
Title ライプニッツの空間概念

Author(s) 松田, 孝之

Citation メタフュシカ. 1999, 30, p. 15-28

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/66615

rights

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University



ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
哲
学
の
特
色
の
一
っ
と
し
て
、
普
遍
学
の
構
想
が
挙

げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
普
遍
学
の
構
想
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
単
純
な

概
念
を
有
す
る
記
号
を
論
理
的
に
操
作
す
る
と
い
う
普
遍
的
記
号
法
に
そ

の
可
能
性
を
求
め
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
知
的
領
域

を
カ
バ
ー
す
る
よ
う
な
共
通
の
方
法
論
の
構
想
で
あ
る
と
言
い
換
え
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
デ
カ
ル
ト
の
「
普
遍
数
学

(
m
a
t
h
e
s
i
s

且
versalis)
」
の
構
想
を
推
し
進
め
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
あ
ら
ゆ
る
知
的
領
域
に
共
通
の
方
法
論
が
あ
る
と
い
う
考
え
の

底
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
学
問
に
共
通
点
が
あ
る
と
い
う
思
想
、
言
い
換
え
れ

ば
、
（
諸
学
の
基
礎
に
何
を
置
く
か
は
別
と
し
て
、
）
デ
カ
ル
ト
が
「
哲
学

の
樹
」
と
い
う
比
喩
を
用
い
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
発
想
、
す
な
わ
ち
あ

ら
ゆ
る
学
問
は
密
接
に
絡
み
合
っ
て
お
り
、
一
見
無
関
係
に
見
え
る
も
の

は
じ
め
に

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
空
間
概
念

に
も
論
理
的
な
関
係
が
あ
り
、
諸
学
の
基
礎
と
な
る
学
問
を
厳
密
な
学
と

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
体
系
的
に
そ
の
他
の
学
問
も
厳
密
な
も
の
と
す
る

基
礎
付
け
が
な
さ
れ
る
と
す
る
発
想
が
流
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
発
想
か
ら
、
十
七
世
紀
の
哲
学
は
、
と
り
わ
け
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

の
哲
学
は
体
系
化
の
道
を
歩
ん
だ
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
哲
学
の
体
系

化
が
新
た
な
課
題
を
課
す
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
体
系
化
と
い
う
限

り
は
諸
学
相
互
の
関
係
を
系
統
立
て
て
整
理
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、

体
系
化
の
目
標
の
た
め
に
、
諸
学
の
形
而
上
学
に
よ
る
基
礎
付
け
と
い
う

課
題
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
基
礎
付
け
の
試
み
の
う
ち
で
も

重
要
な
も
の
の
―
つ
に
自
然
学
の
そ
れ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
自
然
学
の
中
で

も
特
に
数
量
的
に
幾
何
学
的
手
法
に
よ
っ
て
研
究
が
進
め
ら
れ
、
他
の
学

問
領
域
よ
り
も
論
理
的
に
厳
密
に
論
じ
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
力
学
法
則
を
ま

ず
い
か
に
し
て
形
而
上
学
的
に
基
礎
づ
け
る
か
が
、
デ
カ
ル
ト
に
限
ら
ず

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
も
―
つ
の
大
き
な
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
本

稿
に
お
い
て
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
そ
の
よ
う
な
力
学
法
則
に
代
表
さ
れ

松

田

孝

之
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ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
空
間
概
念
を
よ
り
明
ら
か
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、

ま
ず
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
デ
カ
ル
ト
的
空
間
概
念
を
ど
の
よ
う
に
批
判
し
て

い
る
か
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
も
ま
ず
、
デ
カ
ル
ト

の
空
間
概
念
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。
デ
カ
ル
ト
は
「
哲
学
原
理
』
に
お

い
て
、
以
下
の
よ
う
に
空
間
を
定
義
づ
け
る
。
「
物
質
の
本
性
あ
る
い
は

一
般
的
に
考
え
ら
れ
る
物
体
の
本
性
が
（
中
略
）
長
さ
、
幅
、
高
さ
に
延

(
l
)
 

長
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
の
み
存
す
る
」
と
し
、
物
体
の
本
性

