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ス
ピ
ノ
ザ
は
『
エ
チ
カ
』
の
う
ち
に
「
神
の
他
に
は
い
か
な
る
実
体
も

あ
り
え
な
い
し
ま
た
考
え
ら
れ
な
い
」

(
E
I
P
1
4
)

と
書
き
記
し
て
い
る
。

そ
れ
は
つ
ま
り
神
こ
そ
唯
一
の
実
体
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
彼
は
あ
る
書
簡
で
「
神
が
一
と
か
唯
一
と
か
い
わ
れ
る
の
は
本
当

は
適
当
な
表
現
で
は
な
い
」

(
E
P
5
0
/
I
V
2
3
9
)

と
も
述
べ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
実
体
は
唯
一
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
そ
し
て
ま
た
唯
一
で
は
な
い
と

も
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
実
体
は
多
な
る
も
の
で
も
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
疑
問
を
わ
れ
わ
れ
は
解
く
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
同
じ
理
由
で
以
て
神
に
自
由
意
志
や
、

目
的
原
因
を
認
め
る
人
を
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ス
ピ
ノ

ザ
は
ま
た
、
有
限
様
態
と
し
て
の
個
物
は
同
じ
く
有
限
様
態
と
し
て
の
個

物
か
ら
し
か
決
定
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
無
限
な
る
も
の
と
し
て
の

は
じ
め
に

神
II
実
体
と
有
限
な
る
も
の
の
間
に
切
断
を
認
め
て
い
る
か
の
よ
う
に
受

け
取
ら
れ
も
す
る
定
理
を
書
き
残
し
て
い
る
。
で
は
こ
の
無
限
と
有
限
の

関
係
は
い
か
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
疑
問

点
を
解
く
鍵
が
実
体
の
「
絶
対
無
限
」
と
い
う
性
格
に
求
め
ら
れ
る
と
い

う
の
が
本
論
の
主
張
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
絶
対
無
限
性
の
考
察
の
う
ち

に
わ
れ
わ
れ
は
、
有
限
な
る
様
態
の
有
限
性
の
担
う
意
義
を
も
見
出
す
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
手
始
め
に
実
体
と
属
性
の
考
察
か
ら
こ
う
し

た
探
求
の
道
を
開
始
し
た
い
と
思
う
。

ス

ピ

ノ

ザ

に

お

け

る

絶

対

無

限

の

意

義
実
体
と
属
性

ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
を
考
察
す
る
と
き
、
『
エ
チ
カ
』
第
一
部
冒
頭
の
諸
定

理
の
記
述
に
み
ら
れ
る
、
唯
一
の
実
体
と
無
限
に
多
く
の
属
性
と
の
関
わ

り
が
議
論
の
的
に
な
る
。
最
終
的
に
、
実
体
の
あ
る
い
は
属
性
の
一
と
多

を
め
ぐ
っ
て
そ
れ
は
問
題
と
な
る
と
い
え
る
の
だ
が
、
と
り
あ
え
ず
こ
の

中

田

勝

也
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『
エ
チ
カ
』
第
一
部
冒
頭
の
十
五
定
理
を
二
つ
の
段
階
に
区
別
す
る
と
い

う
ゲ
ル
ー
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
解
釈
に
し
た
が
う
こ
と
で
問
題
が
わ
か
り
や

す
く
な
る
と
思
わ
れ
る
ゆ
え
、
以
下
こ
の
区
別
に
し
た
が
っ
て
考
察
を
加

(
1
)
 

え
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
区
別
の
第
一
段
階
（
定
理
一
か
ら
八
）
で
は
そ

れ
ぞ
れ
唯
一
の
属
性
を
も
っ
た
諸
実
体
の
演
繹
が
な
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

実
体
が
属
性
の
差
異
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
異
な
る
属
性
の

数
だ
け
の
実
体
が
存
在
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

一
方
、
次
の
第
二
の
段
階
（
定
理
九
か
ら
十
五
）
で
は
、
神
の
単
純
な

諸
要
索
つ
ま
り
そ
れ
ぞ
れ
唯
一
の
属
性
を
有
し
て
い
る
諸
実
体
か
ら
神
を

構
成
し
、
さ
ら
に
各
実
体
に
認
め
ら
れ
る
固
有
性
を
神
へ
と
与
え
る
こ
と

が
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
神
的
実
体
は
自
己
の
類
に
お
い
て
ば

か
り
で
な
く
、
絶
対
的
に
唯
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
第
二
段
階
に
お
い
て
は
「
無
限
に
多
く
の
、
し
か
も
実
在
的
に

区
別
さ
れ
た
諸
属
性
か
ら
、
唯
一
の
実
体
が
成
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と

が
導
か
れ
る
。

こ
う
し
て
第
一
、
第
二
両
段
階
を
概
観
す
る
と
き
、
「
そ
れ
で
は
い
っ
た

い
実
体
は
一
と
多
い
ず
れ
な
の
だ
ろ
う
か
、
実
体
に
対
す
る
属
性
の
身
分

は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
」
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
ス
ピ
ノ

ザ
の
実
体
と
属
性
を
め
ぐ
る
議
論
は
つ
ね
に
こ
の
点
に
「
矛
盾
あ
る
い
は

(
2
)
 

二
律
背
反
」
を
見
出
す
こ
と
で
成
立
し
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
た
と
え

ば
、
属
性
に
関
す
る
観
念
論
的
、
主
観
主
義
的
解
釈
は
、
「
属
性
と
は
知
性

が
実
体
に
つ
い
て
そ
の
本
質
を
構
成
し
て
い
る
と
知
覚
す
る
も
の
の
こ
と

で
あ
る
」
と
い
う
属
性
の
定
義

(
E
1
D
4
)

か
ら
、
属
性
を
、
実
体
の
実
在

性
を
表
現
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
通
じ
て
知
性
が
実
体
を
と
ら
え

る
よ
う
な
知
性
の
認
識
形
式
に
す
ぎ
ぬ
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
。
こ
の
限

り
に
お
い
て
は
、
「
実
体
の
唯
一
性
」

(
E
I
P
1
4
C
l
)

と
は
相
容
れ
な
い
、

先
の
第
一
段
階
に
お
い
て
示
さ
れ
た
「
属
性
と
同
じ
数
だ
け
存
す
る
実
体

の
多
性
」
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
う
し
た
解
釈

は
結
局
の
と
こ
ろ
実
体
の
属
性
に
対
す
る
超
越
を
認
め
、
そ
し
て
両
者
に

ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
設
け
る
こ
と
で
と
り
あ
え
ず
論
理
の
整
合
性
を
確
保
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
た
と
え
無
限
に
多
く
の
諸
属
性
が
区
別

さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
実
在
的
な
も
の
で
は
な
く
、
知
性
に
よ
る
認
識

上
の
区
別
で
し
か
な
い
た
め
に
、
そ
れ
ら
を
超
越
し
て
統
一
す
る
全
体
と

し
て
唯
一
の
高
次
の
実
体
を
想
定
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ

る
。
ま
た
こ
う
し
た
観
念
論
的
解
釈
が
、
自
ら
の
後
ろ
盾
と
し
つ
つ
、
ス

ピ
ノ
ザ
の
主
張
を
も
っ
ぱ
ら
テ
キ
ス
ト
に
し
た
が
っ
て
解
釈
し
よ
う
と
し

て
ス
ピ
ノ
ザ
説
を
そ
こ
か
ら
徐
々
に
解
放
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
解

釈
、
つ
ま
り
「
理
念
の
発
展
と
い
う
必
然
的
な
運
動
と
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
説

を
取
り
入
れ
る
と
い
う
目
的
で
、
客
観
的
な
分
析
と
い
う
よ
り
は
た
く
ま

し
い
努
力
に
基
づ
い
て
こ
の
ス
ピ
ノ
ザ
説
を
何
か
ら
何
ま
で
新
た
に
つ
く

(
3
)
 

り
か
え
よ
う
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
解
釈
」
に
お
い
て
は
、
実
体
と
属
性
は

も
は
や
ま
っ
た
く
形
式
的
で
外
的
な
関
係
し
か
も
っ
て
は
い
な
い
か
の
よ

う
で
あ
る
。
さ
ら
に
第
一
•
第
二
両
段
階
の
二
律
背
反
を
考
慮
し
つ
つ
こ

と
さ
ら
に
第
二
段
階
の
意
義
を
強
調
し
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
第
一
段
階
は
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実
体
の
多
数
性
の
可
能
性
を
示
す
単
な
る
基
本
概
念
で
あ
っ
て
、
後
に
第

二
段
階
に
お
い
て
そ
の
可
能
性
を
論
駁
す
る
た
め
の
予
備
的
な
概
念
集
に

す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
な
ん
ら
実
在
的
な
意
義
を
持

た
な
い
と
す
る
形
式
主
義
的
な
解
釈
も
成
り
立
つ
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の

い
ず
れ
も
が
神
的
実
体
を
あ
ま
り
に
絶
対
的
な
始
原
と
み
な
す
こ
と
で
属

性
の
実
体
を
構
成
す
る
と
い
う
性
格
を
閑
却
し
て
し
ま
う
た
め
、
結
局
の

と
こ
ろ
実
体
を
「
属
性
を
超
越
す
る
も
の
」
、
「
属
性
の
彼
方
の
存
在
」
と

み
な
す
こ
と
に
貢
献
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
と
り
あ
え
ず
実
体
と
属
性
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
ス
ピ
ノ
ザ

は
両
者
が
同
じ
も
の
を
指
し
示
す
こ
と
を
表
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
以
上

の
よ
う
な
実
体
と
属
性
と
に
超
越
的
な
関
係
を
み
る
解
釈
を
拒
ん
で
い
る

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
宛
の
書
簡
二
と
四
に
は
以
下

の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
。
「
私
は
属
性
と
い
う
こ
と
を
、
そ
れ
自
身
に

よ
っ
て
ま
た
そ
れ
自
身
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
い
っ
さ
い
の
も
の
と
理
解

し
て
い
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
そ
う
し
た
も
の
の
概
念
は
他
の
物
の
概
念

を
含
ま
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
」

(
E
P
2
/
I
V
7
)
。
「
私
は
実
体
を
そ
れ
自
身

に
よ
っ
て
ま
た
そ
れ
自
身
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
も
の
、
換
言
す
れ
ば
そ

の
概
念
が
他
の
物
の
概
念
を
含
ま
な
い
も
の
と
理
解
し
ま
す
」

(
E
P
4
/
I
V

13)
。
つ
ま
り
こ
の
二
つ
の
書
簡
に
お
い
て
は
実
体
と
属
性
は
同
じ
定
義

を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
『
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
原

理
』
に
お
い
て
も
「
実
体
を
創
造
す
る
こ
と
と
属
性
を
創
造
す
る
こ
と
は

(
4
)
 

同
じ
で
あ
る
」

(
P
P
1
P
7
S
/
I
l6
3
)

と
の
主
張
が
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
い

ず
れ
に
お
い
て
も
実
体
と
属
性
が
同
一
的
に
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ

(
5
)
 

る
。
そ
こ
で
実
体
と
属
性
が
同
じ
定
義
を
与
え
ら
れ
て
い
る
以
上
、
先
の

『
エ
チ
カ
』
第
一
部
冒
頭
の
諸
定
理
に
お
け
る
二
つ
の
段
階
に
見
出
さ
れ

た
困
難
、
「
実
在
的
に
区
別
さ
れ
た
無
限
に
多
く
の
諸
実
体
と
唯
一
の
実
体

の
矛
盾
」
を
解
決
す
る
た
め
に
、
実
体
に
よ
る
属
性
の
超
越
と
い
う
か
た

ち
で
両
者
に
階
層
的
秩
序
を
導
入
す
る
こ
と
は
も
は
や
許
さ
れ
ま
い
。
し

た
が
っ
て
、
有
限
な
る
知
性
が
属
性
を
通
じ
て
そ
の
背
後
に
隠
れ
て
い
る

神
的
実
体
を
把
握
す
る
と
い
う
観
念
論
的
解
釈
も
、
第
一
段
階
は
そ
れ
ぞ

れ
―
つ
の
属
性
を
有
し
て
い
る
実
体
の
多
数
性
を
ほ
の
め
か
す
ば
か
り
で

そ
こ
に
は
実
在
的
意
義
を
認
め
ず
、
第
二
段
階
に
お
い
て
初
め
て
始
原
と

し
て
の
神
が
現
わ
れ
る
ゆ
え
に
属
性
は
実
在
性
を
持
つ
こ
と
と
な
る
と
い

う
形
式
的
解
釈
も
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
と
属
性
を
充
全
に
説
明
し
う
る
解

釈
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
神
の
属
性
と
は
神
的
実
体
の
本
質
を

表
現
す
る
も
の
、
言
い
か
え
れ
ば
実
体
に
属
す
る
も
の
、
と
理
解
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
実
体
に
属
す
る
す
べ
て
の
も
の
は
属
性
の
な

か
に
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(
E
1
P
1
9
D
)

