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ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る

「
神
の
存
在
証
明
」

堀

江

回
附

神
の
存
在
証
明
は
、
倫
理
・
宗
教
的
な
問
題
を
「
証
明
」
と
い
う
論
理
的
な
操
作
に
よ
っ
て
根
拠
、
つ
け
る
作
業
と
し
て
、
中
世
か
ら

近
世
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
の
中
で
特
殊
な
位
置
を
占
め
て
き
た
。
ス
ピ
ノ
ザ
も
ま
た
「
エ
チ
カ
』
の
冒
頭
で
神
の
存
在
証
明

を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
次
の
点
で
際
立
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
神
あ
る
い
は
自
然
」
も
し
く
は
「
神
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
内
在

(l) 

的
原
因
で
あ
っ
て
超
越
的
原
因
で
は
な
い
」

(qz)と
い
う
言
葉
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
自
然
に
お
け
る
事
物
の
存
在
を
根
拠
づ

け
る
た
め
に
自
然
の
外
部
領
域
に
あ
る
存
在
を
全
く
想
定
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
神
存
在
の
問
題
と
自
然
存
在
の

問
題
と
が
、
同
じ
一
つ
の
領
域
に
あ
る
も
の
と
見
な
さ
れ
、
そ
こ
で
同
じ
一
つ
の
論
理
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
意
昧
で
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
神
証
明
は
、
倫
理
・
宗
教
的
な
問
題
を
自
然
認
識
の
論
理
に
よ
っ
て
補
完
し
よ
う
と
し
た
り
、
後
者
の

論
理
が
尽
き
る
と
こ
ろ
で
前
者
の
領
域
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
神
の
存
在
証
明
と
は
、
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
神
存
在
の

問
題
を
合
理
主
義
的
な
自
然
認
識
の
論
理
に
よ
っ
て
切
り
捨
て
た
の
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、

い
ず
れ
に
し
て
も
神
と
自
然

と
の
領
域
の
区
別
を
前
提
に
し
て
い
る
。
本
稿
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
神
の
存
在
証
明
(
「
エ
チ
カ
』
第
一
部
定
理
一

i
十
一
)
の

41 

考
察
を
通
じ
て
、
こ
の
二
つ
の
領
域
が
区
別
さ
れ
な
い
「
論
理
」
の
在
り
方
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
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実
体
と
属
性

最
初
の
定
理
一

i
八
で
は
「
同
一
属
性
を
持
つ
実
体
は
自
然
の
中
で
た
だ
一
つ
存
在
す
る
」
こ
と
を
証
明
す
る
の
が
問
題
に
な
っ
て

(2) 

い
る
。
そ
れ
は
次
の
二
つ
の
段
階
に
分
け
て
論
証
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
「
実
体
は
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
在
り
、
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て

考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
同
{
出
)
か
ら
「
知
性
が
実
体
に
つ
い
て
そ
の
本
質
を
構
成
し
て
い
る
」

(
E
e別
の
属
性
を
持
つ
実

体
と
は

「
相
互
に
共
通
点
を
持
た
な
い
」

(qN)。
従
っ
て
別
の
実
体
か
ら
「
産
出
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

(
S
S
。
つ
ま
り
、

他
の
実
体
を
原
因
と
す
る
よ
う
な
実
体
は
存
在
し
え
な
い
。
故
に
「
自
然
の
う
ち
に
は
同
一
本
性
あ
る
い
は
同
一
属
性
を
持
つ
二
つ
あ

る
い
は
被
数
の
実
体
は
存
在
し
な
い
」
(
右
日
)
。
第
二
に
、
他
の
実
体
を
原
因
と
し
な
い
も
の
は
「
自
己
原
因
」
と
見
な
さ
れ
る
。
自

己
原
因
と
は

「
そ
の
本
質
が
存
在
を
含
む
、
あ
る
い
は
そ
の
本
性
が
存
在
す
る
と
し
か
考
え
ら
れ
ら
れ
な
い
も
の
」

(E-HV
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
自
己
原
因
で
あ
る
「
実
体
の
本
性
に
は
存
在
す
る
こ
と
が
属
す
る
」
(
ぜ
斗
)
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て

「
同
一
属
性
を
持
つ

実
体
は
自
然
の
中
で
た
だ
一
つ
存
在
す
る
」
と
結
論
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
一
の
段
階
で
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
実
体
と
属
性
の
定
義
か
ら
形
式
的
に
帰
結
さ
れ
る
こ
と
以
外
に
は
、
基
本
的
に
何
も
結
論
し
て
い
な

Lミ
O 

一
般
に
実
体
・
属
性
関
係
が
「
S
は
P
で
あ
る
」
と
い
っ
た
認
識
や
判
断
の
基
本
的
な
形
式
を
表
現
す
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、

ス

ピ
ノ
ザ
は
そ
の
基
本
形
式
を
、
幾
つ
か
の
公
理
と
実
体
・
属
性
に
関
す
る
自
ら
の
定
義
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
展
開
し
た
に

過
ぎ
な
い
。
し
か
し
そ
こ
か
ら
、
伝
統
的
な
存
在
論
や
論
理
学
か
ら
見
れ
ば
及
び
も
つ
か
な
い
結
論
、
す
な
わ
ち
「
自
然
の
う
ち
に
は

被
数
の
実
体
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
結
論
を
引
き
出
し
た
。
こ
の
論
理
を
よ
り
詳
し
く
見
る
た
め
に
、
実
体
・
属
性
に
関
す
る
デ
カ

ル
ト
と
ス
ピ
ノ
ザ
の
考
え
方
の
違
い
を
比
較
し
て
み
よ
う
。



(
神
)