が
延
長
に
の
み
存
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
さ
ら
に
、
「
空
間
を
構

成
す
る
長
さ
、
幅
、
高
さ
へ
の
延
長
は
、
物
体
を
構
成
す
る
そ
れ
と
明
ら

(
2
)
 

か
に
同
一
の
も
の
で
あ
る
」
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
空
間
あ
る
い

は
内
的
場
所
と
、
そ
の
う
ち
に
置
か
れ
た
物
体
的
実
体
と
は
本
質
に
お
い

て
異
な
る
も
の
で
は
な
く
、
単
に
通
常
の
我
々
に
お
け
る
理
解
の
仕
方
に

(
3
)
 

お
い
て
異
な
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
。
し
た
が
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て

空
間
と
は
物
体
的
実
体
以
外
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
る
デ
カ
ル
ト
的
空
間
概
念
の
批
判

る
自
然
学
を
基
礎
づ
け
る
上
で
、
そ
の
空
間
概
念
が
持
つ
意
義
、
及
び
問

題
点
を
デ
カ
ル
ト
の
空
間
概
念
な
ど
を
参
照
し
つ
つ
明
ら
か
に
し
、
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
の
形
而
上
学
と
自
然
学
の
つ
な
が
り
の
一
端
を
提
示
し
、
さ
ら

に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
空
間
概
念
が
哲
学
史
的
に
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持

つ
も
の
か
も
合
わ
せ
て
評
価
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

概
観
す
る
と
、
デ
カ
ル
ト
の
空
間
概
念
は
「
物
体
II
延
長
11
空
間
」
と
定

(
4
)
 

式
化
さ
れ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
空
間
概
念
に
対
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
ど
の
よ
う

(5) 

な
批
判
を
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
一
六
七
0
年
代
後
半
に
交
わ

(
6
)
 

さ
れ
た
マ
ー
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
と
の
往
復
書
簡
(

I

3
2
1
 ,
 
3
6
1
)

に
お
い
て
、

「
物
質
の
本
質
は
延
長
に
の
み
存
す
る
」

(

I

3
2
1
)

と
い
う
マ
ー
ル
ブ
ラ

ン
シ
ュ
の
考
え
に
対
し
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
行
っ
た
批
判
を
通
し
て
、

(
7
)
 

少
し
考
え
て
み
た
い
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
マ
ー
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
論
証
過

程
を
以
下
の
よ
う
に
再
構
成
す
る
。
「
一
）
空
虚

(vuide)

は
現
実
に
異

な
る
部
分
を
も
つ
。
二
）
現
実
に
異
な
る
二
つ
の
事
物
は
分
離
可
能
で
あ

る
。
三
）
分
離
可
能
な
延
長
し
た
二
つ
の
事
物
は
動
く
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
四
）
動
き
う
る
部
分
を
も
つ
す
べ
て
の
も
の
は
物
質
で
あ
る
。
五
）

そ
れ
ゆ
え
、
先
に
提
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
空
虚
は
物
質
で
あ
る
」
(

I

3
2
1
)
 

と
。
以
上
の
よ
う
な
推
論
過
程
の
う
ち
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
二
番
目
と
三
番

目
の
定
理
に
対
し
て
疑
問
を
差
し
挟
む
。

ま
ず
、
第
三
の
定
理
に
つ
い
て
は
、
運
動
な
し
に
空
間

(espace,

espace vuide)

が
分
割
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
例
え
ば
、
空
間
の
部

分
の
一
方
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
方
と
分
割
す
る
方
法
な
ど
を
示

し
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
空
間
の
可
動
性
が
空
間
の
可
分
性
の
必
然
的
な
帰

(
8
)
 

結
で
は
な
い
こ
と
を
証
明
し
、
第
三
の
定
理
を
否
定
す
る

(

I

3
2
2
)

。

だ
が
、
重
要
な
の
は
、
第
二
の
定
理
に
つ
い
て
の
批
判
で
あ
る
。
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
は
第
二
の
定
理
を
以
下
の
よ
う
に
再
構
成
す
る
。
「
一
）
現
実

