

創造論と内在因としての実体

し
て
、
デ
カ
ル
ト
と
は
異
な
っ
て
延
長
は
神
の
属
性
で
あ
る
以
上
個
々
の
延
長
は
神
の
内
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
「
神
と
は
別
の
」
存
在
な

ど
認
め
ら
れ
な
い
は
ず
だ
、
と
言
う
の
で
あ
る
(
芯
匙
)
。
ま
た
例
え
ば
、
註

(O)
に
お
い
て
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
「
〔
永
遠
で
神
と

異
な
る
物
質
に
つ
い
て
〕
必
然
的
に
存
在
す
る
く
せ
に
活
動
力
を
欠
き
、
他
の
原
理
に
服
従
し
て
い
る
物
質
な
ど
、

理
性
が
満
足
で
き

る
も
の
で
は
な
い
。
〔
中
略
〕
無
か
ら
創
造
さ
れ
た
物
質
と
い
う
の
も
、
そ
れ
ま
で
無
だ
っ
た
も
の
を
実
在
的
な
実
体
に
変
え
る
或
る
意

志
行
為
の
観
念
を
い
く
ら
持
と
う
と
努
め
た
と
こ
ろ
で
、
や
は
り
理
解
で
き
る
代
物
で
は
な
い
」

(NS、
括
弧
内
引
用
者
)
。
「
神
と
は

別
の
質
料
」
、

つ
ま
り
神
に
よ
る
「
無
か
ら
の
創
造
」
の
困
難
を
回
避
す
る
た
め
に
仮
定
さ
れ
た
永
遠
の
昔
か
ら
存
在
す
る
物
質
が
、
自

ら
運
動
す
る
力
を
持
た
ず
神
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
し
か
動
き
え
な
い
は
ず
は
な
く
神
に
服
従
す
る
理
由
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
「
無

か
ら
の
創
造
」
も
認
め
ら
れ
な
い
。

ス
ビ
ノ
ザ
に
し
て
み
れ
ば
被
造
実
体
を
容
認
す
れ
ば
こ
う
し
た
問
題
を
抱
え
こ
む
こ
と
に
な
る
、

と
べ

i
ル
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
『
省
察
』

の
「
第
三
省
察
」
に
お
い
て
、
結
果
に
あ
る
の
と
同
じ
だ
け
の
実
在
性
を
原
因
が
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(4) 

と
デ
カ
ル
ト
は
述
べ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
デ
カ
ル
ト
と

の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
無
か
ら
の
創
造
」
は
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
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並
ん
で
「
ス
コ
ラ
哲
学
を
捨
て
た
す
べ
て
の
哲
学
者
」
と
し
て
べ

l
ル
が
そ
の
筆
頭
に
名
前
を
挙
げ
て
い
た
ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
は
、
「
第
五



26 

反
論
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
自
ら
の
見
解
を
述
べ
る
。

円ソ
J
h
u

、

「
『
原
因
の
う
ち
に
存
し
な
い
い
か
な
る
も
の
も
結
果
の
う
ち
に
存
し
な
い
』
と
い
う
こ
と
は
、
作
動
因
に
つ
い
て
理
解
さ
れ
る
よ

む
し
ろ
質
料
因
に
つ
い
て
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
作
動
因
は
外
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま

た
た
い
て
い
は
結
果
と
は
異
な
っ
た
本
性
を
有
す
る
も
の
で
す
か
ら
。
そ
し
て
結
果
は
、
そ
の
実
在
性
を
作
動
因
か
ら
得
て
く
る

と
言
わ
れ
ま
す
が
、
し
か
し
結
果
は
、
作
動
因
が
必
然
的
に
己
れ
の
う
ち
に
有
す
る
実
在
性
を
受
け
取
る
の
で
は
な
く
、
作
動
因

が
ど
こ
か
別
の
と
こ
ろ
か
ら
得
て
く
る
こ
と
が
で
き
る
実
在
性
を
受
け
取
る
の
で
す
。
〔
中
略
〕
一
言
で
一
舌
吉

を
合
む
の
は
、
或
る
一
定
の
質
料
か
ら
そ
れ
を
輪
郭
づ
け
、
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、