の
で
あ
る
か
ら
、

実
体
の
外
部
で
属
性
は
認
識
し
え
な
い
し
、
反
対
に
属
性
の
外
部
に
お
い

て
も
実
体
を
認
識
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
実
体
と
属
性
が
超
越

的
に
関
係
し
な
い
こ
と
こ
そ
が
、
結
局
実
体
と
属
性
の
同
一
性
に
よ
っ
て

物
語
ら
れ
る
べ
き
内
容
な
の
で
あ
る
。
実
体
が
属
性
を
超
越
す
る
こ
と
が

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
言
い
換
え
る
な
ら
両
者
が
内
在
的
で
必
然
的
な
関

係
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
実
体
と
属
性
の
内
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在
的
・
必
然
的
関
係
を
言
い
表
わ
す
―
つ
の
概
念
を
ス
ピ
ノ
ザ
は
提
出
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
無
限
」
で
あ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、
実
体
と
属
性
の
関
係
を
解
釈
す
る
に
際
し
て
解

釈
者
た
ち
が
そ
こ
に
二
律
背
反
を
見
出
し
て
し
ま
う
の
は
、
彼
ら
が
そ
こ

に
最
終
的
に
数
を
見
い
だ
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
だ
が
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
数
は
問
題
と
は
な
ら
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

と
い
う
の
も
、
数
と
は
「
単
な
る
想
像
力
の
補
助
手
段
」
あ
る
い
は
「
想

像
の
様
式
で
し
か
な
い
」
(
E
P
1
2
/
I
V
5
7
)

か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
い

か
な
る
数
を
以
て
し
て
も
説
明
さ
れ
え
な
い
多
く
の
も
の
」
が
あ
り
、
そ

し
て
そ
の
も
の
は
数
え
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
そ
の
無
際
限
的

な
性
格
の
ゆ
え
に
で
は
な
く
、
そ
の
「
本
性
が
数
な
る
概
念
と
明
白
に
矛

盾
す
る
」
が
ゆ
え
に
数
を
超
越
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
(
E
P
1
2
/
I
V
5
9
)

。

ま
た
「
わ
れ
わ
れ
は
も
の
を
共
通
の
類
に
還
元
し
た
後
で
の
み
そ
の
も
の

を
数
の
概
念
の
下
に
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
」
の
だ
か
ら
、
「
も
の
は
そ
の

存
在
に
関
し
て
の
み
一
と
か
唯
一
と
か
呼
ば
れ
る
」
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

「
そ
の
本
質
に
関
し
て
は
そ
う
呼
ば
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
」
の
で
あ
り
、

ま
た
「
神
の
存
在
は
神
の
本
質
で
あ
り
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
は
神
の
本
質
に

つ
い
て
何
ら
一
般
的
観
念
を
形
成
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
だ
か
ら
、
神

が
一
と
か
唯
一
と
か
言
わ
れ
る
の
は
本
当
は
適
当
な
表
現
で
は
な
い
」
と

い
う
帰
結
す
ら
が
導
か
れ
る
の
で
あ
る

(
E
P
5
0
/
I
V
2
3
9
-
2
4
0
)

。
つ
ま
り

ス
ピ
ノ
ザ
の
一
な
る
実
体
と
多
な
る
属
性
の
関
係
を
解
釈
す
る
に
際
し

て
、
そ
こ
に
全
体
と
部
分
、
類
と
種
と
い
っ
た
か
た
ち
で
階
層
的
秩
序
を

導
入
し
つ
つ
最
終
的
に
は
両
者
の
外
的
関
係
を
見
出
す
思
考
の
す
べ
て
の

基
盤
に
は
、
結
局
以
上
の
よ
う
な
数
的
思
考
が
胚
胎
し
て
い
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
。

一
方
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
こ
う
し
た
数
的
思
考
と
は
別
の
と

こ
ろ
で
実
体
と
属
性
の
関
係
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
神
と
は
、
絶
対

に
無
限
な
る
実
有
、
言
い
か
え
る
な
ら
ば
お
の
お
の
が
永
遠
•
無
限
の
本

質
を
表
現
す
る
無
限
に
多
く
の
属
性
か
ら
な
っ
て
い
る
実
体
の
こ
と
で
あ

る」
(
E
1
D
6
)

と
い
う
の
が
ス
ピ
ノ
ザ
が
実
体
と
し
て
の
神
に
与
え
た
定
義

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
神
は
一
で
す
ら
な
い
「
無
限
」
と
し
て
、
「
絶
対
的
な

無
限
」
と
し
て
定
義
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
「
実

体
の
絶
対
無
限
性
」
の
有
す
る
固
有
の
性
格
を
、
自
然
あ
る
い
は
世
界
と

の
関
わ
り
を
考
察
し
つ
つ
解
説
し
う
る
と
思
う
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
神
の
い
わ

ゆ
る
内
在
神
と
し
て
の
性
格
は
、
ま
っ
た
く
実
体
の
「
絶
対
無
限
性
」
を

物
語
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
「
実
体
は
本
来
唯
一
で
す
ら
な

い
」
と
い
う
先
の
ス
ピ
ノ
ザ
の
主
張
を
も
さ
ら
に
説
明
す
る
の
で
あ
る
。

実
体
の
絶
対
無
限
性

ス
ピ
ノ
ザ
の
神
的
実
体
を
定
義
付
け
る
「
絶
対
無
限

absolute
infi ,
 

nitus」
と
は
「
無
際
限

indefinitus」
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
有

限
な
る
も
の
の
否
定
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
有
限
に
対
す
る
超
越
と
し
て

の
「
無
際
限
」
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
の
「
無

際
限
」
に
よ
っ
て
固
定
化
さ
れ
て
し
ま
う
有
限
•
無
限
の
対
立
を
無
化
す
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る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
、
そ
れ
は
固
有
の
意
義
を
見
出
し
て

い
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
「
無
限
」
は
、
「
超
越
」
よ
り
も
「
内

在
」
に
深
く
関
係
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
先
に
言
及
し
た
観
念
論
的
あ
る

い
は
形
式
主
義
的
解
釈
な
ど
の
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
に
向
け
ら
れ
る
批
判

は
、
実
体
と
属
性
に
超
越
的
、
外
的
関
係
を
看
取
し
て
し
ま
う
こ
と
で
、

結
局
実
体
の
「
絶
対
無
限
」
と
い
う
性
格
を
見
逃
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
一
般
に
「
無
限
」
と
は
、
限
り
、
あ
る
い
は
終
わ
り
が
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
も
果
て
し
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
数
に
つ
い
て
こ
の
無
限
を
適
用
す
る
な
ら
ば
、

一
を
加
え
る

と
い
う
操
作
を
無
限
に
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
ど
こ
ま
で
も
無
限
に
増

大
す
る
数
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
無
限
は
、

む
し
ろ
「
無
際
限
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ

の
無
限
は
有
限
の
側
か
ら
、
そ
の
有
限
の
否
定
と
し
て
考
え
ら
れ
た
無
限

だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
無
限
」
は
、
こ
の
よ
う
な
有

限
な
る
も
の
の
否
定
と
し
て
の
無
限
と
い
っ
た
有
限
•
無
限
の
対
立
的
区

別
を
無
化
す
る
よ
う
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
際
限

な
く
ど
こ
ま
で
も
終
わ
り
が
な
い
無
限
後
退
的
な
も
の
と
は
異
な
っ
た
無

限
と
し
て
、
あ
る
意
味
で
は
も
は
や
そ
の
外
部
を
持
た
な
い
も
の
、
終
わ

り
の
あ
る
も
の
、
あ
る
い
は
閉
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
「
無
限
」
は
有
限
に
よ
っ
て
無
限
を
規
定
し
よ

う
と
す
る
非
ス
ピ
ノ
ザ
的
な
営
為
、
た
と
え
ば
数
的
思
考
を
可
能
な
ら
し

め
る
想
像
力

(imaginatio)
を
批
判
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ス
ピ
ノ

は
な
く
て
神
が
そ
の
認
識
す
る
も
の
を
す
べ
て
創
造
し
た
と
す
る
と
、
神

ザ
の
読
者
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
の
様
々
な
場
面
で
こ
の
「
無
限
」
と
い
う

概
念
に
出
会
う
の
だ
が
、
そ
こ
で
「
無
限
」
か
ら
み
ら
れ
た
ス
ピ
ノ
ザ
哲

学
に
つ
い
て
の
考
察
が
な
さ
れ
る
た
め
に
は
こ
う
し
た
「
無
限
」
と
「
無

際
限
」
と
が
区
別
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
『
エ
チ
カ
』

に
お
い
て
は
と
き
に
、
こ
の
二
語
が
混
同
さ
れ
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ

の
限
り
に
お
い
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
厳
密
さ
の
欠
如
と
の
批
判
を
免
れ
え
ま

い
。
し
か
し
、
彼
の
著
作
に
お
け
る
用
語
上
の
区
別
で
は
な
く
そ
こ
に
語

ら
れ
て
い
る
内
容
が
吟
昧
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
以
上
、
こ
の
区
別
は
極
め
て

(
6
)
 

重
要
な
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

「
無
限
」
と
「
無
際
限
」
と
の
区
別
と
い
う
点
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
た

し
か
に
デ
カ
ル
ト
や
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
も
「
無
限
」
と
「
無
際
限
」
を
区
別

し
、
神
に
こ
そ
「
無
際
限
」
で
は
な
い
「
無
限
」
を
適
用
し
て
い
る
。
し

か
し
彼
ら
の
「
無
限
」
は
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
神
的
実
体
を
説
明
す
る
に

(
7
)
 

は
不
充
分
な
概
念
の
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
理
由

(
8
)
 

は
以
下
の
神
学
的
議
論
が
示
す
と
お
り
で
あ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
神
の
本
性
に
自
由
意
志
が
属
す
る
こ
と
を
認
め
る

人
々
の
主
張
は
最
終
的
に
矛
盾
し
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら

ば
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
神
の
全
能
の
否
定
と
い
う
事
態
が
帰
結
す
る
か
ら

で
あ
る
。
「
と
い
う
の
も
彼
ら
は
、
神
が
無
限
に
多
く
の
創
造
可
能
な
も
の

を
認
識
し
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
を
け
っ
し
て
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
そ
う
で
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は
彼
ら
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
自
己
の
全
能
を
使
い
果
し
て
不
完
全
な
も
の

に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
ら
は
、
神
を
完
全
な
も

の
と
し
て
立
て
る
た
め
に
は
、
同
時
に
神
は
自
己
の
能
力
の
及
び
う
る
こ

と
を
こ
と
ご
と
く
な
し
う
る
と
は
限
ら
な
い
と
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
結
果
に
な
る
」
か
ら
で
あ
る

(
E
1
P
1
7
S
)

。
彼
ら
が
こ
う
し
た
矛
盾
に

陥
る
の
は
、
そ
の
主
張
が
「
神
が
す
べ
て
を
創
造
し
て
し
ま
っ
た
の
に
ま

だ
そ
れ
以
上
を
創
造
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
言
っ
て
い
る
の
に
等
し
い
」

(
K
V
lー

2
/
1
2
2
)

か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き
結
局
の
と
こ
ろ

、
、
、

彼
ら
は
、
「
全
能
」
と
い
う
言
葉
で
被
造
物
に
対
す
る
神
の
能
力
の
無
際
限

的
な
超
越
性
を
表
現
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
も
は
や
そ

れ
よ
り
外
部
を
持
た
ぬ
と
い
っ
て
も
よ
い
無
限
、
言
い
換
え
る
な
ら
内
在

的
に
所
産
的
自
然
と
関
係
を
取
り
結
ぶ
無
限
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
ス

ピ
ノ
ザ
の
神
に
と
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
は
あ
り
え
な
い
。
と
い
う

の
も
こ
の
場
合
に
は
、
「
も
し
神
が
一
切
を
創
造
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
神

は
そ
れ
以
上
を
創
造
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
」
(
i
b
i
d
.
)

と
い
う
命
題
が
当

然
の
ご
と
く
容
認
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
神
の
全
知
に
関
し
て
も
同

様
の
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
つ
ま
り
完
全
な
る
神
は
全
知
で
あ
る
と
い
う

前
提
の
下
で
神
の
全
知
に
言
及
す
る
な
ら
ば
、
既
に
す
べ
て
を
知
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
「
神
は
そ
れ
以
上
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
し
か
し
神

が
そ
れ
以
上
を
知
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
神
の
完
全
性
に
矛
盾
す
る
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
‘
し
た
が
っ
て
（
神
は
全
知
で
は
な
い
）
」
（
i
b
i
d
.
)

と
い
う
事
態
が
帰
結
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
彼
は
「
も
し
神
が
す
べ

限
」
と
し
て
そ
の
外
部
を
問
わ
な
い
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
す
べ
て
の
も

て
を
自
ら
の
知
性
の
な
か
に
も
っ
て
お
り
、
そ
し
て
彼
の
無
限
な
る
完
全

た
ら
、
…
…
神
は
ま
た
自
ら
の
な
か
に
有
し
て
い
た
す
べ
て
を
産
出
し
、

そ
し
て
そ
れ
ら
す
べ
て
が
形
相
的
に
自
然
の
中
に
存
在
す
る
よ
う
に
、
も

し
く
は
存
在
す
る
だ
ろ
う
よ
う
に
し
た
」

(
K
V
l|

 2
/
1
2
3
)