16 



、
、
、

に
異
な
る
二
つ
の
事
物
は
他
方
な
し
に
一
方
を
完
全
に
理
解
し
う
る
。
二
）

他
方
な
し
に
一
方
を
完
全
に
理
解
し
う
る
二
つ
の
事
物
は
他
方
な
し
に
一

方
が
存
在
し
得
る
か
、
あ
る
い
は
分
割
可
能
で
あ
る
。
三
）
そ
れ
故
、
現

実
に
異
な
る
二
つ
の
事
物
は
分
割
可
能
で
あ
る
」

(

I

3
2
2
)

と
。
以
上
の

、
、
、
、
、
、
、

推
論
過
程
に
対
し
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
「
事
物
を
完
全
に
理
解
す
る
と

い
う
こ
と
が
、
事
物
を
構
成
す
る
の
に
十
分
な
す
べ
て
の
必
要
条
件
を
理

解
す
る
こ
と
で
あ
る
な
ら
、
私
は
次
の
定
理
を
認
め
る
。
す
な
わ
ち
、
あ

る
事
物
を
構
成
す
る
の
に
十
分
な
す
べ
て
の
必
要
条
件
が
、
他
の
事
物
を

構
成
す
る
の
に
十
分
な
す
べ
て
の
必
要
条
件
を
理
解
す
る
こ
と
な
し
に
、

理
解
さ
れ
得
る
と
き
、
一
方
は
他
方
な
し
に
存
在
し
う
る
」

(

I

3
2
2
 ,
 

3
2
3
)

と
し
て
、
再
構
成
さ
れ
た
推
論
の
第
二
項
に
は
同
意
す
る
が
、
第

一
項
、
す
な
わ
ち
「
二
つ
の
事
物
が
現
実
に
異
な
っ
て
い
る
と
き
、
一
方

の
す
べ
て
の
必
要
条
件
は
他
方
の
す
べ
て
の
必
要
条
件
を
理
解
す
る
こ
と

な
し
に
理
解
し
う
る
」
に
対
し
て
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。

以
上
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
疑
問
へ
の
マ
ー
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
返
答
に
対

し
て
さ
ら
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
批
判
を
加
え
る
。
ま
ず
、
第
二
の
定
理
に

対
す
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
批
判
に
対
す
る
マ
ー
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
返
答
の

要
旨
を
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
記
述
を
通
し
て
確
認
し
よ
う
。
「
あ
な
た
は
あ

な
た
の
返
答
に
お
い
て
絶
対
的
存
在
と
相
対
的
存
在
の
間
を
区
別
し
て
い

ま
す
。
そ
し
て
あ
な
た
は
こ
う
言
い
ま
す
。
絶
対
的
存
在
は
必
要
条
件
を

持
た
な
い
。
と
こ
ろ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
諸
事
物
、
す
な
わ
ち
二
つ
の

空
間
の
部
分
は
絶
対
的
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
れ
ら
は
必
要
条
件
を

持
た
な
い
の
だ
か
ら
、
一
方
は
他
方
を
完
全
に
理
解
し
な
く
と
も
完
全
に

理
解
し
う
る
と
い
う
こ
と
は
真
で
あ
る
」

(

I

325)
と
。
こ
の
よ
う
な
考

え
に
対
し
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
「
私
の
考
え
で

、
、
、
、

は
、
作
ら
れ
う
る
も
の
は
す
べ
て
そ
の
外
に
必
要
条
件
を
、
す
な
わ
ち
そ

れ
を
作
る
の
に
寄
与
し
た
も
の
を
有
す
。
と
こ
ろ
で
、
空
間
の
諸
部
分
は

そ
れ
を
断
ち
切
る
物
体
の
運
動
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
そ
れ
ら

は
必
要
条
件
を
持
つ
」

(

I

3
2
5
)

と
。
し
か
し
な
が
ら
、
マ
ー
ル
ブ
ラ
ン

シ
ュ
は
正
反
対
の
証
明
を
行
お
う
と
す
る
。
「
空
間
の
諸
部
分
は
存
在
の

様
態
あ
る
い
は
相
対
的
存
在
で
は
な
く
、
絶
対
的
存
在
で
あ
る
。
絶
対
的

存
在
は
単
純
な
観
念
を
持
つ
。
そ
の
観
念
が
単
純
で
あ
る
事
物
は
必
要
条

件
を
持
た
な
い
。
そ
れ
故
空
間
の
諸
部
分
は
必
要
条
件
を
持
た
な
い
」

(

I

 