そ
れ
以
外
の
理
由
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
(
〉
、
戸
〈
戸
N
g
l
N
∞
句
、
傍
点
引
用
者
)
。

ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
は
「
無
か
ら
の
創
造
」
を
否
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
作
動
因
自
体
が
質
料
を
含
む
も
の
で
な
い
限
り
創
造
さ
れ
た
も
の

の
質
料
は
作
動
因
そ
の
も
の
か
ら
は
出
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
作
動
因
の
み
に
よ
っ
て
全
て
が
生
み

出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
「
作
動
因
と
は
別
の
と
こ
ろ
か
ら
」
あ
る
い
は
「
或
る
一
定
の
質
料
か
ら
」
実
在
性
を
受
け
取
る
、

つ
ま
り
作

動
因
た
る
神
と
は
別
に
あ
る
質
料
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
デ
カ
ル
ト
は
「
第
五
答
弁
」
に
お
い
て
、
「
〈
形

{
5
)
 

相
の
完
成
〉
は
、
け
っ
し
て
質
料
因
の
う
ち
に
で
は
な
く
て
、
独
り
作
動
因
の
う
ち
に
の
み
、
前
も
っ
て
存
在
し
て
い
る
」
と
述
べ
る
。

ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
は
「
質
料
」
の
観
点
か
ら
の
創
造
に
つ
い
て
問
題
に
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

デ
カ
ル
ト
は
あ
く
ま
で
も
「
形
相
の
完

成
」
と
い
う
形
で
答
え
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
と
に
か
く
、
被
造
実
体
が
「
無
か
ら
作
ら
れ
た
か
」
そ
れ
と
も
「
神
と
は
別
の
質
料

か
ら
作
ら
れ
た
か
」
と
い
う
べ

l
ル
の
問
い
に
つ
い
て
、
も
ち
ろ
ん
デ
カ
ル
ト
と
ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
は
と
も
に
「
無
か
ら
の
創
造
」
を
否



一
方
こ
こ
で
デ
カ
ル
ト
は
、
神
と
は
別
の
質
料
を

(6) 

認
め
ず
、
た
だ
作
動
因
の
み
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
デ
カ
ル
ト
は
神
が
物
質
を
創
造
し
た
こ
と
を
明
言
も
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
非

定
す
る
が
、

ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
は
明
ら
か
に
「
神
と
は
別
の
質
料
」
を
認
め
て
い
る
。

物
質
的
な
神
が
被
造
実
体
を
創
造
す
る
際
、

そ
こ
に
物
質
性
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
し
か
し

こ
れ
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
。
た
だ
こ
こ
で
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
ス
ピ
ノ
ザ
は
べ

1
ル
に
よ
っ
て
、

ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
じ
反
論

す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
こ
と
が
言
え
よ
う
。

創造論と内在因としての実体

こ
の
よ
う
な
文
脈
を
背
景
に
し
て
べ

l
ル
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
例
え
ば
太
陽
が
神
の
延
長
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、

ス
ピ
ノ
ザ
は
「
無
か
ら
の
創
造
」
を
認
め
ざ
る
を
え
ま
い
。
そ
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
創
造
を
否
定
す
る
」
た
め
に
、
神
は
太
陽
の
「
質

料
因
」
と
し
て
あ
り
、
「
太
陽
は
神
と
区
別
さ
れ
ず
、
神
そ
の
も
の
で
あ
り
、
神
全
体
で
あ
る
」

(
N吋
C
)

、
と
一
言
う
。
す
で
に
見
た
よ
う

ス
ピ
ノ
ザ
に
あ
っ
て
は
太
陽
は
無
か
ら
も
「
神
と
は
別
の
質
料
」
か
ら
も
作
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

で
あ
る
な
ら
ば
、
太
陽
は
神

と
区
別
さ
れ
ず
神
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
な
い
。
「
物
質
が
永
遠
と
異
な
る
こ
と
も
、
物
質
が
無
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
も
、

ス
ピ
ノ
ザ
は
「
断
崖
へ
と
び
こ
ん
だ
」

(
N
S
)