と
言
う
こ
と
が

(
9
)
 

で
き
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
あ
る
も
の
を
認
識
し
て
い
な
が
ら
そ

れ
を
存
在
す
る
よ
う
に
さ
せ
な
い
で
お
く
こ
と
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
神
に

と
っ
て
は
不
可
能
な
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
も
し
も
神
が

そ
れ
以
上
は
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
に
多
く
の
こ
と
を
創
造
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
神
は
そ
の
創
造
し
う
る
こ
と
を
決
し
て

創
造
し
え
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
神
が
創
造
し
う
る
こ
と

を
創
造
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
矛
盾
し
て
い
る
。

ゆ
え
に
（
神
は
す
べ
て
を
創
造
し
た
の
で
あ
る
）
」
（
i
b
i
d
.
)

と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
の
「
そ
れ
以
上
は
創
造
し
え
な
い
」
と
い
う
意
味
で
の
不
可

能
性
と
は
も
は
や
神
の
全
能
に
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も

「
そ
れ
自
身
に
お
い
て
矛
盾
す
る
よ
う
な
事
柄
を
神
が
創
造
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
神
の
全
能
に
は
矛
盾
し
な
い
」

(
K
V
Iー

2
/
1
2
2
)

か
ら
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
「
神
は
、
意
志
の

自
由
に
よ
っ
て
作
用
す
る
も
の
で
は
な
い
」
(
E
I
P
3
2
C
l
)

の
だ
か
ら
「
神

の
力
の
中
に
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
す
べ
て
の
物
は
必
然
的
に
存
す

る」

(
E
I
P
3
5
)

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
神
は
「
絶
対
無

性
の
た
め
に
彼
が
そ
れ
以
上
を
知
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
し
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デ
カ
ル
ト
や
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
無
限
」
が
神
的
実
体
を
説
明
す
る
に

は
不
充
分
な
概
念
の
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
う
理
由
は
以
上
の
点

か
ら
指
摘
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
二
人
は
こ
の
「
無
限
の
無
限
性
」
を
「
最

に
付
与
せ
ん
と
試
み
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

の
が
そ
の
う
ち
に
あ
っ
て
何
ら
か
の
仕
方
で
神
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ

る
以
上
、
認
識
は
す
る
が
産
出
は
し
な
い
と
い
う
潜
在
性
を
神
自
身
が
保

持
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
神
は
自
然
の
う
ち
に
何
も
隠
し

立
て
る
こ
と
は
出
米
な
い
し
、
神
自
体
が
ど
こ
か
に
隠
れ
去
る
こ
と
も
許

さ
れ
て
は
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
の
目
的
論
批
判
も
こ
う
し
た
認
識
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ

る
。
彼
は
神
に
自
由
原
因
を
認
め
な
い
の
と
同
様
、
神
が
目
的
の
た
め
に

働
く
こ
と
も
認
め
て
は
い
な
い
。
例
え
ば
ス
ピ
ノ
ザ
は
以
下
の
よ
う
に
言

う
。
「
神
あ
る
い
は
自
然
が
な
ぜ
働
く
の
か
の
理
由
あ
る
い
は
原
因
と
、
神

あ
る
い
は
自
然
が
な
ぜ
存
在
す
る
の
か
の
理
由
あ
る
い
は
原
因
と
は
同
一

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
何
ら
目
的
の
た
め
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
の
と

同
様
に
、
神
は
ま
た
何
ら
目
的
の
た
め
に
働
く
も
の
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、

そ
の
存
在
と
同
様
に
そ
の
活
動
も
ま
た
何
ら
原
理
ま
た
は
目
的
を
持
っ
て

は
い
な
い
の
で
あ
る
」

(
E
4
P
r
e
f
)
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
も
し
神
が
目
的
の
た

め
に
働
く
と
す
れ
ば
、
神
は
必
然
的
に
何
も
の
か
を
欠
い
て
お
り
、
そ
れ

を
欲
求
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
」

(
E
l
A
p
p
)
。
神
が
目
的
の

た
め
に
働
く
こ
と
を
肯
定
す
る
人
々
は
、
必
然
的
に
か
く
あ
る
自
然
に
何

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ら
か
の
欠
如
を
認
め
た
上
で
、
そ
れ
を
埋
め
合
わ
せ
る
だ
け
の
も
の
を
神

高
完
全
性
」
と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
る
し
、
さ
ら
に
は
「
全
知
全
能
」

(10) 

と
い
う
意
味
に
も
理
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
結
局
無
限

は
「
無
限
そ
の
も
の
の
無
限
性
」
で
は
な
く
、
「
完
全
性
の
無
限
性
」
に
転

じ
て
し
ま
い
、
し
か
も
こ
う
し
た
神
の
「
無
限
な
完
全
性
」
に
よ
っ
て
彼

ら
は
神
の
「
全
知
全
能
」
を
言
い
か
え
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。
「
全
能
」
や
「
全
知
」
に
よ
る
神
の
定
義
は
、
先
に
み
た
と
お
り

そ
の
「
全
知
」
「
全
能
」
そ
の
も
の
が
「
無
限
」
と
い
う
よ
り
は
「
無
際
限
」

的
な
性
格
を
帯
び
る
こ
と
で
奇
妙
な
矛
盾
に
陥
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、

ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
は
不
完
全
な
定
義
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
「
全
能
」

ゃ
「
全
知
」
は
「
単
に
形
容
詞
的
な
も
の
、
実
名
詞
な
し
に
は
理
解
さ
れ

え
な
い
形
容
詞
に
他
な
ら
な
い
」

(
K
V
lー

1
/
I
1
8
)

の
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
そ
れ
ら
に
よ
る
神
の
定
義
は
「
そ
の
定
義
に
は
実
質
上
形
容
詞
に
も
な

さ
れ
う
る
よ
う
な
名
詞
を
含
む
わ
け
に
は
い
か
な
い
」

(TIE97)
と
い
う

彼
の
命
題
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
定
義
は
結
局
「
物
（
神
）

が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
認
識
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
属
性

A
t
t
r
i
b
u
t
a

を
わ
れ
わ
れ
に
示
し
て
い
な
い
」
し
、
「
あ
る
も
の
に
属
す
る
が
し
か
し
そ

の
も
の
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
け
っ
し
て
説
明
し
な
い
特
性

P
r
o
p
r
i
a
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
」
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
全
知
、

全
能
、
万
物
の
原
因
、
最
高
善
、
永
遠
不
変
等
は
神
に
の
み
特
有
で
は
あ
っ

て
も
、
そ
れ
ら
の
特
性
に
よ
っ
て
「
こ
の
特
性
が
帰
せ
ら
れ
る
実
有
の
本

質
が
何
で
あ
る
か
、
そ
し
て
そ
の
属
性
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
知

る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
」
(
K
V
I
—
7
/
1
4
5
)

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
全
知
や
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全
能
に
よ
っ
て
神
を
定
義
し
え
た
と
信
じ
る
人
々
は
、
神
の
本
質
を
表
す

属
性
と
単
な
る
形
容
詞
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
諸
特
質
と
を
混
同
し
て
い

る
の
で
あ
り
、
最
終
的
に
彼
ら
は
神
を
「
絶
対
無
限
」
で
は
な
い
と
こ
ろ

の
「
無
際
限
」
的
な
も
の
と
し
て
理
解
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

完
全
性
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
「
神
を
最
高
完
全
な
実
有
で
あ
る
と
定

義
す
る
場
合
、
こ
の
定
義
は
起
成
原
因

causa
efficiens
を
表
現
し
な
い

た
め
に
私
は
そ
れ
か
ら
神
の
あ
ら
ゆ
る
特
質
を
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
で
し
ょ
う
。
反
対
に
、
神
を
（
絶
対
無
限
な
）
実
有
云
々
（
『
エ
チ
カ
』

第
一
部
定
義
六
を
参
照
）
と
定
義
す
る
場
合
に
は
…
…
」

(
E
P
6
0
/
I
V

、
、
、
、
、
、
、
、
、

271)
。
ス
ピ
ノ
ザ
が
神
に
与
え
た
定
義
は
「
絶
対
に
無
限
な
る
実
有
、
言

い
か
え
れ
ば
お
の
お
の
が
永
遠
•
無
限
の
本
質
を
表
現
す
る
無
限
に
多
く

の
属
性
か
ら
な
っ
て
い
る
実
体
」

(
E
1
D
6
)

で
あ
る
。
「
絶
対
無
限
」
と
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

し
た
が
っ
て
神
の
最
高
完
全
性
、
全
能
や
全
知
の
無
際
限
性
の
こ
と
で
は

、
、
、
、
、

な
く
、
実
体
と
し
て
の
神
そ
の
も
の
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
能
力
や
知
性
の
無
際
限
的
超
越
性
と
は
区
別
さ
れ
た
神
の
「
絶
対
無
限

性
」
は
そ
の
形
相
的
、
あ
る
い
は
内
在
的
性
格
を
充
全
に
表
現
す
る
も
の

と
し
て
単
な
る
形
容
詞
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
て
い
る
と
ス
ピ
ノ
ザ
は
い
う

の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
「
絶
対
無
限
」
と
し
て
の
神
は
産
出
し
た
す
べ
て
を
自
然
の

う
ち
に
形
相
的
に
存
在
さ
せ
る
こ
と
か
ら
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
必
然
的
泄
界
観

は
説
明
さ
れ
う
る
。
「
自
然
の
う
ち
に
は
一
と
し
て
偶
然
な
も
の
が
な
く
、

す
べ
て
は
一
定
の
仕
方
で
存
在
し
、
作
用
す
る
よ
う
に
神
の
本
性
の
必
然

性
か
ら
決
定
さ
れ
て
い
る
」
(
E
I
P
2
9
)

の
だ
が
、
こ
う
し
た
「
絶
対
無
限
」

と
し
て
の
神
の
本
性
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
い
わ
ゆ
る
決

定
論
で
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
決
定
論
が
決
定
論
で
あ

る
た
め
に
は
と
に
か
く
決
定
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ

う
で
あ
る
な
ら
ば
た
と
え
ば
「
他
で
も
な
い
こ
の
世
界
」
が
選
ば
れ
決
定

さ
れ
る
た
め
に
は
、
論
理
上
暗
黙
の
う
ち
に
無
際
限
的
に
可
能
な
選
択
肢

が
前
提
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
決
定
と
は
、

、
、
、
、
、
、

あ
れ
で
も
そ
れ
で
も
な
い
他
な
ら
ぬ
こ
れ
の
決
定
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

、

、

、

、

、

、

、

、

と
こ
ろ
が
ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
の
世
界
の
外
部
の
あ
の
世
界
に
問
い
か
け
は
し

、
、
、

な
い
。
そ
の
必
要
は
始
め
か
ら
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
た
か
く
あ

、
、
、
、
、
、

ら
ぬ
あ
の
世
界
へ
の
問
い
か
け
は
間
違
っ
た
振
る
舞
い
と
す
ら
み
な
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
「
あ
る
い
は
自
然
」
と
し
て
自
然
と
同
一
的

に
語
ら
れ
る
実
体
と
し
て
の
神
は
「
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
あ
っ
て
そ
れ
自

身
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
も
の
、
つ
ま
り
そ
の
概
念
を
形
成
す
る
の
に
他

の
も
の
の
概
念
を
必
要
と
し
な
い
も
の
」
(
E
1
D
3
)

と
し
て
の
自
己
原
因
で

あ
り
、
そ
れ
に
先
立
つ
原
因
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
の
能
力
の
す
べ
て

が
そ
の
う
ち
に
現
実
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
自
然
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
事

、
、
、
、

物
の
原
因
は
、
必
然
的
に
こ
の
自
然
の
う
ち
に
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
し

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

た
が
っ
て
こ
の
世
界
と
共
通
の
類
に
属
し
う
る
あ
れ
ら
の
世
界
が
い
ま
や

こ
の
世
界
の
外
部
に
想
定
さ
れ
え
な
い
以
上
、
や
は
り
実
体
と
同
様
に
こ

、

、

、

、

、

、

、

、

の
世
界
は
一
っ
で
す
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も

こ
の
世
界
は
ま
っ
た
＜
固
有
な
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
「
こ
の
性
」
を
帯
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び
た
も
の
と
し
て
た
だ
端
的
に
単
独
的
な
在
り
方
を
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
し
た
が
っ
て
あ
ら
ゆ
る
事
物
は
端
的
に
自
然
の
う
ち
で
、
そ
の
法
則

の
働
き
の
下
に
あ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
「
こ
の
世
界
の
固
有
性
」
を
語
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は

な
い
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
わ
れ
わ
れ
の
思
考
は
つ
ね
に
「
こ
の
」

と
い
っ
た
瞬
間
に
「
あ
の
」
を
表
象
し
て
し
ま
う
結
果
、
固
有
性
と
し
て

の
「
こ
の
性
」
が
常
に
共
通
類
の
一
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
無
際
限
」
で
は
な
い
「
絶
対
無
限
」
は
ま
っ
た