「
神
の
協
力
に
よ
っ
て
の
み
存
在
し
う
る
」

デ
カ
ル
ト
は
、
実
体
に
関
し
て
「
存
在
す
る
た
め
に
何
も
要
し
な
い
」
も
の

(3) 

も
の
と
の
区
別
を
最
初
か
ら
前
提
に
し
て
い
る
。
ま
た
属
性
に
関
し
て
は
、
「
各
々
の
実
体
に
は
一
つ
の
主
な
性
質
(
属
性
)
が
あ
っ

す
)

て
、
こ
れ
が
そ
の
実
体
の
本
質
を
構
成
し
、
他
の
全
て
の
属
性
は
こ
れ
に
帰
着
せ
し
め
ら
れ
る
」
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
ス
ピ
ノ
ザ

と

は
、
実
体
の
内
容
や
単
数
・
複
数
に
か
か
わ
り
な
く
、
た
だ
「
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
在
り
、
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
」
も
の

と
だ
け
定
義
す
る
。

つ
ま
り
、
実
体
が
な
に
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
内
容
の
問
題
を
あ
え
て
無
視
し
、
そ
の
概
念
上
の
形
式
だ
け
に
注

スピノザにおける「神の存在証明」

目
す
る
。
同
じ
よ
う
に
属
性
の
概
念
も
、
「
実
体
の
本
質
を
構
成
す
る
」
こ
と
だ
け
に
着
目
し
て
、
そ
れ
以
外
の
副
次
的
な
「
性
質
」

の
概
念
を
切
り
捨
て
る
。

つ
ま
り
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
デ
カ
ル
ト
の
提
示
し
た
実
体
・
属
性
概
念
か
ら
、
事
物
の
内
容
や
性
質
に
関
係
す
る

暖
昧
な
部
分
を
す
べ
て
削
ぎ
落
と
し
、
そ
れ
を
論
理
の
基
本
形
式
と
し
て
純
粋
に
取
り
出
し
た
の
で
あ
る
。

乙
の
形
式
は
、
従
来
の
実
体
・
属
性
関
係
に
お
い
て
暗
黙
の
う
ち
に
前
提
さ
れ
て
い
た
様
々
な
存
在
論
的
区
別
を
放
棄
す
る
も
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
は
、
神
や
そ
の
他
の
様
々
な
事
物
の
存
在
と
い
う
前
提
が
取
り
払
わ
れ
、
神
存
在
と
事
物
存
在
と
の
区
別
が
な
く
な
っ

て
い
る
。
し
か
も
こ
の
措
置
は
徹
底
し
て
い
て
、
同
質
の
実
体
が
自
然
の
中
で
相
互
に
区
別
さ
れ
て
棺
数
存
在
す
る
こ
と
さ
え
も
許
さ

れ
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
と
呼
応
し
て
、
属
性
概
念
は
、
存
在
す
る
事
物
の
様
々
な
在
り
方
を
「
性
質
」
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
を
意
昧

し
な
く
な
っ
て
い
る
。
属
性
は
実
体
の
本
質
を
構
成
す
る
だ
け
、

つ
ま
り
実
体
が
何
で
あ
る
か

(
本
質
)
を
認
識
す
る
だ
け
で
、
そ
の

非
本
質
的
な
偶
有
性
に
は
関
係
し
な
い
。

つ
ま
り
属
性
は
、
存
在
論
的
に
区
別
さ
れ
て
い
る
穣
数
の
存
在
者
の
共
通
な
性
質
を
認
識
す

る
形
式
で
は
も
は
や
な
い
。
す
な
わ
ち
「
同
一
属
牲
を
持
つ
複
数
の
実
体
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

通
常
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
実
体
・
属
性
概
念
は
、
基
体
の
存
在
(
実
体
)
に
対
す
る
性
質
の
認
識
(
属
性
)
と
い
う
、
存
在
と

43 

認
識
に
お
け
る
分
離
・
結
合
の
図
式
を
引
き
ず
っ
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
も
そ
こ
か
ら
抜
け
出
て
い
な
い
。

ス
ピ
ノ
ザ
が
取
り
出
し
た
論
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理
形
式
と
し
て
の
実
体
・
属
性
概
念
は
こ
の
図
式
を
全
面
的
に
脱
却
し
て
い
る
。
む
し
ろ
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
実
体
と
属
性
と
の
、
あ

る
い
は
存
在
と
認
識
と
の
等
価
な
関
係
と
い
っ
た
も
の
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

自
己
原
因
と
定
義

証
明
の
第
二
段
階
で
は
、
「
自
己
原
因
」
と
い
う
概
念
を
媒
介
に
し
て
実
体
の
「
存
在
」
が
積
極
的
に
論
証
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

ス
ピ
ノ
ザ
は
、
「
存
在
す
る
各
々
の
事
物
に
は
、
そ
れ
が
存
在
す
る
あ
る
一
定
の
原
因
が
必
然
的
に
存
す
る
」

(qEN)と
い
う
充
足

理
由
の
原
理
に
従
っ
て
証
明
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
事
物
の
自
己
原
因
と
い
う
こ
と
で
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
何
か
。

自
己
原
因
と
は
「
そ
の
本
質
が
存
在
を
含
む
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
本
性
が
存
在
す
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
も
の
」
(
同
門
口
)
で
あ

る
。
ま
た

「
原
因
」
に
関
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
次
の
二
種
類
を
分
類
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
あ
る
事
物
が
存
在
す
る
そ
の
原
因
は
、
存