。
ベ
ー
ル
が
「
ス
ピ
ノ
ザ
は
創
造
を
否
定
す

〔
中
略
〕
理
解
で
き
な
か
っ
た
」
た
め
に
、

る
」
と
述
べ
る
の
は
「
外
的
な
も
の
」
と
し
て
の
作
動
因
が
生
み
出
す
と
い
う
意
味
で
の
「
創
造
」
を
否
定
し
て
い
る
、

と
い
う
意
味

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
べ

l
ル
に
よ
れ
ば
、
原
因
と
し
て
の
神
が
そ
の
結
果
に
物
質
性
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
に
対

し
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
物
質
性
を
そ
も
そ
も
の
原
因
と
し
て
の
神
に
与
、
ぇ
、

さ
ら
に
「
創
造
」
で
は
な
く
神
そ
の
も
の
が
「
変
様
」
し
て

い
る
と
考
え
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
神
は
太
陽
の
「
質
料
因
」
と
し
て
あ
る
。

べ
i
ル
は
ま
た
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

27 



と
し
て
の
神
の
内
に
あ
り
、

「
ほ
か
の
哲
学
者
が
言
う
に
は
、
創
造
さ
れ
た
実
体
は
作
動
固
な
い
し
他
動
因
〔
外
在
因
〕

(
g
c
m
o
E出
巳

S
Z
2同

S
E
R
-
S
)

し
た
が
っ
て
神
と
は
実
在
的
か
つ
全
的
に
(
『

mEぽ
E
O
E
Z
E
E
-
0
5
2
C
区
別
さ
れ
る
。
し
か
し

28 

ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
る
と
、
被
造
物
は
結
果
が
質
料
因
の
内
に
あ
る
よ
う
に
、
ま
た
は
偶
有
性
が
内
属
基
体
の
内
に
あ
る
よ
う
に
、
ま

た
は
燭
台
と
い
う
形
が
燭
台
を
構
成
す
る
錫
の
内
に
あ
る
よ
う
に
し
て
神
の
内
に
あ
る
の
で
あ
る
。
三
次
元
の
物
と
し
て
の
太
陽

や
月
や
樹
木
は
、
そ
れ
ら
の
延
長
を
構
成
す
る
質
料
因
と
し
て
の
神
の
内
に
あ
る
。
だ
か
ら
、
神
と
太
陽
等
の
聞
に
は
同
一
性
が

存
在
す
る
」

(
N
呂
、
傍
点
・
括
弧
内
引
用
者
)
。

「
ほ
か
の
哲
学
者
」
、
す
な
わ
ち
デ
カ
ル
ト
に
せ
よ
ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
に
せ
よ
、
作
動
因
と
し
て
の
神
は
「
外
的
な
も
の
」
あ
る
い
は
「
他

動
的
〔
外
在
的
〕
(
昨
日

E
E〈
ぬ
こ
で
あ
っ
て
、
被
造
実
体
は
そ
の
よ
う
な
神
の
内
に
あ
る
と
は
い
え
、
実
体
で
あ
る
以
上
神
の
実
体
と

は
「
実
在
的
か
つ
全
的
に
区
別
さ
れ
る
」
。
し
か
し
べ

l
ル
に
よ
れ
ば
、
「
実
体
の
変
様
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
被
造
実
体
を
認
め
な
い
ス

ピ
ノ
ザ
に
あ
っ
て
は
被
造
物
と
神
の
実
体
は
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
そ
れ
ら
の
延
長
を
構
成
す
る
質
料
因
と

し
て
の
神
の
内
に
あ
る
」
と
は
、
「
実
在
的
か
つ
全
的
に
区
別
さ
れ
る
」
こ
と
が
で
き
ず
両
者
に
は
「
同
一
性
が
存
在
す
る
」
。
も
ち
ろ

ん
質
料
因
だ
け
で
は
何
も
生
み
出
さ
れ
な
い
。
し
か
し
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
神
と
被
造
物
の
関
係
に
お
い
て
作
動
因
が
認
め
ら
れ
な
い

こ
と
に
つ
い
て
べ

l
ル
は
、
神
が
作
動
因
で
あ
る
と
と
も
に
そ
れ
の
対
象
で
あ
る
の
は
「
常
軌
を
逸
し
た
仮
説
で
あ
る
」
と
す
で
に
非