325)
と
。
問
題
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
マ
ー
ル

ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
絶
対
的
存
在
に
つ
い
て
の
説
明
に
従
え
ば
、
そ
れ
は
神
や

神
の
完
全
性
、
属
性
に
つ
い
て
の
み
言
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
空
間
の

部
分
が
絶
対
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
は
同
意
で
き
な
い
と
い
う

(

I

 3
2
5
)

。

次
に
、
第
三
の
定
理
、
す
な
わ
ち
「
可
動
性
は
可
分
性
の
帰
結
で
あ
る
」

に
対
す
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
批
判
に
対
す
る
マ
ー
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
返
答

の
要
旨
を
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
記
述
を
通
し
て
確
認
し
よ
う
。
「
あ
な
た

（
マ
ー
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
）
の
証
明
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
二
つ
の
延

長
し
た
事
物
を
分
け
る
も
の
は
二
つ
の
事
物
の
間
に
あ
る
。
二
つ
の
事
物

の
間
に
あ
る
も
の
は
そ
の
大
き
さ
を
増
す
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
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き
さ
を
増
し
つ
つ
あ
る
二
つ
の
事
物
の
間
に
あ
る
も
の
は
そ
れ
ら
の
間
の

距
離
を
広
げ
る
。
二
つ
の
事
物
の
間
の
距
離
を
広
げ
る
も
の
は
そ
れ
ら
を

動
か
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
二
つ
の
延
長
し
た
事
物
を
分
け
る
も
の
は
そ

れ
ら
を
動
か
す
」

(

I

3
2
6
)

と
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
以
上
の
証
明
の
最
初

の
「
二
つ
の
延
長
し
た
事
物
を
分
け
る
も
の
は
二
つ
の
事
物
の
間
に
あ
る
」

と
い
う
項
を
否
定
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
最
初
の
批
判
で
述
べ
た
と
お
り
、

空
間
の
部
分
の
一
方
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
方
と
分
割
す
る
な
ど

し
て
位
置
の
変
化
と
し
て
の
運
動
な
し
に
空
間
が
分
割
可
能
で
あ
る
か

ら。
以
上
の
よ
う
な
議
論
か
ら
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
か
。
ラ

イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
マ
ー
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
議
論
の
食
い
違
い
の
原
因
は
延
長

の
概
念
の
違
い
に
基
づ
く
。
す
な
わ
ち
、
マ
ー
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
「
空
間

の
諸
部
分
は
絶
対
的
存
在
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る

と
お
り
、
空
間
、
延
長
を
実
体
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
は
延
長
を
実
体
を
構
成
し
得
な
い
と
考
え
て
い
る
。
以
上
の
記
述

か
ら
も
あ
る
程
度
分
か
る
よ
う
に
、
同
一
の
文
脈
に
お
い
て
「
空
間

(
e
s
p
a
c
e
)

」
、
「
延
長
(
e
t
e
~
d
u
e
)

」
と
い
う
語
が
同
じ
よ
う
な
使
わ
れ
方

を
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
も
、
一
六
七
0
年
代
の
後
半
に
お
い
て
は

未
だ
空
間
と
延
長
は
区
別
さ
れ
ず
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
独
自
の
空
間
概
念

は
露
に
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
延
長
概
念
の
批
判
を
通

し
て
、
先
に
挙
げ
た
「
物
体
II
延
長
11

空
間
」
の
図
式
の
「
物
体
II
延
長
」

の
批
判
は
成
立
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
『
形

而
上
学
叙
説
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
実
体
の
本
性

に
つ
い
て
省
察
す
る
者
は
あ
ら
ゆ
る
物
体
の
本
性
が
延
長
す
な
わ
ち
大
き

さ
、
形
や
運
動
に
の
み
存
す
る
の
で
は
な
く
、
魂
と
関
係
が
あ
り
、
一
般

に
実
体
的
形
相
と
呼
ば
れ
る
何
か
を
必
然
的
に
そ
の
う
ち
に
認
め
ね
ば
な

ら
な
い
の
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
（
中
略
）
大
き
さ
、
か
た
ち
、
運
動
と
い