在
す
る
事
物
の
本
性
な
い
し
定
義
自
身
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
そ
の
事
物
の
外
部
に
存
し
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」

(qrN)。
明
ら
か
に
前
者
が
自
己
原
因
に
相
当
す
る
。
さ
ら
に
『
知
性
改
善
論
』

で
は
、
「
創
造
さ
れ
な
い
事
物
の
定
義

の
要
件
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
「
一
、
そ
の
定
義
は
一
切
の
原
因
を
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ

う
し
た
事
物
は
自
己
の
説
明
の
た
め
に
自
己
自
身
の
本
質
以
外
の
何
物
を
も
要
し
て
は
な
ら
な
い
。
二
、
一
た
び
そ
の
事
物
の
定
義
が

(5) 

与
え
ら
れ
た
以
上
は
、
そ
れ
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
の
起
こ
る
余
地
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
。
こ
こ
で
「
一
切
の
原
因

の
排
除
」
と
い
う
表
現
は
「
自
己
原
因
」

の
概
念
に
反
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
れ
を
「
一
切
の
外
的
原
因
の
排
除
」
と
考
え
え
れ

ば
『
エ
チ
カ
』

で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
。

否
定
的
な
側
面
か
ら
見
れ
ば
、
自
己
原
因
は
単
に
外
的
原
因
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
事
物
が
自
己



原
因
と
し
て
「
存
在
」
す
る
と
い
う
積
極
的
な
側
面
を
、
知
性
の
作
業
で
あ
る
「
定
義
」
と
本
質
的
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
語
っ
て

い
る
。
事
物
が
「
存
在
」
す
る
の
は
、
そ
の
事
物
の
定
義
が
「
一
切
の
外
的
原
因
を
排
除
」
し
、
そ
の
事
物
の
本
性
(
こ
れ
は
こ
こ
で

は
「
本
質
」
と
同
義
語
で
あ
る
)
だ
け
を
肯
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
一
一
一
一
口
う
と
、
知
性
が
事
物
か
ら
本
性
を
受
け
取
り
そ
れ
を

定
義
で
き
る
の
は
、
そ
の
事
物
が
「
存
在
す
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
」
ほ
ど
そ
の
本
質
に
お
い
て
明
瞭
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
や
は
り
、
論
理
形
式
と
し
て
の
実
体
・
属
性
概
念
と
は
や
や
異
な
る
観
点
か
ら
で
は
あ
る
が
、
存
在
と
認
識
と
の
等
価
性

スピノザにおける「神の存在証明」

が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
自
分
自
身
で
積
極
的
に
、

つ
ま
り
外
的
原
因
を
排
除
し
て
存
在
す
る
事
物
が
先
ず
あ
っ
て
、
そ
れ
を
知
性
が
そ

の
通
り
に
認
識
し
定
義
す
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
知
性
に
よ
る
認
識
・
定
義
に
従
っ
て
、
事
物
の
積
極
的
な
存
在
が
構
成
さ
れ
て
い

る
の
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
我
々
が
あ
る
事
物
を
見
て
そ
れ
が
何
で
あ
る
か

(
本
質
)
を
認
識
す
る
こ
と
、
ま
た
あ
る
事
物

が
存
在
す
る
こ
と
、
こ
の
二
つ
が
同
じ
一
つ
の
事
態
で
あ
る
よ
う
な
論
理
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

定
理
一

j
八
を
通
じ
て
結
論
さ
れ
た
「
同
一
属
性
を
持
つ
実
体
は
自
然
の
中
で
た
だ
一
つ
存
在
す
る
」
と
い
う
言
明
は
、
こ
の
論
理

を
極
め
て
簡
潔
に
言
い
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
実
体
は
自
然
の
中
に
た
だ
一
つ
存
在
す
る
」
と
い
う
、
あ
る
種
の
存
在
論
的

な
主
張
で
は
な
い
。
ま
た

「
一
つ
の
本
質
認
識
(
同
一
属
性
)

は
一
つ
の
実
体
し
か
構
成
し
な
い
」
と
い
う
認
識
論
的
な
主
張
で
も
な

ぃ
。
両
者
の
ど
ち
ら
か
に
優
位
を
与
え
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
論
理
」
か
ら
し
て
許
さ
れ
な
い
。
事
物

を
そ
の
本
質
に
お
い
て
明
瞭
に
理
解
す
る
こ
と
と
そ
の
事
物
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
等
価
だ
か
ら
で
あ
る
。

よ
り
多
く
の
実
在
性

45 

定
理
九
は
「
事
物
が
よ
り
多
く
の
実
在
性
あ
る
い
は
有
を
持
つ
に
従
っ
て
そ
れ
だ
け
多
く
の
属
性
が
そ
の
事
物
に
帰
せ
ら
れ
る
」
と
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い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

「
実
在
性
問
。
包
貯
説
」
と
い
う
一
宇
一
口
葉
が
出
て
く
る
。
事
物
の
「
実
在
性
」
に
多
い
・
少
な
い
と
い
う
程
度

の
差
が
あ
る
こ
と
は
、
当
時
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
語
は
、
あ
る
「
事
物
耳
切
」
が
「
何
か
で
あ
る
こ
と
」

の
本
質
的
な
規

定
牲
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
事
物
の
「
完
全
性
℃

2
P
2
E」
と
同
じ
く
、
事
物
が
事
物
と
し
て

(6) 

来
の
在
り
方
(
本
質
あ
る
い
は
価
値
・
意
昧
)
に
適
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
示
す
術
語
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
の
概
念
は
、
「
最
も
実
在