難
し
て
い
た
お
呂
)
。



む
す
び

ベ
ー
ル
は
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
る
実
体
の
定
義
で
は
な
く
「
実
体
の
変
様
」

の
意
味
を
問
題
に
し
た
。
す
な
わ
ち
「
実
体
の
変
様
」
に
は

被
造
実
体
と
い
う
概
念
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
局
ス
ピ
ノ
ザ
は
被
造
実
体
の
存
在
を
認
め
て
は
お
ら

創造論と内在因としての実体

ず
、
そ
こ
か
ら
は
二
つ
の
決
定
的
な
問
題
が
導
出
さ
れ
る
。
ま
ず
神
の
「
実
体
の
変
様
」
で
あ
る
が
ゆ
え
の
神
の
不
変
性
の
否
定
で
あ

(
7
)
 

デ
カ
ル
ト
が
言
う
よ
う
に
「
い
か
な
る
変
化
も
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
よ
う
な
神
の

る

ベ
ー
ル
に
と
っ
て
神
の
不
変
性
は
、

実
体
と
被
造
実
体
と
が
明
確
に
区
別
さ
れ
、
「
実
体
の
変
様
」
と
は
被
造
「
実
体
の
変
様
」
で
あ
る
な
ら
ば
確
保
さ
れ
る
。
被
造
実
体
の

否
定
は
ま
た
別
の
問
題
を
派
生
さ
せ
る
。
神
の
実
体
と
は
実
在
的
に
区
別
さ
れ
る
被
造
実
体
の
存
在
は
、

そ
の
「
創
造
」
の
因
果
性
に

お
い
て
作
動
因
が
要
請
さ
れ
る
。
そ
の
両
者
が
実
在
的
に
区
別
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
「
外
的
な
も
の
」
と
い
う
作
動
因
の
必
要
条
件

を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、

被
造
実
体
が
否
定
さ
れ
る
ス
ピ
ノ
ザ
に
あ
っ
て
は
「
実
体
の
変
様
」
と
は
神
の
変

そ
の
両
者
の
間
に
実
在
的
な
区
別
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
創
造
」
は
あ
り
え
ず
、

そ
の
「
変
様
」
な
い
し
様
態
が
生
じ

様
で
あ
り
、

る
た
め
に
は
神
そ
の
も
の
に
延
長
を
認
め
る
他
は
な
い
。
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
神
は
質
料
因
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ

ん
質
料
因
の
み
で
は
何
も
生
み
出
さ
れ
る
は
ず
も
な
く
、
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
は
神
が
質
料
因
で
あ
る
な
ど
と
は
言
わ
ず
作
動
因
で
あ
る
と

(

8

)

e

(

9

)

 

す
る
。
ま
た
、
神
の
不
変
性
に
関
し
て
も
「
神
あ
る
い
は
神
の
属
性
は
不
変
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
作
動
因
は
外
在
的
で
あ

る
と
す
る
べ

l
ル
に
と
っ
て
、
神
は
内
在
因
で
あ
り
か
つ
作
動
因
で
あ
る
と
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
見
解
は
矛
盾
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。

と
こ
ろ
で
、

こ
こ
で
は
作
動
因
を
内
在
因
と
す
る
こ
と
が
転
換
点
と
な
っ
て
、
神
の
不
変
性
を
含
め
た
議
論
の
問
題
系
を
変
容
さ
せ
て

29 

し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。



30 

と
り
あ
、
え
ず
の
結
論
と
し
て
き

ス
ピ
ノ
ザ
は
被
造
実
体
を
認
め
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
他
の
哲
学
者
と
は
違
っ
た
道
を
歩

ん
だ
、

と
い
う
の
が
わ
れ
わ
れ
が
見
て
き
た
限
り
で
の
べ

l
ル
の
批
判
で
あ
り
、

そ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
神
か
ら
ど
の
よ
う
に
物
質
が
生

じ
た
の
か
と
い
う
困
難
な
問
題
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
解
答
に
な
っ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
べ

l
ル
は
、
世
界
の
多

様
性
に
つ
い
て
、
無
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
の
で
も
な
く
永
遠
で
神
と
は
異
な
る
物
質
の
存
在
を
仮
定
す
る
こ
と
も
な
い
よ
う
な
、