っ
た
概
念
は
我
々
が
考
え
て
い
る
ほ
ど
判
明
な
概
念
で
は
な
く
、
想
像
的

で
、
我
々
の
表
象
に
関
係
の
あ
る
何
か
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
証

明
す
る
こ
と
さ
え
で
き
る
。
（
中
略
）
そ
う
い
う
わ
け
で
、
こ
れ
ら
の
種

類
の
性
質
〔
色
、
熱
な
ど
の
我
々
の
外
部
の
事
物
の
本
性
に
真
に
属
し
て

い
る
か
ど
う
か
疑
い
う
る
性
質
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
大
き
さ
、
か
た
ち
運

動
な
ど
の
性
質
〕
は
い
か
な
る
実
体
も
構
成
し
得
な
い
」

(
W
お
6

」

D.M.

5

巨
）
と
。
ま
た
、
ア
ル
ノ
ー
宛
の
書
簡
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
述

べ
る
。
「
私
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
実
体
の
う
ち
に
延
長
、
形
や
運
動

に
よ
っ
て
は
説
明
さ
れ
な
い
性
質
が
あ
り
、
そ
の
う
え
、
無
限
に
続
け
て

現
実
に
分
割
で
き
る
の
だ
か
ら
、
物
体
の
う
ち
に
は
厳
密
か
つ
確
固
と
し

た
い
か
な
る
形
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
運
動
が
延
長
の
変

様
や
隣
接
し
た
も
の
の
変
化
で
し
か
な
い
限
り
、
そ
れ
は
何
か
想
像
的
な

も
の
を
含
ん
で
お
り
、
そ
の
結
果
、
も
し
運
動
の
原
因
で
あ
り
、
物
体
的

実
体
の
う
ち
に
存
す
る
力
に
訴
え
な
い
な
ら
ば
、
変
化
す
る
も
の
の
う
ち

ど
れ
が
変
化
し
て
い
る
の
か
決
定
で
き
な
く
な
る
だ
ろ
う
」

(II
9
7
 

,
 9
8
)
 

と
。
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
要
約
す
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
的
空
間
概
念
と
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
の
空
間
概
念
と
の
違
い
は
、
前
者
が
実
体
で
あ
る
の
に
対
し
、
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こ
ヽ
。

t
v
 

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
現
象
と
し
て
の
空
間
概
念
が
形
成
さ
れ
る
過
程
を

よ
く
露
に
し
て
い
る
の
が
、
デ
・
フ
ォ
ル
ダ
ー
宛
の
書
簡
で
あ
る
と
言
え

る
。
以
下
、
こ
の
書
簡
に
お
け
る
記
述
を
追
っ
て
形
成
過
程
を
見
て
い
き

一
六
九
九
年
三
月
二
四
日
付
の
書
簡
に
お
い
て
、
「
延
長

る。 後
者
が
実
体
で
は
な
い
と
い
う
点
に
存
す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で

は
、
実
体
で
は
な
く
て
何
な
の
か
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
独
自
の
空
間
概
念
は

具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
空
間
概
念

マ
ー
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
宛
の
書
簡
な
ど
に
あ
っ
て
は
批
判
に
終
始
し
、
は

っ
き
り
と
提
示
さ
れ
な
か
っ
た
空
間
概
念
が
形
を
取
り
始
め
る
の
が
、
ア

ル
ノ
ー
宛
の
書
簡
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
は
大
き
く
的
を
は
ず
れ
る
こ
と

が
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
六
八
七
年
に
書
か
れ
た
ア
ル
ノ
ー
宛
の
書
簡
に
は
、