「
よ
り
多
く
」
そ
の
本

的
な
実
有
。

5

2色
町
巴
自
己

E
」
あ
る
い
は
「
最
も
完
全
な
実
有

g
m
句。『
P
2
z
m
E
E
E」
を
予
想
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
伝
統
的

な
神
の
存
在
証
明
に
極
め
て
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
し
か
し
ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
の
概
念
を
定
義
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
、
「
エ
チ

カ
』
の
中
で
「
よ
り
多
く
の
実
在
性
」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
他
の
箇
所
を
参
照
し
て
み
る
。

「
事
物
の
定
義
が
与
え
ら
れ
る
と
、
そ
こ
か
ら
知
性
は
多
数
の
特
質
を
(
中
略
)
結
論
す
る
。
そ
し
て
事
物
の
定
義
が
よ
り
多
く
の

実
在
性
を
表
現
す
る
に
つ
れ
て
、
言
い
換
え
れ
ば
定
義
さ
れ
た
事
物
の
本
質
が
よ
り
多
く
の
実
在
性
を
含
む
に
つ
れ
て
、
そ
れ
だ
け
多

く
の
特
質
を
結
論
す
る
」

(
q
g吾川
E
・
)
。
「
思
惟
す
る
実
有
が
よ
り
多
く
の
も
の
を
思
惟
し
う
る
に
従
っ
て
、
そ
れ
は
そ
れ
だ
け
多

く
の
実
在
性
あ
る
い
は
完
全
性
を
含
む
」

(
N
匂
宮
)
。
「
我
々
は
一
の
観
念
が
他
の
観
念
よ
り
も
多
く
の
実
在
性
な
い
し
完
全
性
を
有
す

る
こ
と
を
認
識
す
る
、
す
な
わ
ち
一
の
対
象
が
他
の
対
象
よ
り
優
れ
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
そ
の
対
象
の
観
念
も
ま
た
他
の
対
象
の
観
念

よ
り
そ
れ
だ
け
多
く
完
全
で
あ
る
」

(
N
℃品川町)。

以
上
の
一
言
葉
か
ら
我
々
は
次
の
二
つ
の
こ
と
に
気
づ
く
。
第
一
に
「
よ
り
多
く
の
実
在
性
」
に
対
応
す
る
も
の
は
必
ず
し
も
「
よ
り

多
く
の
属
性
」
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
、
属
性
概
念
よ
り
も
広
い
意
昧
を
持
た
せ
て
い
る
「
特
質
」

の
多
さ
に
も
、

あ
る
い
は
一
つ
の
属
性
に
お
け
る
事
物
(
こ
こ
で
は
思
惟
す
る
事
物
な
い
し
観
念
)

の
在
り
方
の
程
度
に
も
、
同
じ
く
「
実
在
性
」

の

程
度
を
対
応
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
意
昧
で
「
実
在
性
」
は
、
す
で
に
提
示
さ
れ
た
実
体
・
属
性
と
い
う
論
理
形
式
と
は
差
し
当
た
っ
て



関
わ
り
な
く
、
む
し
ろ
我
々
が
想
定
し
う
る
様
々
な
特
質
に
よ
る
認
識
や
事
物
存
在
一
般
に
関
係
し
て
、
そ
れ
ら
の
程
度
に
対
応
す
る

何
か
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
の
捉
え
方
で
は
、
事
物
の
「
実
在
性
」
と
は
、

一
つ
の
事
物
が
事
物
と
し
て
、
自
分
の
意

昧
や
価
値
を
体
現
し
て
い
る
そ
の
背
景
や
状
況
一
般
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
事
物
が

「
何
で
あ
る
か
」
(
本
質
あ
る
い

は
意
昧
・
価
値
)
を
成
立
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
の
条
件
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
別
様
に
言
え
ば
、
事
物
と
そ
の
「
実
在
性
」
と
の
関

係
は
一
種
の
「
図
」
と
「
地
」

の
よ
う
な
関
係
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

ス
ピ
ノ
ザ
の
場
合
に
限
ら
ず
、
こ
の
「
地
」
を

スピノザにおける「神の存在証明j

媒
介
に
し
て
「
最
も
意
昧
あ
る
も
の
」
も
示
さ
れ
う
る
、

つ
ま
り
神
の
存
在
も
証
明
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
気
づ
か
れ
る
の
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
が
「
よ
り
多
く
の
実
在
性
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
時
に
は
必
ず
「
ー
で
あ
れ
ば
そ
れ
だ

け
・
:
で
あ
る

(
D
5
1
5
J
g
E
g
-
-
-・
)
」
と
い
う
構
文
を
使
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
構
文
に
従
う
限
り
、
実

在
性
も
属
性
も
、
あ
る
い
は
事
物
の
特
質
や
そ
れ
が
含
ん
で
い
る
完
全
性
も
、
必
ず
し
も
「
一
つ
、
二
つ
・
・
・
」
と
数
え
ら
れ
る
よ

う
な
数
的
な
「
多
さ
」
を
意
昧
し
な
い
。
む
し
ろ
、
あ
る
連
続
し
た
程
度
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
本
質
(
あ
る
い
は
意
昧
・
価
値
)

が
捉
え
ら
れ
る
、
そ
の
よ
う
な
「
地
」

の
在
り
方
を
こ
の
構
文
は
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
ス
ピ
ノ
ザ
の

「
実
在
性
」
概
念
の

独
自
性
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

こ
の
独
自
性
は
、
実
在
性
の
程
度
に
関
し
て
ス
ト
ア
派
や
デ
カ
ル
ト
が
行
っ
た
定
式
化
と
比
較
す
れ
ば
、
よ
り
明
確
に
な
る
。
中
世