く
こ
の
泄
界
の
「
こ
の
性
」
の
み
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
比
較
可

能
な
共
通
類
に
属
し
て
い
る
可
能
的
な
諸
泄
界
と
い
う
選
択
肢
を
承
認
す

(11) 

る
も
の
で
は
な
い
。

内
的
・
外
的
領
域
を
め
ぐ
る
形
式
的
な
議
論
が
あ
る
意
味
で
は
こ
う
し

た
事
態
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
決
定
論
、

あ
る
い
は
先
に
み
た
神
の
「
全
知
」
「
全
能
」
と
い
っ
た
議
論
は
い
ず
れ
も

結
局
の
と
こ
ろ
神
の
「
無
際
限
」
的
な
性
格
に
由
来
す
る
超
越
性
に
よ
っ

て
保
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
う
し
た
神
の
超
越
性
は

す
べ
て
最
終
的
に
内
・
外
の
二
項
対
立
と
い
う
形
式
的
な
議
論
に
還
元
さ

れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
限
定
さ
れ
た
内
な
る
領
域
と
は
常

に
そ
の
領
域
の
外
部
を
前
提
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
こ

の
領
域
は
外
部
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
そ
れ
と
の
差
異
を
条
件
と
し
て
自

ら
の
領
域
全
体
の
同
一
性
を
確
保
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

あ
る
内
的
な
領
域
を
支
配
す
る
規
範
性
が
統
一
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
に

は
つ
ね
に
そ
の
統
一
性
を
保
証
す
る
身
分
・
位
相
が
そ
の
外
部
領
域
に
、

し
た
が
っ
て
ふ
つ
う
超
越
的
に
想
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ

し
て
内
的
領
域
が
内
的
領
域
と
し
て
の
同
一
性
を
得
る
こ
と
を
可
能
な
ら

し
め
る
働
き
と
し
て
こ
う
し
た
超
越
性
が
維
持
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が

神
と
し
て
実
体
化
す
る
と
き
に
は
常
に
神
は
、
そ
の
創
造
の
あ
る
い
は
産

出
の
諸
結
果
に
対
し
て
外
的
な
領
域
を
少
な
く
と
も
実
現
可
能
性
と
し
て

保
持
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
場
合
、

内
な
る
領
域
が
必
然
的
に
外
部
領
域
を
要
請
し
、
外
な
し
に
は
内
が
満
足

す
る
こ
と
な
く
、
そ
し
て
内
と
い
う
こ
と
で
す
で
に
外
の
存
在
が
含
意
さ

れ
て
し
ま
う
よ
う
な
両
者
の
相
互
依
存
関
係
は
、
結
局
外
部
の
内
部
化
、

あ
る
い
は
内
部
の
外
化
と
い
う
か
た
ち
で
内
・
外
の
二
項
対
立
を
解
消
す

る
と
い
う
手
続
き
を
遂
行
し
て
い
る
。
し
か
し
あ
る
一
領
域
が
「
こ
の
自

然
」
と
し
て
想
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
こ
う
し
た
超
越

性
は
も
っ
ば
ら
自
然
内
の
事
物
の
想
像
的
な
所
産
で
し
か
な
く
、
し
た

が
っ
て
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
自
然
内
の
経
験
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
超
越

性
が
、
自
ら
の
出
自
た
る
そ
の
自
然
に
対
し
て
制
限
的
な
規
定
を
及
ぼ
し

う
る
と
い
う
の
は
お
か
し
な
話
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
自
然
の
自
然
に
よ

る
自
己
規
定
を
理
解
す
る
た
め
に
、
自
然
に
規
定
作
用
を
及
ぼ
す
超
越
性

を
、
自
然
の
外
部
へ
と
超
出
し
て
ゆ
く
よ
う
な
も
の
と
し
て
自
然
に
外
在

的
に
設
定
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
の
だ
か
ら
、
ま
ず
も
っ
て
内
と
外
の

間
に
―
つ
の
境
界
を
措
定
し
、
次
に
そ
れ
を
一
方
の
他
方
へ
の
還
元
と
い

う
か
た
ち
で
解
消
す
る
と
い
う
手
続
き
は
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
は
ま
っ
た
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こ
う
し
て
実
体
の
「
絶
対
無
限
」
と
い
う
性
格
は
、
外
部
の
内
部
化
、

内
部
の
外
化
と
い
う
「
還
元
の
物
語
」
と
は
別
の
と
こ
ろ
で
「
無
限
の
内

在
」
を
説
明
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
取
り
込
ま
れ
る
べ
き
い
か
な
る
ニ

項
対
立
的
な
超
越
の
図
式
も
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
有
限
の

否
定
に
よ
る
有
限
•
無
限
の
対
立
に
お
い
て
必
然
的
に
確
保
さ
れ
る
、
無

際
限
の
有
限
に
対
す
る
「
超
越
性
」
に
比
し
て
、
も
は
や
そ
の
外
部
を
想

定
し
え
な
い
最
終
的
な
も
の
と
い
う
意
味
に
お
け
る
「
無
限
」
は
、
そ
の

う
ち
に
お
け
る
事
象
の
根
拠
を
必
然
的
に
無
限
の
「
内
在
的
原
理
」
に
求

め
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
絶
対
に
無
限
な
実
体
と
し
て
の
ス
ピ

ノ
ザ
の
「
神
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
内
在
的
原
因
で
あ
っ
て
超
越
的
原
因
で

(12) 

は
な
い
」

(
E
I
P
1
8
)

の
で
あ
る
か
ら
。

だ
が
わ
れ
わ
れ
は
結
論
を
急
い
で
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
未
だ
わ

れ
わ
れ
は
実
体
を
除
い
て
は
存
在
す
る
唯
一
の
も
の
、
様
態
に
つ
い
て
の

考
察
に
及
ん
で
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
個
別
的
な
も
の
と
し
て

の
有
限
様
態
に
と
っ
て
、
無
限
の
内
在
的
な
原
理
は
い
か
な
る
意
義
を
有

し
て
い
る
の
か
、
た
と
え
ば
こ
の
原
理
の
必
然
性
は
そ
の
諸
効
果
を
こ
の

外
部
を
持
た
ぬ
祉
界
内
の
諸
存
在
の
さ
ら
に
そ
の
内
部
に
お
い
て
発
揮
す

る
こ
と
で
、
内
的
本
質
と
で
も
呼
ば
る
べ
き
も
の
を
諸
存
在
の
う
ち
に
創

出
し
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
諸
存
在
相
互
を
外
的
に
結
合

さ
せ
る
そ
の
結
合
法
則
、
作
用
の
う
ち
に
そ
の
諸
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と

と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

く
の
虚
構
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
様
態
と
は
、
「
実
体
の
変
様
、
す
な
わ
ち
他
の
も
の

の
う
ち
に
あ
り
他
の
も
の
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
も
の
」

(
E
1
D
5
)

で
あ

る
。
そ
し
て
、
「
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
あ
る
か
、

そ
れ
と
も
他
の
も
の
の
う
ち
に
あ
る
か
」

(
E
l
A
l
)
で
あ
る
か
ら
、
「
そ
れ

自
身
の
う
ち
に
あ
り
そ
し
て
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
も
の
」

(
E

1
D
3
)
で
あ
る
実
体
と
と
も
に
様
態
は
現
実
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
既

に
み
た
よ
う
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
は
実
体
と
属
性
が
相
互
に
非
優
越

的
・
形
相
的
な
関
係
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
実
体
と
様
態
の

み
が
存
在
す
る
と
い
う
点
か
ら
し
て
、
様
態
と
実
体
と
の
接
触
は
容
易
に

説
明
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
は
し
ま
い
か
。
し
か
し
、
実
際

の
と
こ
ろ
事
態
は
そ
れ
ほ
ど
容
易
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

本
論
の
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、
「
有
限
で
定
ま
っ
た
存
在
を
有
す
る
物
」

(
E

2
D
7
)
あ
る
い
は
「
偶
然
的
で
あ
り
、
可
滅
的
で
も
あ
る
」

(
E
2
P
3
1
C
)
個

物

res
sin
磨
laris
と
し
て
の
有
限
様
態
に
注
目
し
た
い
と
思
う
。
と
い

う
の
も
、
実
体
の
絶
対
無
限
的
性
格
が
有
限
な
る
個
物
を
も
そ
の
射
程
に

お
さ
め
て
い
る
こ
と
の
確
認
が
い
ま
望
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

有
限
様
態
と
し
て
の
個
物
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
事
態
の
確
認
が
困
難

で
あ
る
こ
と
を
表
明
す
る
か
の
よ
う
な
以
下
の
定
理
が
存
在
し
て
い
る
。

「
あ
ら
ゆ
る
個
物
、
す
な
わ
ち
有
限
で
定
ま
っ
た
存
在
を
も
つ
あ
ら
ゆ

無
限
と
有
限
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る
物
は
、
同
様
に
有
限
で
定
ま
っ
た
存
在
を
も
つ
他
の
原
因
か
ら
存
在
ま

た
は
作
用
に
決
定
さ
れ
る
の
で
な
く
て
は
存
在
す
る
こ
と
も
作
用
に
決
定

さ
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
さ
ら
に
こ
の
原
因
も
ま
た
、
同
様
に
有
限
で

定
ま
っ
た
存
在
を
も
つ
他
の
原
因
か
ら
存
在
ま
た
は
作
用
に
決
定
さ
れ
る

の
で
な
く
て
は
存
在
す
る
こ
と
も
作
用
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
な

い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
無
限
に
進
む
」

(
E
1
P
2
8
)

。

こ
れ
を
簡
潔
に
言
う
な
ら
ば
、
有
限
な
る
も
の
は
有
限
な
る
も
の
か
ら

し
か
決
定
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
も
し
そ
う
で
あ
る
な

ら
ば
、
無
限
者
と
有
限
者
の
間
に
切
断
が
存
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
い
、
先
に
少
な
く
と
も
実
体
・
属
性
関
係
に
お
い
て
は
拒
絶
さ
れ
た

超
越
的
神
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
階
層
的
秩
序
に
基
づ
く
原
因
・
結
果
の

外
的
関
係
性
を
裏
付
け
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、

第
一
原
因
か
ら
諸
段
階
を
経
て
痩
せ
衰
え
て
来
た
諸
本
質
は
、
実
体
か
ら

は
も
っ
と
も
遠
い
有
限
様
態
を
前
に
し
て
遂
に
枯
渇
し
、
単
な
る
形
式
あ

る
い
は
外
面
性
に
転
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
う
し
た
無
内
容

の
有
限
様
態
が
、
「
無
限
に
進
む

in
infinitum」
と
い
う
因
果
の
諸
系
列

ヘ
ー
ゲ
ル
が
ス
ピ
ノ
ザ
に

を
ど
こ
ま
で
も
無
限
後
退
し
て
ゆ
く
と
い
う
‘

見
出
し
た
あ
の
形
式
主
義
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
み
て
と
る
こ
と
も
で
き
は
し

ま
い
か
。
ま
た
こ
の
切
断
を
超
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
溝
と
し
て
有
限
の

側
か
ら
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
有
限
者
に
は
無
限
者
を
知
り
え
な
い
と
い
う

否
定
神
学
的
で
索
朴
な
超
越
性
を
実
体
に
認
め
る
こ
と
に
も
な
っ
て
し
ま

い
は
し
な
い
か
。
し
か
し
こ
う
し
た
論
理
は
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
か
ぎ
り

こ
と
を
発
見
し
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
で
も
す
べ
て
の
数
を
規
定
す
る
こ
と

に
お
い
て
も
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
に
は
ま
っ
た
く
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
に
思

え
る
。
と
い
う
の
も
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
神
的
実
体
の
非
超
越
性
こ
そ
が

す
べ
て
を
も
っ
と
も
充
全
に
説
明
す
る
こ
と
の
で
き
る
原
理
と
な
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
―
つ
の
幾
何
学
的
モ
デ
ル
に
よ
る
説
明
を
こ
こ
ろ
み
る
こ

と
で
、
有
限
と
無
限
の
何
ら
か
の
関
係
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
、

実
は
そ
こ
に
お
い
て
も
無
限
後
退
す
る
「
無
際
限
」
と
、
あ
る
意
味
で
閉

じ
ら
れ
た
実
無
限
的
無
限
と
し
て
の
「
絶
対
無
限
」
と
の
区
別
が
維
持
さ

(13) 

れ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
‘
―
つ
の
巧
妙
な
操
作
に

よ
っ
て
、
つ
ま
り
二
つ
の
同
心
円
の
中
心
を
ず
ら
す
と
い
う
簡
単
な
操
作

に
よ
っ
て
、
以
下
の
よ
う
な
効
果
が
生
じ
て
い
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
す

べ
て
を
数
え
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
「
無
際
限
」
的
な
も
の
が