"" 

ル
の
考
え
る
「
創
造
」
と
は
別
の
解
答
を
ス
ピ
ノ
ザ
か
ら
引
き
出
す
。
「
ス
ピ
ノ
ザ
は
い
や
で
も
、
神
が
物
質
と
区
別
さ
れ
ず
、
必
然
的

に
力
の
か
ぎ
り
作
用
し
、

そ
れ
も
自
分
自
身
の
外
で
は
な
く
自
分
の
内
部
で
作
用
す
る
よ
う
な
、

そ
う
い
う
新
た
な
体
系
を
求
め
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
」

(
N
S
)

。
ベ
ー
ル
は
神
と
区
別
さ
れ
な
い
よ
う
な
そ
う
し
た
物
質
、
す
な
わ
ち
延
長
に
能
産
性
を
認
め
て
い
る
。
し
か

し
そ
の
よ
う
な
延
長
は
も
は
や
能
産
的
自
然
と
し
て
の
属
性
で
あ
る
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
あ
る
書
簡
を
思
い

起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は

い
か
に
し
て
延
長
か
ら
事
物
の
多
様
性
が
生
じ
る
の
か
と
問
う
チ
ル
ン
ハ
ウ
ス
の
質
問
に
答
え
る

も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
単
な
る
延
長
の
概
念
か
ら
し
て
は
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
、

デ
カ
ル
ト
が
物
質
を
単
な
る
延
長
と

定
義
し
て
い
る
の
は
正
し
く
な
く
、
事
物
の
多
様
性
は
永
遠
無
限
の
本
質
を
表
現
す
る
属
性
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

(
日
)

と
言
わ
れ
て
い
た
。
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
事
物
の
多
様
性
は
、
被
造
実
体
と
し
て
の
延
長
の
変
様
で
あ
り
、
そ
の
前
提
と
し
て
の
被
造

実
体
の
「
創
造
」

の
説
明
は
困
難
が
伴
う
。
し
か
し
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
は
「
創
造
」
で
は
な
く
、
神
の
属
性
と
し
て
の
延
長
そ
れ
自

身
が
能
産
性
を
有
す
る
こ
と
か
ら
事
物
の
多
様
性
が
生
じ
う
る
。

ベ
ー
ル
の
批
判
は
図
ら
ず
も
こ
れ
を
説
明
し
て
み
せ
た
。

‘淫

べ
i
ル
の
テ
ク
ス
ト
は
、
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SUMMARY 

La creation et la substance comme cause immanente: 

critique de Spinoza par Pierre Bayle 

32 

Akinori NAKANO 

Dans Dictionnaire historique et critique, Pierre Bayle critique la seul 

substance chez spinozisme. Selon Bayle, le spinozisme se resume en trois 

points suivants: 1 qu'il n'y a qu'une substance dans l'Univers; 2 que cette 

substance est Dieu; 3 que tous sont des modifications de Dieu. Alors, il 

examine le sens du mot <modification de substance:> chez Spinoza, non 

pas de <substance:>. Il comprend que Spinoza le prend en ce meme sens 

chez Descartes. 

Mais, à la difference de Descartes, Spinoza n'admet pas de <sub

stance créée:>. C'est-à-dire, il ne reconnaît pas des creatures distinctes 

de la substànce divine. Par coséquent, Spinoza considère, selon Bayle, 

la substance comme Dieu se modifie. Ainsi l'immutabilité de Dieu ne 

peux pas assure. 

Puis, Bayle refute non seulement l'immutabilité de Dieu chez 
Spinoza, mais aussi la causalité. Selon Spinoza, la cause efficiente est 

la cause immanente. Cependant, selon Bayle, elle est antérieure et 

différente à un effet et a pour cause autre chose. Autrement dit, elle 

est la cause transitive. Par coséquent, Bayle entend la cause immanente 

comme la cause materielle, non pas la cause efficiente. Enfin, il n'admet 

pas que la création est la cause immanente. 