ス
ト
ア
派
は
、
事
物
の
実
在
性
の
程
度
を
、
物
質
・
生
命
・
感
覚
・
理
性
と
い
っ
た
階
層
的
・
固
定
的
な
価
値
の
秩
序
と
し
て
説
明
し
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た
。
そ
こ
で
は
、
例
え
ば
人
聞
は
こ
の
四
つ
の
実
在
性
す
べ
て
を
含
ん
で
い
る
が
故
に
、
物
質
と
い
う
実
在
性
し
か
含
ま
な
い
石
よ
り

(エ

も
「
多
く
の
」
実
在
性
を
持
っ
て
い
る
と
さ
れ
た
。
デ
カ
ル
ト
は
、
「
実
在
性
の
多
種
多
様
な
程
量
」
に
関
し
て
「
実
体
は
偶
性
あ
る

(8) 

い
は
様
態
よ
り
も
」
ま
た
「
無
限
な
実
体
は
有
限
な
実
体
よ
り
も
い
っ
そ
う
多
く
の
実
在
性
を
持
つ
」
と
考
え
た
。
し
か
し
ス
ピ
ノ
ザ
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は
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
事
物
の
実
在
性
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
階
層
的
・
非
連
続
的
な
秩
序
か
ら
は
無
縁
で
あ
る
。

こ
う
し
た
意
味
・
価
値
の
連
続
性
、
あ
る
い
は
意
味
・
価
値
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
「
地
」

の
連
続
性
と
い
っ
た
も
の
は
、
自
然
や

世
界
の
捉
え
方
に
関
し
て
極
め
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
帰
結
を
も
た
ら
す
。
そ
こ
で
は
、
例
え
ば
石
と
人
間
と
の
聞
に
は
実
在
性
の

「
程
度

の
差
」
は
あ
る
も
の
の
断
絶
は
な
い
。
同
じ
よ
う
に
、
石
や
人
間
と
最
高
の
実
在
性
を
含
む
と
考
え
ら
れ
る
存
在
者
(
神
)

と
の
聞
に

も
、
原
理
的
に
は
何
の
超
越
や
飛
躍
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
こ
に
は
、
存
在
論
的
な
か
た
ち
で
前
提
さ
れ
る
い
か
な
る
区
別
(
物
質
¥

生
命
¥
感
覚
¥
理
性
、
有
限
実
体
¥
無
限
実
体
)
も
取
り
除
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
超
越
的
存
在
と
自
然
に
お
け
る
事

物
存
在
と
の
聞
の
区
別
が
無
効
に
さ
れ
て
い
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
の

「
よ
り
多
く
の
実
在
性
」
と
い
う
概
念
は
、
こ
う
し
た
自
然
の
捉
え
方

を
含
む
論
理
の
「
地
」
を
一
部
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

四

多
く
の
属
性
か
ら
な
る
実
体

定
理
九
は
「
よ
り
多
く
の
実
在
性
」
を
「
(
よ
り
)
多
く
の
属
性
匂

Z
E
旦
豆
σEMH」
に
対
応
さ
せ
て
い
る
。
前
節
で
の
「
実
在
性
」

に
関
す
る
考
察
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
れ
は
次
の
二
つ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
に
、
論
理
形
式
と
し
て
の
属
性

に
よ
る
認
識
に
も
何
ら
か
の
程
度
の
差
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

つ
ま
り
、
も
し
我
々
が
何
か
を
一
つ
の
属
性
の
下
に
お
い
て
認
識
す
る

な
ら
、
そ
れ
は
一
定
の
実
在
性
の
程
度
の
う
ち
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
言
い
換
え
れ
ば
「
地
」
に
お
け
る
一
定
の

「
悶
」
と
し
て
現
れ

る
。
第
二
に
、
属
性
に
よ
る
認
識
が
常
に
実
体
の
本
質
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
こ
の
「
地
」
と
し
て
の
自
然
の
連
続
的
な
在

り
方
、
が
実
体
の
内
容
を
な
す
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
明
ら
か
に
「
よ
り
多
く
の
実
在
性
」
と
い
う
考
え
を
介
し
て
、
実
体
・
属
性
概
念
の
意
昧
が
拡
張
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち



実
体
・
属
性
概
念
は
、
単
な
る
論
理
形
式
以
上
に
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
自
然
を
捉
え
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
自
然

が
現
れ
る
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
含
意
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
刑
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
論
理
形
式
と
し
て
の
実
体
・
属
性
概

念
が
自
然
の
中
で
現
実
に
作
動
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
が
認
識
に
お
け
る
一
つ
の
条
件
と
し
て
現
れ
る
、
そ
の
仕
方
が
示
唆
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
論
理
形
式
が
自
然
の
中
で
作
動
す
る
」
と
い
う
の
は
、
我
々
が
論
理
形
式
を
実
際
に
自
然
に
適
用
す

る
場
面
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
「
論
理
形
式
の
自
然
へ
の
適
用
」
と
言
わ
な
い
の
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
提
示
し
て
い
る
「
論
理
」
そ

スピノザにおける「神の存在証明」

の
も
の
が
、
認
識
す
る
形
式
と
そ
れ
に
適
用
さ
れ
る
自
然
存
在
と
を
分
離
し
た
図
式
に
従
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
拡
張
さ
れ
た
実
体
・
属
性
概
念
は
、
「
多
く
の
属
性
か
ら
な
る
実
体
」
と
い
う
か
た
ち
で
表
現
さ
れ
て
い
る
と
言
え