「
我
々
が
時
間
や
空
間
に
つ
い
て
持
つ
あ
ら
ゆ
る
概
念
は
こ
の
[
実
体
の

間
の
、
そ
の
現
象
の
間
の
]
合
致
に
基
づ
く
」

(II

ll5)
と
、
さ
ら
に

「
物
塊
と
捉
え
ら
れ
た
物
質
は
そ
れ
自
身
空
間
や
時
間
と
同
様
に
よ
く
根

拠
つ
け
ら
れ
た
純
粋
な
現
象
あ
る
い
は
現
れ
に
す
ぎ
な
い
」

(II

ll8 ,
 
ll9) 

と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
空
間
を
あ
る
種
の
現
象
と
捉
え
る

見
解
は
一
六
九
0
年
前
後
に
す
で
に
現
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
以
上

の
よ
う
な
記
述
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
そ
の
詳
細
は
ま
だ
不
明
で
あ

(eは
ensio)
だ
け
で
は
実
体
を
構
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の

は
、
延
長
の
概
念
は
不
完
足
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
延
長
が
そ

れ
だ
け
で
理
解
さ
れ
る
と
も
思
わ
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
延
長
は
さ
ら

に
分
解
可
能
な
相
対
的
な
概
念
で
あ
る
と
思
う
。
確
か
に
延
長
は
多
数
性

(plurali岱
s)
、
連
続
性

(continuitas)
、
共
実
在

(coexistentia)
す
な
わ

ち
同
一
の
時
に
部
分
が
実
在
す
る
こ
と
に
分
解
さ
れ
る
。
多
数
性
は
数
に

も
属
し
、
連
続
性
は
時
間
と
運
動
に
も
属
し
、
対
し
て
共
実
在
は
延
長
体

(e且
ens目
）
に
の
み
与
る
」

(II
1
6
9
 ,
 17
0
)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
以

上
の
記
述
で
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
さ
ら
に
続
け
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は

「
こ
の
こ
と
か
ら
さ
ら
に
常
に
連
続
す
る
か
拡
散
す
る
（
臣
百
1
d
o
)

何
か

が
仮
定
さ
れ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
（
中
略
）
と
い
う
の
も
連
続
性
は

（
確
か
に
延
長
は
同
時
的
連
続
性

(s
百
巨
目
g
contin
巨
as)

以
外
の
も

の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
）
そ
れ
だ
け
で
は
多
性

(m巨
i
t
u
d
o
)

や
数
と
同

様
に
、
実
体
を
完
成
し
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
数
え
ら
れ
、
反
復

(repetatur)

さ
れ
、
連
続
す
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(II
1
7
0
)
 

と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
か
ら
少
な
く
と
も
延
長
と
は
数
え
ら
れ
た

り
連
続
し
た
り
す
る
も
の
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
も
の
の
間

の
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
延
長
概
念
が
ど
の
よ
う
に
し
て
深
化
さ
れ
、
ま
さ

に
延
長
と
空
間
と
に
分
化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
数
え
ら

れ
た
り
連
続
し
た
り
す
る
も
の
と
は
何
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
同
じ
く
一

六
九
九
年
に
書
か
れ
た
日
付
の
な
い
書
簡
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
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「
正
確
に
言
う
と
、
延
長
は
数
や
時
間
の
よ
う
に
様
態
的
な
も
の
で
し
か

な
く
、
事
物
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
延
長
は
共
に
実
在
す
る
諸
事
物

の
連
続
的
な
可
能
的
多
数
性

(pluralitas
possibiles 
c
o
n
t
i
n
u
a
e
 

coexistentium 
rerum)~ 

袖
皿
年
永
品
叩
に
示
す
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら

に
物
質
は
ま
さ
に
そ
の
多
数
の
事
物
そ
の
も
の
で
あ
り
、
よ
っ
て
、
複
数

の
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
を
含
む
も
の
の
集
ま
り

(a促
regat
目

1
)

で
あ
る
」

(II 
1
9
5
)

と
。
つ
ま
り
、
先
に
述
べ
ら
れ
た
連
続
す
る
も
の
と
は
共
に
実

在
す
る
諸
事
物
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
を
含
む
も
の

の
集
ま
り
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
集
ま
り
の
現
れ
は
「
確
か
に
[
少
な

v

と
も
基
礎
づ
け
ら
れ
、
規
則
正
し
ど
現
象
に
他
な
ら
な
い
」

(II
2
5
1
)
 