で
は
な
く
、
最
大
と
最
小
の
値
の
う
ち
に
閉
じ
ら
れ
た
、
し
か
も
数
的
規

定
が
適
用
さ
れ
る
に
は
不
適
当
な
あ
る
「
無
限
」
が
有
限
な
る
図
形
の
う

ち
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
無
限
」
と
数
的
規
定
の
矛
盾

は
こ
の
図
形
の
例
の
直
前
に
あ
る
以
下
の
記
述
か
ら
も
理
解
さ
れ
よ
う
。

「
数
学
者
た
ち
は
、
い
か
な
る
数
に
よ
っ
て
も
説
明
さ
れ
え
な
い
多
く
の

が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
十
分
わ
か
る
の
で
す
が
、
さ
ら
に
彼
ら
は
い

か
な
る
数
に
よ
っ
て
も
数
え
あ
げ
ら
れ
な
い
、
と
い
う
よ
り
は
存
在
し
う

る
限
り
の
あ
ら
ゆ
る
数
を
超
越
す
る
多
く
の
も
の
を
知
っ
て
い
ま
す
。
し

か
も
彼
ら
は
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
数
を
超
越
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
部
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ま
す
」

(
E
P
1
2
/
I
V
5
9
)

。
そ
の
系
列
の
終
局
は
不
可
知
の
闇
へ
と
入
り
こ

ん
で
し
ま
う
た
め
に
常
に
可
能
的
、
潜
在
的
部
分
を
保
持
す
る
こ
と
に
な

る
無
限
後
退
す
る
「
無
際
限
」
に
は
、
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
有
限
の

側
か
ら
「
無
限
」
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
想
像
力
の
作
用
、
数
的
思
考
が

と
も
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
一
貫
し
た
ス
ピ
ノ
ザ
の
主
張
で
あ
る
。
ス

ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
数
と
は
大
い
さ

m
e
n
s
u
r
a、
時
間
と
と
も
に
「
単
に
思

惟
の
様
式
、
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
想
像
の
様
式
に
す
ぎ
な
い
も
の
」
(
E
P

1
2
/
I
V
5
7
)

で
あ
り
、
「
ま
た
想
像
力
の
補
助
的
な
も
の

auxilia
imagi ,
 

nationis
に
す
ぎ
な
い
ゆ
え
に
無
限
で
は
あ
り
え
な
い
も
の
」
(
E
P
1
2
/
I
V

5
8
)

で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
の
に
、
こ
の
想
像
力
は
無
限
な
る
も
の
に

対
し
て
で
さ
え
ま
ず
も
っ
て
数
え
あ
げ
よ
う
と
企
て
、
そ
し
て
数
的
規
定

を
適
用
し
て
そ
れ
を
分
割
し
、
さ
ら
に
そ
の
最
小
限
の
単
位
を
比
較
考
鼠

し
つ
つ
無
限
な
る
対
象
を
有
限
な
る
も
の
の
寄
せ
集
め
に
よ
っ
て
再
構
成

し
よ
う
と
す
る
。
あ
る
い
は
ま
た
想
像
力
は
そ
う
し
た
数
的
規
定
を
適
用

し
え
な
い
と
判
断
さ
れ
る
も
の
に
は
無
際
限
的
性
格
を
付
与
し
、
そ
し
て

無
限
後
退
す
る
系
列
の
見
え
な
さ
に
説
明
を
加
え
る
た
め
に
外
部
に
超
越

的
な
も
の
を
要
請
し
も
す
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
「
無
限
な
る
贔

を
仮
定
す
る
」
の
で
は
な
く
「
む
し
ろ
無
限
な
る
量
は
測
定
可
能
で
あ
り
、

そ
し
て
有
限
な
部
分
か
ら
な
る
と
仮
定
す
る
」
想
像
力
の
特
質
か
ら
は
、

「
無
限
な
る
量
は
測
定
可
能
で
は
な
く
、
そ
し
て
有
限
な
部
分
か
ら
な
る

分
が
極
め
て
多
い
と
い
う
こ
と
か
ら
結
論
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
そ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

れ
は
、
そ
の
本
性
が
数
な
る
概
念
と
明
白
に
矛
盾
す
る
か
ら
だ
と
し
て
い

こ
と
が
で
き
な
い
」
と
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
に
し
て
み
れ
ば
当
然
の
結
果
し
か

導
か
れ
え
な
い
の
だ
か
ら
、
結
局
想
像
力
は
ひ
と
り
よ
が
り
の
虚
構
を
演

じ
て
い
る
の
み
で
実
際
に
は
何
も
な
し
て
は
い
な
い
こ
と
と
等
し
く
な
る

(
E
1
P
l
5
C
)

。

ス
ピ
ノ
ザ
は
無
限
概
念
を
最
終
的
に
三
種
類
に
分
け
て
記
述
し
て
い

る
。
「
そ
の
本
性
上
無
限
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
し
て
も
有
限
で
あ
る
と
は

考
え
ら
れ
な
い
」
無
限
、
あ
る
い
は
「
そ
れ
が
依
存
し
て
い
る
原
因
の
カ

に
よ
っ
て
無
限
で
あ
る
が
、
そ
の
原
因
か
ら
抽
象
さ
れ
て
考
え
ら
れ
る
な

ら
ば
、
部
分
に
分
割
さ
れ
、
有
限
な
も
の
と
み
ら
れ
る
」
無
限
、
そ
し
て

「
ど
ん
な
数
に
も
等
臨
さ
れ
な
い
た
め
に
無
限
、
と
い
う
よ
り
は
無
際
限

と
い
わ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
も
の
は
し
か
し
よ
り
大
き
い
あ
る
い
は
よ
り

小
さ
い
も
の
が
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
種
類
の
無
限
で
あ
る

(
E
P
1
2
/
I
V

(14) 

6
0—
6
1
)。久
p
無
限
たJ
佃
匹
古
且
上
そ
れ
ぞ
れ
第
一
、
第
二
、
第
三
の
無
限
と
規

定
す
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
が
例
に
あ
げ
た
先
の
幾
何
学
的
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
示

さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
「
有
限
で
限
定
さ
れ
た
物
体
に
お
い
て
の
み
存
し
う

る」

(
E
P
5
0
/
I
V
2
4
0
)

と
こ
ろ
の
図
形
と
い
う
有
限
存
在
の
内
に
空
間
の

距
離
の
諸
不
等
性
と
し
て
内
在
的
に
表
現
さ
れ
た
閉
じ
ら
れ
た
無
限
と

は
、
も
ち
ろ
ん
自
己
の
本
性
に
よ
る
無
限
で
は
な
く
、
上
の
第
二
の
無
限
、

つ
ま
り
無
限
様
態
に
お
け
る
無
限
で
し
か
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
こ
の
無
限
は
す
で
に
み
た
よ
う
に
想
像
力
の
補
助
的
な
も
の

と
し
て
の
数
概
念
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
幾
何

学
モ
デ
ル
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
実
体
と
属
性
と
の
関
係
に
お
け
る
場
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合
と
同
様
の
事
態
を
再
確
認
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
無
限
な
る

も
の
と
有
限
な
る
も
の
が
あ
る
内
在
的
関
係
を
有
し
て
い
る
限
り
に
お
い

て
は
、
た
と
え
有
限
な
る
も
の
が
そ
の
有
限
性
の
ゆ
え
に
数
性
を
帯
び
て

い
る
と
し
て
も
、
こ
の
数
性
が
、
無
際
限
性
を
、
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
の

規
定
し
た
第
三
の
無
限
を
規
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
無
限
と
有
限
が
内
在
的
に
関
係
し
て

い
る
か
ぎ
り
、
両
者
の
関
わ
り
に
お
い
て
無
限
が
有
限
の
帯
び
る
数
性
に

よ
り
相
対
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
現
実
に
存
在
す
る
個
物
で
あ
る
以
上
、

相
互
に
比
較
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
数
的
に
区
別
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

わ
ら
ず
、
有
限
様
態
も
や
は
り
数
的
に
区
別
さ
れ
る
に
は
不
適
当
で
あ
る

、
、
、
、
、
、

と
い
う
諸
部
分
を
有
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に

つ
い
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
物
体
的
実
体
を
神
の
無
限
に
多
く
の
属
性
の
一
っ

で
は
な
く
神
に
よ
る
被
造
物
と
み
な
す
こ
と
で
、
そ
れ
と
あ
る
三
次
元
的

な
形
態
を
有
し
た
物
体
を
混
同
し
て
し
ま
っ
て
る
人
々
に
反
対
し
な
が
ら

(15) 

以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
物
質
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
同
一
で
あ

り
、
物
質
が
い
ろ
い
ろ
な
し
か
た
で
変
様
す
る
と
考
え
ら
れ
る
限
り
に
お

い
て
の
み
そ
の
諸
部
分
は
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
部

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

分
は
様
態
的
に
の
み
区
別
さ
れ
て
実
在
的
に
は
区
別
さ
れ
な
い
と
い
う
こ

と
に
も
注
意
す
る
な
ら
ば
、
い
っ
そ
う
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
水

は
水
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
分
割
さ
れ
、
ま
た
そ
の
諸
部
分
は
相
互
に

分
割
さ
れ
る
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
。
し
か
し
そ
れ
が
物
体
的
実
体
た
る

限
り
に
お
い
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
水
は
分
離
さ

れ
も
分
割
さ
れ
も
し
な
い
。
さ
ら
に
水
は
水
と
し
て
は
生
成
し
か
つ
消
滅

す
る
。
し
か
し
実
体
と
し
て
は
生
成
す
る
こ
と
も
消
滅
す
る
こ
と
も
な
い
」

(
E
1
P
l
5
C
)

。
あ
る
延
長
的
有
限
様
態
は
、
そ
の
物
体
的
側
面
に
お
い
て

は
分
割
・
区
分
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
物
体
的
実
体
と
い
う
側
面
に
お
い

て
は
分
割
さ
れ
る
こ
と
な
く
同
一
の
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
水
は
、
そ
の
外
延
的
な
諸
部
分
に
お
い
て
様
態
的
区

別
を
被
り
な
が
ら
も
、
本
質
と
し
て
は
同
一
の
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
わ
れ
わ
れ
の
用
語
を
適
用
す
る
な
ら

ば
、
も
ち
ろ
ん
前
者
は
想
像
力
に
基
づ
く
数
的
区
別
を
、
後
者
は
想
像
力

の
助
け
を
借
り
る
こ
と
な
く
み
ら
れ
た
無
限
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
こ
の
こ
と
は
、
同
じ
有
限
様
態
と
し
て
の
個
物
の
現
実
存

在
に
お
け
る
様
態
的
区
別
と
、
数
的
な
分
離
•
分
割
を
被
る
こ
と
は
な
い

そ
の
同
じ
個
物
の
本
質
と
は
分
け
ら
れ
る
こ
と
、
し
か
も
両
者
が
何
ら
矛

盾
す
る
こ
と
な
く
同
じ
個
物
に
お
い
て
対
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
先
の
幾
何
学
の
モ
デ
ル
の
例
を
補
足
す
る
以
下

の
説
明
に
お
い
て
も
こ
う
し
た
現
実
存
在
と
本
質
と
の
区
別
と
い
う
原
理

が
維
持
さ
れ
て
い
る
の
を
わ
れ
わ
れ
は
確
認
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
「
異

な
っ
た
中
心
を
有
す
る
二
つ
の
円
の
間
の
全
空
間
の
中
に
は
、
そ
の
空
間

の
半
分
の
中
の
物
の
二
倍
の
数
の
部
分
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ

れ
で
い
て
全
空
間
の
部
分
の
数
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
空
間
の
半
分
の
部

分
の
数
も
す
べ
て
の
数
え
ら
れ
る
数
よ
り
大
き
い
」
(
E
P
8
1
/
I
V
3
3
2
)

。
も
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を
見
出
す
」

(
E
l
P
2
4
C
)

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

ち
ろ
ん
空
間
が
部
分
の
数
に
還
元
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、

こ
こ
に
お
け
る
数
的
規
定
の
す
べ
て
は
想
像
力
の
産
物
で
あ
る
こ
と
、
ま

た
二
つ
の
閉
じ
ら
れ
た
空
間
は
第
二
の
無
限
を
表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
先
の
例
と
同
様
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
数
量
的
比
較
の
結
果
、

大
小
に
区
別
さ
れ
た
空
間
が
、
そ
の
大
小
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
一
の
無
限

(16) 

と
い
う
本
質
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
必
然
的
に
存

在
し
(
E
l
P
l
)

、
そ
し
て
存
在
と
そ
の
本
質
が
同
一
で
あ
る
(
E
l
P
2
0
)

神

に
お
い
て
は
、
も
は
や
両
者
の
区
別
は
な
い
。
一
方
、
存
在
と
本
質
双
方

に
お
い
て
神
を
原
因
と
し
て
も
つ
様
態
す
な
わ
ち
「
神
か
ら
産
出
さ
れ
た

物
」
の
場
合
、
そ
の
「
本
質
は
存
在
を
含
ま
な
い
」

(
E
l
P
2
4
)

の
だ
か
ら

「
物
が
存
在
し
て
い
て
も
存
在
し
て
い
な
く
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
本