る
。
ま
た
定
理
十
で
は
こ
れ
を
さ
ら
に
厳
密
に
規
定
し
て
、
「
実
体
の
各
々
の
属
性
は
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
三
口
わ
れ
る
。
こ
の
点
を
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。

各
々
の
属
性
は
、
我
々
が
そ
れ
に
よ
っ
て
事
物
を
認
識
す
る
時
(
論
理
形
式
が
作
動
す
る
時
て
そ
の
事
物
に
お
け
る
実
在
性
の
程

度
の
う
ち
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
言
い
換
え
れ
ば
「
よ
り
多
く
の
属
性
」

の
中
の
一
つ
と
し
て
自
ら
を
他
か
ら
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら

:
3
o
 

J
ル』

vv

し
か
し
、
あ
る
一
つ
の
属
性
が
他
の
属
性
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い

(EN)。
む
し
ろ
属
牲
の
聞
に
区
別
が
設
け

ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「

(
つ
の
属
性
)
が
他
(
の
属
性
)

の
助
け
を
借
り
ず
に
考
え
ら
れ
る
」
(
右
呂
∞
)
と
い
う
仕
方
、
言

い
換
え
れ
ば
「
各
々
の
属
性
は
自
分
自
身
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
仕
方
に
よ
っ
て
で
し
か
な
い
。
各
々
の
属
性
は
、
限
定
さ

れ
な
い

(
無
限
で
あ
る
)

と
い
う
仕
方
で
の
み
他
の
属
性
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
が
こ
の
属
性
の
在
り
方
は
、
実
体
・
属
性
概
念
を
形
式
的
に
捉
え
る
限
り
で
は
、
矛
盾
を
呈
す
る
。
そ
も
そ
も
「
限
定
さ
れ
な
い
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と
い
う
仕
方
で
区
別
さ
れ
る
」
と
い
う
言
い
方
が
逆
説
的
で
あ
る
。
例
え
ば
、
多
数
の
属
性
が
区
別
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
属
性
の
数
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だ
け
多
く
の
実
体
が
存
在
す
る
、
と
結
論
す
る
こ
と
は
形
式
的
に
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
定
理
一

i
八
で
出
さ
れ
た
「
同

一
属
性
を
持
つ
実
体
は
自
然
の
中
に
た
だ
一
つ
存
在
す
る
」
と
い
う
結
論
と
矛
盾
す
る
。
な
ぜ
な
ら
「
属
性
の
数
だ
け
自
然
の
中
に
実

体
が
存
在
す
る
」
と
言
う
の
な
ら
、
そ
の
複
数
の
実
体
を
同
時
に
捉
え
る
て
い
る

(
限
定
さ
れ
な
い
仕
方
で
の
)
属
性
が
ど
こ
か
に
あ

る
は
ず
で
あ
っ
て
、
そ
の
属
性
は
自
然
の
中
に
被
数
の
実
体
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は

そ
の
属
性
は
、
実
体
の
本
質
を
構
成
し
な
い
が
故
に
属
性
と
は
い
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
複
数
の
実
体
を
構
成
し
て
い
る
認
識
形

式
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
も
明
ら
か
に
矛
盾
し
て
い
る
。

同
様
に
「
多
く
の
属
性
を
持
つ
実
体
」
を
、
何
か
多
く
の
要
素
(
属
性
)
を
統
合
し
て
い
る
統
一
体
(
実
体
)
と
し
て
想
定
す
る
こ

と
も
矛
盾
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
要
素
と
し
て
の
属
性
が
「
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
だ
か
ら
、
そ

れ
を
統
合
し
て
い
る
実
体
は

「
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
あ
り
、

か
っ
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
も
の
」
(
同
門
窃
)
で
は
な
く
な
っ
て

し
ま
う
。
ま
た
「
同
一
属
性
を
持
つ
実
体
」
と
そ
れ
を
統
合
す
る
「
多
く
の
属
性
を
持
つ
実
体
」
と
の
二
種
類
の
実
体
を
、

ス
ピ
ノ
ザ

が
想
定
し
て
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
二
種
類
の
実
体
を
形
式
的
に
区
別
す
る
限
り
両
者
が

「
統
合
す
る
・
さ
れ
る
」
と
い
う
関

係
に
お
い
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
「
関
係
」
を
認
識
す
る
た
め
の
論
理
は
、
す
で
に
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
・
属
性
概

念
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
異
な
っ
た
属
牲
を
持
つ
実
体
は
相
互
に
共
通
点
を
持
た
な
い
」

(
S
N
)
0

と
は
い

の
文
脈
に
お
い
て
明
ら
か
に
異
な
っ
た
意
昧
を

(9) 

持
っ
て
い
る
。
私
は
こ
れ
を
、
論
理
形
式
と
そ
の
作
動
の
違
い
と
い
う
観
点
か
ら
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

ぇ
、
「
同
一
属
性
を
持
つ
実
体
」
と
「
多
く
の
属
性
を
持
つ
実
体
」
と
は
、
「
エ
チ
カ
』

こ
の
観
点
に
立
つ
限
り
、
実
体
・
属
性
概
念
を
め
ぐ
る
矛
盾
は
逆
に
、
実
体
・
属
性
概
念
と
い
う
論
理
形
式
に
よ
る
自
然
認
識
の
首

尾
一
貫
性
を
、
究
極
的
な
か
た
ち
で
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
言
、
っ
。
「
実
体
の
有
す
る
す
べ
て
の
属
性
は
常
に
同