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
延
長
を
成
立
さ
せ
る
主
体
が
実
体
の
集
ま

り
と
し
て
の
現
象
で
あ
り
、
そ
の
相
互
の
関
係
が
延
長
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
提
示
さ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
延
長
と
空
間
と
の
区
別
は
ど
の
よ
う
に
し
て
為
さ
れ
る
の

だ
ろ
う
か
。
一
六
九
九
年
六
月
二
三
日
付
の
書
簡
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
「
延
長
は
属
性
で
あ
り
、
延
長
体
す
な
わ
ち
物
質
は
一
っ

の
実
体
で
は
な
く
、
複
数
の
実
体
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
持
続

(d曰
・atio)
、
時
間

(tempus)
、
持
続
す
る
も
の

(res
durans)

が
、
そ

れ
ぞ
れ
類
比
し
て
、
延
長

(e召
ensio)
、
場
所

(locus)
、
置
か
れ
た
も

の

(res
locata)

に
対
応
す
る
」

(II

183)
と
。
こ
こ
に
お
い
て
、
延
長

と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
た
概
念
と
し
て
場
所
と
い
う
概
念
が
提
示
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
場
所
と
い
う
概
念
が
延
長
と
空
間
と
の
区
別
に
大
き
く
寄
与

以
上
の
記
述
に
お
い
て
は
あ
ま
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
場
所
と
延

長
の
違
い
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
留
保
し
て
お
い
て
、
ま
ず
、
場
所
と
空

間
と
い
う
概
念
と
の
違
い
が
い
か
な
る
も
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
一

七
01
―
一
年
六
月
二

0
日
付
の
書
簡
に
お
い
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。
「
以
前
私
は
延
長
は
可
能
的
な
共
実
在
の
秩
序

(ordo coexistentiarum possibilium)

で
あ
り
、
時
間
は
存
在
し
な
い
も

(
9
)
 

の
の
可
能
性
の
秩
序

(ordo
possibilitatum in 8
 
nsistentium)

で
あ
る
と

述
べ
た
。
こ
こ
か
ら
、
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
時
間
は
物
体
的
な

事
物
と
同
様
に
す
べ
て
の
精
神
的
事
物
に
も
関
わ
る
の
に
延
長
は
物
体
的

な
事
物
に
し
か
関
わ
ら
な
い
の
か
、
と
あ
な
た
は
疑
問
を
呈
す
る
。
私
は

次
の
よ
う
に
答
え
る
。
ど
ち
ら
の
場
合
も
銘
々
の
関
係
は
同
じ
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
物
質
的
な
も
の
の
変
化
と
同
様
に
精
神
的
な
も
の
の
変
化
に

は
、
継
起
的
な
も
の
の
秩
序
つ
ま
り
時
間
に
お
け
る
事
物
自
身
の
い
わ
ば

座
席

(sedes)

が
合
致
し
、
物
質
的
な
も
の
及
び
精
神
的
な
も
の
の
変

化
に
は
、
共
実
在
の
秩
序
つ
ま
り
空
間
に
お
け
る
事
物
自
身
の
場
所

(locus)

が
合
致
す
る
。
と
い
う
の
は
、
モ
ナ
ド
は
延
長
し
て
い
な
い
に

も
関
わ
ら
ず
、
延
長
の
う
ち
に
あ
る
種
の
位
置

(si日
s)
を
備
え
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
の
モ
ナ
ド
が
、
自
ら
に
現
前
し
て
い
る
機
械

(mac厨
）
を
通
し
て
、
他
の
も
の
に
対
し
て
秩
序
づ
け
ら
れ
た
あ
る
種

の
共
実
在
的
関
係
を
持
つ
の
で
あ
る
。
ど
ん
な
有
限
実
体
も
物
体
か
ら
完

全
に
離
れ
て
存
在
す
る
こ
と
は
な
く
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
宇
宙
の
他
の
共

し
て
い
る
。
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に
実
在
す
る
事
物
に
対
す
る
位
置
あ
る
い
は
秩
序
を
欠
く
こ
と
に
な
る
と

(11) 