質
に
注
目
す
る
た
び
に
、
そ
れ
が
存
在
も
持
続
も
含
ん
で
は
い
な
い
こ
と

こ
う
し
た
様
態
の
本
質
と
現
実
存
在
と
の
区
別
こ
そ
は
、
実
は
本
節
冒

頭
で
第
一
部
定
理
二
十
八
と
と
も
に
生
じ
た
疑
問
に
対
し
て
解
答
を
与
え

う
る
と
こ
ろ
の
も
の
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
疑
問
と
は
有
限
な
も
の
は

有
限
な
も
の
か
ら
決
定
さ
れ
る
と
い
う
因
果
系
列
が
無
限
に
つ
づ
く
こ
と

か
ら
無
限
と
有
限
様
態
と
の
間
に
は
切
断
が
あ
る
と
い
う
帰
結
が
導
か
れ

は
し
ま
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
確
か
に
そ
こ
に
は
あ
る
種
の
切
断

が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
っ
た
き
切
断
を
意
味
す
る
も
の
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
切
断
と
は
、
実
体
た
る
神
の
所
産
的
自

然
に
対
す
る
索
朴
な
超
越
に
碁
づ
い
た
、
無
限
者
自
体
と
有
限
者
自
体
の

わ
れ
わ
れ
は
、
神
の
本
質
と
存
在
が
同
一
で
あ
る
こ
と
を
す
で
に
確
認

間
に
存
す
る
垂
直
方
向
の
断
絶
で
は
な
く
、
現
実
に
存
在
す
る
有
限
様
態

の
担
う
、
数
的
区
別
を
被
り
も
す
る
有
限
者
相
互
の
外
的
規
定
と
、
そ
れ

と
は
異
な
っ
て
数
的
区
別
と
は
無
縁
な
ま
ま
に
と
ど
ま
る
本
質
の
区
別
を

表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
同
じ
定
理
の
証
明
に
お
け
る
以
下

の
記
述
、
す
な
わ
ち
「
神
の
あ
る
属
性
の
絶
対
的
な
本
性
か
ら
生
起
す
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

す
べ
て
の
も
の
は
無
限
か
つ
永
遠
だ
か
ら
」
「
有
限
で
定
ま
っ
た
存
在
を
も

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

つ
も
の
は
神
の
あ
る
属
性
の
絶
対
的
な
本
性
か
ら
は
産
出
さ
れ
え
な
い
」

(
E
l
P
2
8
D
)

と
い
う
記
述
は
、
あ
る
有
限
な
個
物
の
本
質
は
無
限
と
し
て

の
本
質
の
う
ち
に
と
ど
ま
り
つ
つ
、
そ
の
同
じ
個
物
の
現
実
存
在
は
諸
現

実
存
在
相
互
の
外
的
な
秩
序
に
従
属
し
て
も
い
る
と
い
う
こ
と
を
表
明
す

る
も
の
と
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
同
じ
―
つ
の
有
限
様
態
が
こ
れ
ら
二
つ

の
秩
序
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
と
い
う
事
態
が
何
ら
矛
盾
し
た
も
の
で
は

な
い
と
し
て
以
下
の
記
述
が
付
加
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
そ
れ
は
神
の
あ
る

属
性
が
定
ま
っ
た
存
在
を
も
つ
有
限
な
様
態
的
変
様
に
様
態
化
し
た
限
り

に
お
い
て
神
な
い
し
神
の
属
性
か
ら
生
起
し
、
あ
る
い
は
存
在
な
い
し
作

用
に
決
定
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
…
…
以
下
無
限
に
つ
づ
く
」

(
i
b
i
d
)
。
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
が
規
定
し
た
、
様
態
化
し
た
と
こ
ろ
の
第
二

の
無
限
は
同
じ
第
一
の
神
的
無
限
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
現

実
存
在
す
る
側
面
は
、
数
が
適
用
さ
れ
う
る
様
態
的
区
別
を
被
り
、
外
的

な
秩
序
に
し
た
が
う
こ
と
が
こ
こ
で
表
明
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
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し
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
水
の
例
に
お
い
て
物
体
的
実
体
と
仮
に
呼
ば
れ

た
属
性
も
同
様
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
同
じ
水
の
例
で
こ
れ

ま
た
確
認
し
た
ご
と
く
、
こ
の
区
別
は
あ
く
ま
で
も
様
態
に
お
け
る
様
態

的
区
別
で
し
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
区
別
を
実
在
的
区
別
と
し
て
有

限
な
様
態
を
存
在
と
本
質
の
二
規
定
に
し
た
が
っ
て
分
離
し
、
そ
の
現
実

存
在
す
る
部
分
が
外
的
規
定
を
被
る
が
ゆ
え
に
、
実
体
と
様
態
の
内
在
的

関
係
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
有
限
者
を
実
体
に
と
っ
て
の
単
な
る

外
面
性
へ
と
お
と
し
め
る
わ
け
で
は
ま
っ
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
様
態
的
区
別
は
様
態
の
持
続
を
実
体
の
外
部
に

位
躍
付
け
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
そ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
な

ら
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
索
朴
で
絶
対
的
な
断
絶
を
無
限
と
有
限
の
間
か
ら

有
限
者
の
現
実
存
在
と
本
質
の
間
に
そ
の
ま
ま
罹
き
か
え
る
こ
と
で
、
存

在
と
本
質
が
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
有
限
な
様
態
を
説
明
し
う
る
こ
と
を
可

能
な
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
「
絶
対
無
限
」
の
意
義
が
見
失
わ
れ
る
だ
ろ
う
。

「
自
然
の
う
ち
に
は
一
っ
と
し
て
偶
然
な
も
の
が
な
く
、
す
べ
て
は
一
定

の
仕
方
で
存
在
し
•
作
用
す
る
よ
う
に
神
の
本
性
の
必
然
性
か
ら
決
定
さ

れ
て
い
る
」
(
E
1
P
2
9
)

。
つ
ま
り
「
神
は
物
の
存
在
の
起
成
原
因
で
も
あ
る
」

(
E
1
P
2
5
)

の
で
あ
る
か
ら
、
有
限
者
の
存
在
そ
の
も
の
も
神
を
原
因
と

し
、
そ
し
て
、
こ
の
諸
有
限
者
の
相
互
関
係
に
お
け
る
無
限
系
列
自
体
も

結
局
は
神
の
本
性
の
必
然
性
の
及
ぶ
範
疇
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
有
限
者
の
現
実
存
在
す
る
性
格
と
、
数
的
区
別
を
被
る

こ
と
な
く
無
限
の
う
ち
に
と
ど
ま
る
本
質
と
の
区
別
は
有
限
と
無
限
の
媒

介
を
う
ま
く
説
明
す
る
に
は
好
都
合
で
あ
る
が
ゆ
え
に
採
用
さ
れ
た
便
宜

上
の
概
念
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
実
体

の
「
絶
対
無
限
」
、
神
あ
る
い
は
自
然
の
「
内
在
」
と
い
う
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学

の
根
幹
か
ら
要
請
さ
れ
る
概
念
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
無
限
な
る
も
の
と
有
限
な
る
も
の
と
の
関
係
に

お
け
る
諸
有
限
者
の
個
別
化
の
し
く
み
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い

う
点
に
関
し
て
‘
―
つ
の
総
括
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
わ

れ
わ
れ
は
神
の
能
力
あ
る
い
は
自
然
の
内
に
は
い
か
な
る
潜
在
性
・
可
能

性
も
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
既
に
二
節
に
お
い
て
確
認
し
た
わ
け
だ
が
、

同
様
の
こ
と
を
個
別
的
本
質
概
念
を
検
討
す
る
こ
と
で
有
限
者
に
対
し
て

も
指
摘
し
う
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
と
い
う
の
も
、
個
別
化
の
し
く

、
、
、
、
、
、
、

み
に
お
い
て
は
、
あ
る
有
限
な
様
態
の
様
態
化
が
そ
の
可
能
的
な
本
質
に

、
、
、
、
、
、

よ
る
自
己
実
現
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
有
限
な
様
態
の
本
質
に
つ
い
て
、
「
そ
れ
が

与
え
ら
れ
れ
ば
あ
る
も
の
が
必
然
的
に
定
立
さ
れ
、
そ
れ
が
除
去
さ
れ
れ

ば
そ
の
あ
る
も
の
が
必
然
的
に
滅
び
る
よ
う
な
も
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
が

な
け
れ
ば
あ
る
も
の
が
、
ま
た
逆
に
そ
の
あ
る
も
の
が
な
け
れ
ば
そ
れ
が
、

あ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
」
(
E
2
D
2
)

と
い

い
え
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
様
態
の
本
質
を
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
と
し
て
個

別
的
に
認
識
し
う
る
の
は
、
そ
の
本
質
が
様
態
の
存
在
と
と
も
に
、
そ
れ

に
対
応
し
つ
つ
ま
さ
に
様
態
化
し
た
か
ぎ
り
で
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
た

し
か
に
あ
る
様
態
の
本
質
自
体
は
、
そ
の
様
態
が
現
実
存
在
し
な
い
と
し
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て
も
神
の
属
性
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
そ
の
本
質
自
身
は
自
ら
の
原
因
を
神
の
う
ち
に
有
し
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
本
質
は
属

性
の
う
ち
に
わ
れ
わ
れ
に
考
察
し
う
る
よ
う
な
か
た
ち
で
個
別
化
さ
れ

て
、
数
的
に
区
別
さ
れ
て
保
持
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
つ
ま
り
「
事
物
の
本
質
は
そ
の
事
物
が
存
在
し
な
く
て
も
そ
の
事

物
の
名
称
の
下
に
理
解
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
本
質
の
概
念
は
あ
る
個
別
的

な
も
の
と
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
本
質
と
と
も
に
存
在
が
与
え
ら
れ
た

と
き
に
は
じ
め
て
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
そ

れ
ま
で
は
存
在
し
な
か
っ
た
あ
る
対
象
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と

え
ば
壁
の
全
面
が
白
く
塗
ら
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
そ
の
中
に
こ
れ
や
あ

れ
と
い
っ
た
個
別
性
は
な
い
」

(
K
V
2
-
2
0
/
I
9
7
)

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
ス
ピ
ノ
ザ
は
次
の
よ
う
に
も
言
い
え
た
。
「
こ
れ
ら
の
様
態
は
、
そ
れ
が

ま
だ
現
実
に
存
在
し
な
い
場
合
で
も
や
は
り
同
様
に
そ
の
属
性
の
な
か
に

含
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
属
性
の
な
か
に
は
何
ら
不
等
性
が
な
く
、
ま
た

諸
様
態
の
本
質
に
も
ま
だ
何
ら
不
等
性
が
な
い
の
だ
か
ら
、
自
然
の
な
か

に
個
別
性
が
存
在
し
な
い
限
り
、
観
念
の
な
か
に
も
何
ら
個
別
性
が
生
じ

な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
様
態
の
あ
る
も
の
が
個
別
的
存
在
を
与
え
ら
れ
、

そ
れ
に
よ
り
あ
る
何
ら
か
の
仕
方
で
そ
の
属
性
か
ら
区
別
さ
れ
る
（
こ
の

場
合
は
そ
れ
ら
の
様
態
が
属
性
の
な
か
に
も
っ
て
い
る
そ
の
個
別
的
存
在

が
こ
れ
ら
の
様
態
の
本
質
の
主
体
な
の
だ
か
ら
）
と
な
る
と
、
諸
様
態
の

本
質
の
な
か
に
個
別
性
が
現
れ
、
し
た
が
っ
て
そ
う
し
た
物
に
つ
い
て
必

然
的
に
観
念
の
な
か
に
生
ず
る
と
こ
ろ
の
想
念
的
本
質
の
中
に
も
個
別
性

(17) 

が
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
」

(
K
V
2
A
p
p
/
I
l
1
9
)
。

今
、
本
質
だ
け
に
着
目
す
る
な
ら
、
属
性
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
無
差
別

的
な
本
質
自
身
は
あ
る
意
味
で
可
能
的
本
質
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
問
わ
れ
て
い
る
の
は
無
限
な
る
も
の
と
の
関
わ
り
に
お
け

る
有
限
な
様
態
そ
の
も
の
の
様
態
化
で
あ
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
や
は
り
こ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

れ
を
可
能
的
本
質
自
体
の
現
実
化
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
。
本
質
は
、
有
限
な
様
態
の
様
態
化
に
際
し
、
何
ら
特
権
的
な
地
位

を
獲
得
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
存
在
に
先
立
っ
て

神
の
計
画
的
な
世
界
実
現
の
目
的
を
担
っ
て
可
能
性
の
う
ち
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
有
限
な
様
態
の

個
別
的
本
質
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
は
た
と
え
ば
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

け
る
よ
う
に
本
質
が
現
実
存
在
へ
と
向
か
う
傾
向
性
を
帯
び
た
も
の
で
は

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
そ
れ
は
、
そ
の
も
の
自
体
と
し
て
は
何
も
欠

、
、
、
、
、
、

い
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

れ
を
埋
め
合
わ
せ
る
と
い
う
か
た
ち
で
目
的
論
を
導
入
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
個
別
的
本
質
は
、