時
に
実
体
の
中
に
存
し
、

か
つ
一
が
他
か
ら
産
出
さ
れ
ず
、
各
々
は
実
体
の
実
在
性
あ
る
い
は
有
を
表
現
す
る
」

(qEm)
。
例
え
ば

「
延
長
」
と
い
う
属
性
の
下
で
自
然
認
識
を
作
動
さ
せ
る
場
合
、
我
々
は
こ
の
属
性
に
よ
っ
て
自
然
の
全
て
の
事
柄
を
「
他
の
属
性
の

助
け
を
借
り
ず
に
」
な
い
し

「
一
が
他
か
ら
産
出
さ
れ
ず
に
」
、
言
い
換
え
れ
ば
自
律
的
に
捉
え
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
属
性
に
よ

る
「
認
識
」

の
自
律
的
な
資
格
に
お
い
て
の
み
、
自
然
が
実
体
と
し
て
自
ら
の
「
存
在
」
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
常
に

同
時
に
」
属
性
に
よ
る
認
識
の
働
き
が
、
実
体
と
し
て
の
自
然
の
中
に
お
け
る
一
定
の
「
図
」
と
し
て
、

つ
ま
り
他
の
属
性
と
区
別
さ

スピノザにおける「神の存在証明」

れ
た
か
た
ち
で
自
ら
を
捉
え
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
、
こ
う
し
た
自
然
に
お
け
る
「
認
識
の
作
動
」
と
「
存
在
の
表
現
」
と
を
、
形
式
的
で

は
あ
る
が
、
「
一
実
体
に
多
く
の
属
性
が
帰
す
る
」
と
い
う
言
い
方
で
固
定
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

五

無
限
に
多
く
の
属
性
か
ら
な
る
実
体

定
理
一
EEl-J

八
で
は
「
同
一
属
性
を
持
つ
実
体
は
自
然
の
中
に
は
た
だ
一
つ
存
在
す
る
」
こ
と
を
証
明
す
る
の
が
問
題
で
あ
っ
た
。
本

稿
で
は
、
こ
れ
を
論
理
形
式
と
し
て
の
実
体
・
属
性
関
係
の
展
開
と
し
て
理
解
し
た
。
そ
れ
は
、
事
物
を
認
識
(
あ
る
い
は
定
義
)
す

る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
事
物
の
存
在
で
あ
る
よ
う
な
論
理
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
定
理
九
と
十
に
お
い
て
、
今
度
は
「
多
く
の
属
性
を
持

つ
実
体
」
に
話
題
が
移
る
。
こ
れ
を
私
は
、
自
然
に
お
け
る
論
理
形
式
の
作
動
と
考
え
て
考
察
を
進
め
た
。
そ
こ
で
は
、
自
然
を
一
定

の
属
性
の
下
で
自
律
的
に
把
握
す
る
こ
と
と
自
然
が
自
ら
の
存
在
を
表
現
す
る
こ
と
と
が
等
価
で
あ
る
よ
う
な
論
理
空
間
が
示
さ
れ
て

い
る
。
そ
う
し
て
定
理
十
一
で
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
あ
ら
か
じ
め
定
義
し
て
お
い
た
「
神
」
す
な
わ
ち
「
絶
対
に
無
限
な
る
実
有
、
言
い
換

え
れ
ば
各
々
が
、
永
遠
・
無
限
の
本
質
を
表
現
す
る
無
限
に
多
く
の
属
性
か
ら
な
る
実
体
」

(
E
e
の
存
在
を
証
明
す
る
。

51 

こ
の
神
の
定
義
は
、
定
理
十
に
お
い
て
議
論
さ
れ
た
「
(
よ
り
)
多
く
の
属
性

1
己
富
民
主
σEmw
か
ら
な
る
実
体
」
を
「
無
限
に
多
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く
の
属
性
宮
間
巳
宮
内
H
H片
岡

-
F
E
P
か
ら
な
る
実
体
」
に
置
き
換
え
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
属
性
の
多
数
性
が

連
続
的
な
自
然
に
お
け
る
認
識
の
作
動
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
無
限
に
多
く
の
属
性
」
と
は
認
識
に
お
け
る
無
限
の
作
動

を
示
す
だ
け
で
、
少
な
く
と
も
「
(
よ
り
)
多
く
の
属
性
」
か
ら
の
飛
躍
や
超
越
を
含
む
も
の
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
神
の
定
義
の
説

明
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の

「
無
限
に
多
く
の
属
性
」
と
い
う
規
定
は
、
神
の
本
質
に
「
何
の
否
定
も
含
ま
な
い
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
属
す

る
」
(
同
島

P
M・
)
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
以
外
は
、
す
で
に
定
理
十
ま
で
で
展
開
さ
れ
て
き

た
事
柄
が
定
義
の
か
た
ち
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
た
神
の
存
在
は
、
定
理
一

j
八
で
の
「
同
一
属
性
を
持
つ
実
体
」
の
存
在
証
明
と
全
く
同
じ
仕
方
で
な
さ
れ

る
。
つ
ま
り
、
事
物
を
外
的
原
因
が
な
い
よ
う
に
定
義
す
る
こ
と
と
そ
の
事
物
が
「
自
己
原
因
」
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
が
等
価
で
あ

る
と
い
う
論
理
に
よ
っ
て
、
神
の
存
在
は
証
明
さ
れ
て
い
る
。
も
う
少
し
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
定
理
十
ま
で
で

ス
ピ
ノ
ザ
は
、
実
体
・
属
性
概
念
に
よ
っ
て
独
自
な
論
理
形
式
と
そ
の
作
動
空
間
を
提
示
し
た
。
そ
し
て
定
理
十
一
で
は
、
こ
の
論
理

空
間
の
存
在
を
再
び
同
じ
論
理
を
用
い
て
証
明
し
た
の
で
あ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
、
自
分
の
提
示
し
た
論
理
に
同
じ
論
理
を
関
係
さ
せ
た

だ
け
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
「
神
の
存
在
証
明
」

で
あ
る
。

し
か
し
、
ま
さ
し
く
こ
の

「
証
明
」
に
よ
っ
て
、
我
々
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
設
定
し
た
論
理
空
間
の
内
に
す
っ
ぽ
り
と
投
げ
込
ま
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
の
中
で
は
、
提
示
さ
れ
た
論
理
形
式
を
作
動
さ
せ
る
こ
と
以
外
、
要
請
さ
れ
る
も
の
は
何
も
な
い
。
あ
る
い
は
、
そ
の
よ

う
な
論
理
上
の
効
果
の
内
に
あ
る
こ
と
だ
け
が
、
神
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
り
神
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の

「
神
の
存

在
証
明
」
は
、
超
越
的
な
者
の
存
在
や
自
然
の
存
在
を
既
成
の
論
理
に
よ
っ
て
証
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
全
く
な
い
。
ま
た
、
神
を

頂
点
と
す
る
何
ら
か
の
存
在
論
的
な
自
然
構
成
の
統
合
原
理
を
提
示
し
た
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
我
々
が
自
然
を
「
延
長
」
や
「
思



惟
」
と
し
て
自
律
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
が
同
時
に
自
然
存
在
の
自
己
表
現
で
あ
る
よ
う
な
、
あ
る
内
在
的
な
論
理
空
間

を
設
置
し
た
の
で
あ
る
。

スピノザにおける「神の存在証明」

主

(1)

『
エ
チ
カ
』
か
ら
の
引
用
は
、
以
下
の
要
領
で
略
記
号
に
よ
っ
て
示
す
。
第
一
部
定
理
十
八
↓

S
E
(定
義
品
、
定
理
℃
、
系
円
、
備
考
明
、

説
明
巾
岡
、
証
明
色
白
戸
、
な
ど
て
な
お
、
原
血
ハ
は
の

-
C
5
Y司
祭

(ym-)ゆ
め
芝
言
。
N
P

。同)2mwHE
〉
ロ

p
g
m
H
a
2
出
合
【

2
8
2
m
2

存
在

g貯
仏

2
4司
一
日
出
国
自
国
各
邸
周

P
2
2宣
言

お

)
H
C
N
P
E
ロ
・
こ
こ
に
『
エ
チ
カ
』
及
、
ひ
『
知
性
改
善
論
』
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

両
書
と
も
、
邦
文
の
引
用
に
当
た
っ
て
は
、
畠
中
尚
志
訳
(
岩
波
文
庫
)
を
参
照
し
た
。

(2)

第
一
部
定
理
七
の
証
明
を
参
照
せ
よ
。

(3)

デ
カ
ル
ト
、
桂
寿
一
訳
「
哲
学
原
理
」
第
五
十
}
節
(
岩
波
文
庫
)
一
九
六
四
年
、
六
九
頁
。

(4)

同
書
、
第
五
十
三
節
、
七

O
一員。

(5)

ス
ピ
ノ
ザ
、
畠
中
尚
志
訳
『
知
性
改
善
論
』
第
九
十
七
節
(
岩
波
文
庫
)
一
九
六
八
年
、
七
六

i
七
質
。

(6)
』

-
M
U苦
門
誌
-
C
Z
E
2
2
m
c
u
同
室
。

S
S
-
S
司
雪
明
書
き
-
司
v
a司
、
p
a
s
o
B
F
R問。白
-EMJ(ロ
富
市

}
)
E
R
∞己・∞

wmm・
5
2∞
ω

及
び
、
虞
松
渉
他
編
集
『
岩
波
哲
学
・
思
想
事
典
』
(
岩
波
書
庖
)
一
九
九
八
年
、
二
八
七
j
八
頁
。

(7)

』
・
呂
苦
同
¥
閃
の

E
E
R
E
B
u
g
-
5
4
1
5
m
-

(8)

デ
カ
ル
ト
、
所
雄
章
他
訳
『
デ
カ
ル
ト
著
作
集
2
』
「
省
察
、
第
二
答
弁
」
(
白
水
社
)
一
九
七
三
年
、
二

O
一頁。

(9)

「
同
一
属
性
」
と
「
(
無
限
に
)
多
く
の
属
性
」
を
持
つ
二
種
類
の
「
実
体
」
に
お
け
る
解
釈
上
の
議
論
に
関
し
て
は
、
柏
葉
武
秀
「
ス
ピ

ノ
ザ
の
実
体
論
」
『
哲
学
』
四
十
八
号
、
二

O
八
i
一
二
七
頁
を
参
照
。
柏
葉
は
こ
の
問
題
を
、
神
が
「
無
限
に
多
く
の
属
性
」
の
統
一
を

保
証
す
る
、
と
い
う
ゲ
ル

|
(
C
5
5
c
z
F
冨
・
ぬ
宣
言
。
N
a
h
-
U
S
F
(司員仲間
)
E
S・
)
の
解
釈
へ
の
批
判
と
し
て
展
開
し
、
ス
ピ
ノ
ザ
形
而

上
学
に
お
け
る
「
一
と
多
」
の
問
題
を
「
疑
似
問
題
」
で
あ
る
と
結
論
し
て
い
る
。
本
稿
も
、
こ
れ
と
は
や
や
異
な
っ
た
観
点
か
ら
で
は
あ

る
が
、
実
体
・
属
性
概
念
に
お
け
る
形
式
的
な
「
一
と
多
」
の
議
論
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
。
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