こ
ま
、

+
J
-
9
u
`
 

の
有
限
者
の
「
存
在
に
固
執
し
よ
う
と
努
め
る
努
力
」
(
E
3
P
7
)

の
こ
と
で

あ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
欠
如
と
は
常
に
、
そ

有
限
な
個
物
が
現
実
存
在
す
る
と
き

そ
れ
に
対
応
し
つ
つ
存
在
す
る
も
の
の
こ
と
で
あ
り
、

そ
し
て
そ

し
た
が
っ
て
そ
れ
は
ま
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
そ
れ
の
よ
う
に
個
物

の
内
に
実
体
の
無
限
な
る
本
質
を
可
能
性
の
現
実
化
と
い
う
し
か
た
で
内

、
、
、
、
、
、
、
、
、

属
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
と
は
異
な
っ
て
、
無
限
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
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こ
う
し
て
有
限
様
態
の
様
態
化
の
し
く
み
に
お
い
て
、
そ
の
本
質
と
現

実
存
在
の
区
別
と
い
う
概
念
が
、
目
的
論
を
排
す
る
こ
と
で
一
貰
し
て
実

体
の
「
絶
対
無
限
」
を
支
え
て
い
る
こ
と
、
し
か
し
こ
の
区
別
の
ゆ
え
に

有
限
様
態
が
神
の
外
部
に
流
出
す
る
わ
け
で
も
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
一

方
、
同
時
に
わ
れ
わ
れ
は
以
上
の
考
察
の
う
ち
に
有
限
な
様
態
の
現
実
存

在
す
る
と
い
う
性
格
の
有
す
る
意
義
が
有
限
者
の
有
限
者
た
る
ゆ
え
ん
を

物
語
る
上
で
き
わ
め
て
大
き
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
ス
ピ
ノ
ザ

に
お
い
て
は
無
限
者
と
有
限
者
の
か
か
わ
り
は
無
限
の
う
ち
に
と
ど
ま
り

続
け
る
本
質
の
み
に
よ
っ
て
は
十
分
に
説
明
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
り
、
有

限
様
態
の
現
実
存
在
相
互
の
外
的
規
定
は
本
質
に
劣
ら
ず
そ
の
無
限
と
有

限
の
関
係
に
お
い
て
不
可
欠
な
要
索
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
せ
ざ
る

を
え
な
い
。
第
一
部
定
理
二
十
八
に
述
べ
ら
れ
る
、
一
有
限
様
態
が
直
接

的
に
他
の
様
態
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
く
実
体
と
出
会
わ
れ
ず
、
実
体
あ

る
い
は
属
性
が
様
態
化
し
た
か
ぎ
り
に
お
け
る
他
の
、
少
な
く
と
も
ひ
と

、
、
、
、

つ
手
前
の
様
態
か
ら
存
在
や
作
用
に
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
事
態
の
う
ち
に
は
こ
う
い
っ
た
事
情
が
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ま
で
有
限
の
現
実
存
在
に
伴
う
様
態
的
区
別
の
無
限

へ
の
適
用
を
戒
め
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
い
ま
や
有
限
様
態
自
体
に
関

し
て
言
え
ば
、
現
実
存
在
す
る
こ
と
は
そ
の
本
性
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い

だ
ろ
う
。
有
限
様
態
と
し
て
の
個
物
の
定
義
は
「
有
限
で
定
ま
っ
た
存
在

、
、
、
、
、
、
、

を
有
す
る
も
の
」

(
E
2
D
7
)
で
あ
っ
た
。
ま
た
個
物
は
「
神
の
属
性
の
変
様
、

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

あ
る
い
は
神
の
属
性
を
一
定
の
仕
方
で
表
現
す
る
様
態
に
他
な
ら
な
い
」

(
E
1
P
2
5
C
)
。
し
た
が
っ
て
自
ら
に
そ
の
ま
ま
実
体
の
本
質
を
内
属
さ
せ

る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
ス
ピ
ノ
ザ
の
有
限
様
態
と
し
て
の
個
物
は
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

そ
の
現
実
存
在
相
互
の
外
的
規
定
の
影
響
下
で
、
し
か
し
そ
れ
に
対
応
し

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

つ
つ
も
無
限
の
う
ち
に
と
ど
ま
り
続
け
る
諸
本
質
と
と
も
に
理
性
的
に
こ

を
辿
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

以
後

れ
ら
諸
本
質
の
認
識
を
す
す
め
る
こ
と
で
神
の
認
識
に
到
る
と
い
う
道
筋

つ
ま
り
こ
の
二
つ
の
系
譜
の
区
別
は
、

こ
こ
ま
で
述
べ
ら
れ
て
き
た
無
限
か
ら
有
限
へ
と
い
う
観
点
に
基
づ
く
考

察
に
お
い
て
重
要
な
意
義
を
担
っ
た
の
と
同
様
に
、

有
限
の
側
か
ら
見
ら

れ
る
考
察
に
お
い
て
も
軽
ん
じ
ら
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
効
果
を
及
ぼ

わ
れ
わ
れ
は
本
論
に
て
ま
ず
「
絶
対
無
限
」
な
る
実
体
と
そ
の
属
性
と

の
非
超
越
的
関
係
性
を
考
察
し
、
次
に
そ
の
実
体
の
「
絶
対
無
限
」
と
い

う
性
格
を
神
と
自
然
と
の
必
然
的
関
係
の
考
察
に
お
い
て
探
求
し
甚
礎
付

け
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
最
後
に
本
論
の
最
大
の
関
心
事
項
で
あ
っ
た
「
絶

対
無
限
」
と
し
て
の
神
II
実
体
と
有
限
な
る
様
態
の
関
わ
り
の
し
く
み
を

検
討
し
て
き
た
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
現
実
存
在
す
る
有
限
様
態
と
し
て
の

個
物
の
外
的
現
実
存
在
規
定
と
無
限
な
る
本
質
と
の
区
別
を
見
出
し
、
さ

ら
に
有
限
存
在
に
お
い
て
本
質
が
存
在
を
規
定
す
る
と
い
う
本
質
の
現
実

存
在
に
対
す
る
特
権
性
は
剥
奪
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も

に
、
そ
う
は
い
っ
て
も
現
実
存
在
す
る
個
物
が
被
る
様
態
的
区
別
の
ゆ
え
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に
有
限
者
は
無
限
と
は
切
り
離
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
そ

れ
な
り
に
神
II
実
体
の
「
絶
対
無
限
」
を
、
「
表
現
す
る
」
と
い
う
か
た
ち

で
内
に
含
ん
で
い
る
と
い
う
事
態
を
も
確
認
す
る
に
到
っ
た
わ
け
で
あ

る
。
こ
こ
で
さ
ら
に
有
限
様
態
が
現
実
存
在
す
る
こ
と
の
事
実
性
が
い
か

に
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
当
然
生
じ
よ
う
か
と
思
わ

れ
る
。
と
い
う
の
も
ス
ピ
ノ
ザ
の
論
理
が
「
世
界
か
ら
の
超
越
」
を
拒
み
、

「
世
界
と
い
う
超
越
」
を
問
う
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
問
い
か
け
の
根

拠
と
し
て
、
実
体
の
「
絶
対
無
限
性
」
と
と
も
に
有
限
者
の
現
実
存
在
す

る
と
い
う
性
格
を
も
本
論
に
て
わ
れ
わ
れ
は
見
出
す
こ
と
と
な
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
と
思
う
。

こ
う
し
た
論
点
に
つ
い
て
は
、
手
持
ち
の
観
念
の
う
ち
な
る
真
理
性
か
ら

始
め
て
充
全
な
る
認
識
に
到
れ
ば
よ
く
、
始
め
に
真
理
の
可
能
性
の
諸
条

件
の
基
礎
付
け
を
要
求
す
る
こ
と
の
な
い
ス
ピ
ノ
ザ
の
方
法
論
の
検
討
、

あ
る
い
は
有
限
様
態
相
互
の
外
的
規
定
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
、
人
間

身
体
の
活
動
能
力
に
影
響
を
与
え
る
と
こ
ろ
の
身
体
の
諸
変
様
、
あ
る
い

は
そ
の
観
念
で
あ
る
と
こ
ろ
の
感
情
の
考
察
等
々
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
と

注
ス
ピ
ノ
ザ
の
テ
ク
ス
ト
の
引
用
と
参
照
は
ゲ
プ
ハ
ル
ト
版
全
集

S
p
i
n
o
z
a
O
p
e
r
a
,
 

i
m
 A
u
f
t
r
a
g
 der 
Heidelberger A
k
a
d
e
m
i
e
 der Wissenschaften hrsg. 
v
o
n
 

Carl G
e
b
h
a
r
d
t
,
 
C
.
W
i
n
t
e
r
,
 
Heidelberg. 
に
よ
り
、
以
下
の
よ
う
に
略
号
化
し
て

本
文
中
に
示
す
こ
と
に
す
る
。

E
l
は
『
エ
チ
カ

(
E
T
H
I
C
A
)
』
第
1
部、

P
は
定
理
、

な
る
で
あ
ろ
う
と
予
測
す
る
に
留
め
て
お
き
た
い
。

D
は
定
義
、

A
は
公
理
、
定
理
の
後
の
D
は
証
明
、

C
は
系
、

S
は
備
考
、

Pref
は
序
文
、

A
p
p
は
付
録
を
そ
れ
ぞ
れ
表
す
。

P
P
は
『
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
原
理

(Renati
Descartes 

P
ユn
c
i
p
i
o
r
u
m
Philosophiae Pars. et II.)
、
E
P
1
2
は
『
事
既
間
12
』、

K
V
l
-
1
は
『
神
・

人
間
及
ぴ
人
間
の
幸
福
に
関
す
る
短
論
文

(Korte
V
 erhandeling 
v
a
n
 G
o
d
 d
e
 

M
e
n
s
c
h
 e
n
 deszelfs 
W
e
l
s
t
a
n
d
)
』
第

1
部
第

1
章、

T
I
E
4
9
は
『
知
性
改
善
論

(Tractatus d
e
 Intellectus E
m
e
n
d
a
t
i
o
n
e
)
』
竿
H

四
十
九
節
を
表
す
。
ロ
ー
マ
数
字

は
ゲ
プ
ハ
ル
ト
版
全
集
の
巻
数
を
表
示
し
、
そ
の
後
の
数
字
は
ペ
ー
ジ
数
を
表
す
。
た
だ

し
参
照
が
容
易
だ
と
恩
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
省
略
し
た
。
な
お
、
傍
点
は
こ
と
わ
り

の
な
い
か
ぎ
り
筆
者
が
付
加
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
1
)
 
Cf. 
Martial Gueroult, 
S
p
i
n
o
z
a
 I
 ,
 Aubier-

M
o
n
t
a
i
笞
e,
1968, 
Paris, 

p.109. 

G
.
 Deleuze, Spinoza et le p
r
o
b
l

翌

e
d
e
lぎ
苺
袋
迄o
n
,
M
i
n
u
i
t
•

1968, Paris, 

C
h
a
p
.
I
.
 

(
2
)
 
Cf.Martial Gueroult, 
ibid., 
pp.428-461. 

(
3
)
 
Martial Gueroult, 
ibid., 
p.428. ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
・
属
性
に
対
す
る
ヘ
ー

ゲ
ル
の
言
及
は
以
下
を
参
照
。
G
.
W
.
F
•Hegel, 
W
笏

gschaft 
d
e
r
 
L
o
g
i
k
 

II, 
W
e
r
k
e
 in 
z
w
a
n
z
i
g
 B
a
n
d
e
n
,
 
T
h
e
o
r
i
e
 W
e
r
k
a
u
s
g
a
b
e
 S
u
h
r
k
a
m
p
 

Verlag, 
1969, 
Frankfurt ss.196ー

197.
ピ
エ
ー
ル
・
マ
シ
ュ
レ
が
指
摘
し

て
い
る
よ
う
に
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ま
ず
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
属
性
を
「
二
つ
の
属
性
・

思
惟
と
延
長
だ
け
」
に
還
元
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
二
属
性
を
非
本

質
な
形
式
、
外
的
反
省
と
み
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
外
的
反
省
の
形
式
に

則
っ
て
ま
ず
始
め
に
二
属
性
が
区
別
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
「
絶
対
的
な
も
の
（
実
体
）
」

の
外
部
で
両
者
が
統
一
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
ス
ピ
ノ

ザ
の
属
性
は
た
っ
た
二
つ
で
は
な
く
、
無
数
に
あ
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
ら

は
単
な
る
形
式
に
す
ぎ
な
い
ど
こ
ろ
か
「
実
体
に
つ
い
て
そ
の
本
質
を
構
成
し
て

い
る
」
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
諸
属
性
は
実
体
の
外
部
に
お
い
て
あ
る
の
で
は
な

い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
こ
で
段
階
的
手
続
と
と
も
に
導
入
し
た
思
惟
の
運
動
と
い
う

時
間
的
秩
序
を
敢
え
て
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
に
適
用
す
る
な
ら
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
諸
属

性
は
始
め
か
ら
、
そ
し
て
常
に
実
体
の
う
ち
で
、
そ
れ
に
従
属
す
る
こ
と
な
く
平

等
に
、
相
互
に
還
元
不
可
能
な
か
た
ち
で
独
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
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は
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
と
属
性
に
、
そ
こ
に
は
始
め
か
ら
存
し
な
い
弁
証
法
的
矛
盾

と
対
立
を
無
理
矢
理
に
読
み
込
も
う
と
し
た
う
え
で
、
そ
の
欠
如
を
批
判
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
。

cf.
,
 Pierre 

M
a
c
h
e
r
e
y
,
 

Hegel 
o
u
 
Spinoza, 
L
a
 

D
e
c
o
u
v
e
r
t
e
,
 
1990, 
Paris, 
p
.
1
1
6
.
 

(
4
)
他
に
、
実
体
と
属
性
に
関
す
る
明
瞭
な
説
明
を
求
め
た
シ
モ
ン
・
ド
・
フ
リ
ー
ス

の
書
簡
(
E
P
8
/
I
V
4
1
)
に
対
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
同
一
事
物
を
表
す
二
つ
の
名
前
、

イ
ス
ラ
エ
ル
と
ヤ
コ
ブ
を
実
体
と
属
性
に
例
え
て
両
者
を
同
一
的
に
語
っ
て
い

る

(
E
P
9
/
I
V
4
6
)
。
cf.
Pierre M
a
c
h
e
r
e
y
,
 
0
p
.
g
t
:
 p
p
.
1
1
5
-
1
1
6
.
 そ
う
で

は
な
く
て
二
つ
の
名
称
は
―
つ
の
実
体
に
与
え
ら
れ
た
二
属
性
と
す
る
こ
と
で

実
体
と
属
性
を
見
誤
っ
て
し
ま
う
解
釈
が
あ
る
。

cf.
G
.
 D
e
l
e
u
z
e
,
 
op. 
cit., 

p
.
5
2
,
 
H
.
A
.
 
W
o
l
f
s
o
n
,
 
T
h
e
 Philosophy 
o
f
 Spinoza, 
I
 ,
 Ha

r
v
a
r
d
 

U
n
i
v
.
 
Press, 
1962, 
C
a
m
b
r
i
d
g
e
,
 
M
a笏
achusetts,
L
o
n
d
o
n
,
 p
 .154. 

(5)
ピ
エ
ー
ル
・
マ
シ
ュ
レ
は
「
い
ず
れ
に
し
ろ
ス
ピ
ノ
ザ
は
『
実
体
と
属
性
と
は
ま
っ

た
く
同
じ
も
の
で
あ
る
、
と
私
は
解
す
る
』
と
書
き
え
た
は
ず
な
の
だ
」
と
さ
え

言
っ
て
い
る
。
ま
た
彼
は
「
『
属
性
と
は
実
体
の
本
質
を
構
成
す
る
も
の
と
解
す

る
。
知
性
は
実
体
を
属
性
と
し
て
（
あ
る
が
ま
ま
に
）
知
覚
す
る
』
と
い
う
よ
う

に
知
性
に
対
す
る
属
性
の
依
存
を
排
除
す
る
よ
う
に
」
ス
ピ
ノ
ザ
は
書
け
ば
よ

か
っ
た
と
も
付
け
加
え
て
い
る
。

cf.
P
.
 M
a
c
h
e
r
e
y
,
 
op. 
cit. 
p
p
.
1
1
6
-
1
1
7
.
 

(
6
)
無
際
限
的
な
無
限
に
対
し
閉
じ
ら
れ
た
一
全
体
と
し
て
の
無
限
は
、
無
限
を
一
般

的
な
数
と
同
様
に
実
在
的
な
も
の
と
考
え
た
カ
ン
ト
ー
ル
の
言
う
実
無
限
に
該

当
す
る
と
い
え
る
。

(
7
)
 
Cf. 
R
.
 
D
 g
 
cartes, 
Principia 
Philosophfre, 
C
E
u
v
r
e
s
 
d
e
 Descartes, 

A
d
a
m
 &
 T
a
n
n
e
r
y
,
 
V
r
i
n
,
 
Paris, 
1964-74, 
VIll'1, 
P
a
r
s
 1ー

26,
27, 

p
p
.
1
4ー

15,
G
.
 W
.
 Leibniz, 
Discours d
e
 Metaphysique, 
D
i
e
 Philos ,
 

0
 ph
i
s
c
h
e
n
 Schriften v
o
n
 G
.
 
W• 

Leibniz, 
C. J.

 G
e
r
h
a
r
d
t
 `
 
IV, 
Berlin, 

1875, 
p
 .427. 

(
8
)
も
ち
ろ
ん
以
下
に
お
け
る
『
短
論
文
』
の
議
論
も
し
く
は
引
用
は
、
『
エ
チ
カ
』
と

の
差
異
を
自
覚
し
つ
つ
な
さ
れ
て
い
る
。
『
短
論
文
』
で
は
、
未
だ
実
体
と
し
て
の

意
義
を
も
ち
え
て
い
な
い
神
と
自
然
そ
の
も
の
と
の
一
致
が
述
べ
ら
れ
る
の
に

対
し
、
『
エ
チ
カ
』
に
お
い
て
は
唯
一
の
実
体
、
さ
ら
に
言
え
ば
「
絶
対
無
限
」
な

る
実
体
と
し
て
両
者
の
同
一
性
が
導
か
れ
て
い
る
と
い
う
相
違
が
あ
る
。
し
か
し

「
絶
対
無
限
」
と
い
う
性
格
の
説
明
に
際
し
て
は
両
者
の
差
異
よ
り
も
「
内
在
」

と
い
う
共
通
性
が
重
視
さ
れ
て
よ
い
と
考
え
る
。

cf.
M
a
r
t
i
a
l
 Gueroult, 
op. 

c
戸
p
p
.
4
7
2
-
4
8
7
.
 G• 

D
e
l
e
u
z
e
,
 
S
p
i
n
o
z
a
 
Philosophie 
pratique, 

M
i
n
u
i
t
,
 
1981, 
Paris, 
C
h
a
p
.
5
.
 

(
9
)
「
優
勝
的
に

e
m
i
n
e
n
t
e
r」
で
は
な
く
「
形
相
的
に

formaliter」
を
ス
ピ
ノ
ザ
は

採
用
す
る
。
こ
の
多
義
的
に
も
ち
い
ら
れ
る
用
語
の
こ
の
場
面
に
お
け
る
意
味
は

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
「
『
優
勝
的
に
』
と
は
、
原
因
が
結
果
の
す
べ
て
の
実

在
性
を
、
結
果
そ
の
も
の
よ
り
も
一
層
完
全
に
含
む
場
合
の
こ
と
」
で
あ
り
、
「
こ

れ
に
反
し
て
『
形
相
的
に
』
と
は
、
原
因
が
結
果
の
す
べ
て
の
実
在
性
を
、
結
果

と
同
じ
程
度
に
完
全
に
含
む
場
合
の
こ
と
」

(
P
P
l
A
S
/
!
1
5
5
)
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
「
形
相
的
に
」
と
は
、
原
因
が
結
果
を
超
え
出
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
内
に
含

ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
と
諸
属
性
の
内
在
的
関
係
を
表

現
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。
一
方
「
優
勝
的
に
」
は
、
そ
れ
が
原
因
の
完
全
性
が
結

果
の
そ
れ
を
上
回
る
場
合
を
表
す
以
上
、
因
果
関
係
に
段
階
的
秩
序
が
存
す
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
が
神
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
と

き
、
神
は
諸
結
果
に
対
し
て
超
越
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

(10) 
Cf. 
R
.
D
e
s
c
a
r
t
e
s
,
 
op. 
cit, 
1-22, 
p.13, 
G
.
 W
.
 Leibniz, 
ibid., 

M
o
蓉
dologiel,VI,
p
.
6
0
7
.
 
41,VI, 
p
.
6
1
3
.
 

(11)
こ
う
し
た
固
有
性
を
め
ぐ
る
困
難
に
つ
い
て
は
、
固
有
名
は
確
定
記
述
の
束
に
還

元
さ
れ
な
い
と
い
う
ク
リ
プ
キ
の
主
張
が
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
主

語
の
指
示
対
象
と
し
て
の
世
界
を
「
こ
の
」
と
い
う
指
示
語
で
指
示
す
る
か
ぎ
り
、

固
有
名
と
同
様
に
述
定
し
え
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

C
f
.
S
a
u
l
 
A• 

K
r
i
p
k
e
,
 
N
a
m
i
n
g
 a
n
d
 N
e
c
e
s
足
y
•
H
a
r
v
a
r
d
 U
n
i
v
.
 
P
r
e笏

．．
 

1
9
7
2
,
1
9
8
0
,
 
C
a
m
b
r
i
d
g
e
,
 M
a
s
s
a
c
h
u
s
e
t
t
s
.
 

(12)
た
と
え
ば
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ネ
グ
リ
は
「
所
与
の
あ
る
い
は
泄
界
の
地
平
で
な
い
よ

う
な
あ
ら
ゆ
る
地
平
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
存
在
論
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
」
る
と
し
、
た

と
え
ば
こ
う
し
た
祉
界
の
地
平
の
外
部
か
ら
提
出
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
形
而
上
学

的
な
問
い
か
け
は
わ
れ
わ
れ
を
迷
信
や
無
知
の
逃
避
所
と
し
て
の
神
の
観
念
に

つ
れ
戻
す
と
い
っ
て
い
る
。

cf.
A
n
t
o
n
i
o
 
N
e
g
r
i
,
 
l
'
A
n
o
m
a
l
i
e
 
s
a
u
蕊
ge.
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大
学
院
博
士
後
期
課
程
）

P
U
F
.
,
 1
9
8
2
,
 
Paris, p
.
2
8
0
.
 

(13)
こ
の
書
簡
十
二
の
例
に
お
い
て
、
「
無
限
」
と
「
無
際
限
」
の
区
別
が
実
体
と
様
態

に
垂
直
方
向
の
秩
序
を
導
入
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
ネ
グ
リ
は
批
判
す
る
。
し

か
し
両
者
の
区
別
が
そ
の
ま
ま
様
態
の
地
位
を
お
と
し
め
る
べ
き
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
と
し
て
機
能
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
実
体
の
「
絶
対
無
限
」
こ
そ
は
、
階
層

的
な
権
力
機
構
の
項
点
か
ら
超
越
的
に
下
層
の
諸
様
態
に
命
令
を
下
す
と
い
う

実
体
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
機
能
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
本
論
の

主
張
で
あ
る
。

cf.Antonio
Negri, 
0
p
互
t,
p
p
.
1
3
8
'
1
4
5
.
 

(14)
ゲ
ル
ー
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
テ
ク
ス
ト
に
忠
実
に
六
種
類
の
無
限
を
区
別
し
て
い
る

が
(
I
V
5
3
)

、
最
終
的
に
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
が
同
じ
書
簡
で
三
種
類
に
収
倣
さ
せ
て
い

る。

cf.
Martial Gueroult, 0
 ,P. 
cit., 
p
p
.
5
0
1
 ,
 5
1
0
.
 

(15)
こ
こ
で
言
わ
れ
る
物
体
的
実
体
と
は
、
も
ち
ろ
ん
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
で
は
な
い
。

実
体
と
属
性
が
同
一
的
に
語
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
延
長
は
思
惟

と
と
も
に
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
よ
う
に
実
体
化
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

(16)
こ
う
し
た
表
現
性
の
特
質
に
つ
い
て
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
著
作
(
1
9
6
8
)

に
お
い

て
一
貰
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
第
11
章
。
こ
の
表
現
性
は
実
体
の
「
絶

対
無
限
性
」
を
充
全
に
解
説
し
う
る
概
念
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
有
限
な
る

個
物
は
無
限
な
る
本
質
を
そ
の
ま
ま
自
己
に
内
属
さ
せ
る
の
で
は
な
く
「
表
現
す

る
」
と
い
う
こ
と
で
、
超
越
的
で
は
な
い
実
体
と
の
内
在
的
な
関
係
性
が
説
明
さ

れ
る
。

(17)
ス
ピ
ノ
ザ
は
次
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
る
。
「
個
物
が
神
の
属
性
の
な
か
に
含
ま

れ
て
存
在
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
ば
か
り
で
は
な
く
、
さ
ら
に
ま
た
時
間
の

う
ち
に
持
続
す
る
と
い
わ
れ
る
限
り
に
お
い
て
も
存
在
す
る
と
い
わ
れ
る
よ
う

に
な
る
と
、
個
物
の
観
念
も
ま
た
持
続
す
る
と
い
わ
れ
る
存
在
を
含
む
よ
う
に
な

る
の
で
あ
る
」
(
E
2
P
8
C
)

。
も
ろ
ん
こ
の
持
続
は
現
実
存
在
す
る
も
の
の
特
質
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
個
別
的
な
も
の
と
し
て
の
有
限
様
態
の
様
態
化
は
持
続
に

よ
っ
て
も
説
明
さ
れ
る
と
い
え
る
。

（
な
か
た
か
つ
や

104 