私
は
思
う
」
(
=
§
3
)
と
。
以
上
の
記
述
に
お
い
て
、
細
か
な
点
を
考
慮

に
入
れ
ず
に
、
文
字
ど
お
り
に
文
意
を
く
み
取
る
と
、
少
な
く
と
も
空
間

の
う
ち
に
場
所
が
あ
る
、
空
間
の
部
分
と
し
て
場
所
が
考
え
ら
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
よ
り
理
解
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、

一
七
一
六
年
八
月
一
八
日
発
送
の
ク
ラ
ー
ク
宛
の
書
簡
の
記
述
を
参
照
す

る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
人
間

が
ど
の
よ
う
に
し
て
空
間
の
概
念
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
は
次
の

通
り
で
あ
る
。
複
数
の
事
物
が
同
時
に
存
在
す
る
の
を
考
察
し
、
あ
る
共

実
在
の
秩
序

(ordre
de coexistence)

が
そ
こ
に
あ
る
の
を
見
い
だ
す
。

そ
し
て
、
そ
の
秩
序
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
事
物
と
そ
の
他
の
事

物
と
の
関
係
が
多
か
れ
少
な
か
れ
単
純
な
も
の
と
な
る
。
そ
の
秩
序
と
は

そ
れ
ら
の
事
物
の
位
置

(situation)

あ
る
い
は
距
離
（
号
巨
1ce)

で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
共
実
在
の
―
つ
が
、
他
の
多
く
の
共
実
在
が
相
互
の
関
係

を
変
え
る
こ
と
な
し
に
、
他
の
共
実
在
と
の
関
係
を
変
え
る
。
そ
し
て
、

新
た
に
や
っ
て
き
た
共
実
在
が
最
初
の
共
実
在
が
他
の
共
実
在
に
対
し
て

持
っ
て
い
た
の
と
同
じ
関
係
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
と
き
、

新
た
に
や
っ
て
き
た
共
実
在
は
最
初
の
も
の
の
場
所
忘
葛
）
に
来
た
と

言
わ
れ
、
こ
の
変
化
を
、
運
動
と
呼
び
、
こ
の
運
動
は
変
化
の
直
接
の
原

因
が
属
す
る
共
実
在
に
存
す
る
。
そ
し
て
、
複
数
の
事
物
が
あ
る
い
は
す

べ
て
の
事
物
が
、
あ
る
既
知
の
規
則
に
従
っ
て
方
向
と
速
さ
を
変
え
る
と

き
、
我
々
は
常
に
、
各
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
事
物
に
対
し
て
獲
得
す
る
位
置

の
関
係
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
も
し
ま
た
別
の
諸
事
物
が
変
化

し
な
か
っ
た
り
、
他
の
仕
方
で
変
化
し
た
場
合
に
、
そ
の
別
の
諸
事
物
そ

れ
ぞ
れ
が
持
つ
位
置
の
関
係
や
、
ま
た
そ
の
諸
事
物
の
各
々
が
ま
た
別
の

諸
事
物
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
も
つ
位
置
の
関
係
さ
え
確
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
共
実
在
の
間
に
そ
れ
ら
の
間
で
相
互
に
変

化
し
な
い
充
分
な
数
の
何
か
が
あ
る
と
仮
定
あ
る
い
は
想
像
す
る
な
ら

ば
、
あ
る
共
実
在
が
、
以
前
他
の
共
実
在
が
こ
れ
ら
の
定
着
し
た
共
実
在

に
対
し
て
も
っ
て
い
た
の
と
同
じ
関
係
を
、
こ
れ
ら
の
定
着
し
た
共
実
在

に
対
し
て
持
つ
場
合
、
こ
の
共
実
在
が
、
上
記
の
他
の
共
実
在
が
か
つ
て

と
っ
て
い
た
同
じ
場
所
を
と
っ
た
と
言
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ

(12) 

ら
の
す
べ
て
の
場
所
を
含
む
も
の
が
空
間
と
呼
ば
れ
る
」
（
ニ
さ
0
)

と。

こ
の
よ
う
な
記
述
を
通
し
て
、
我
々
は
よ
り
明
晰
な
空
間
に
つ
い
て
の
観

念
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
場
所
と
は
共
実
在
相
互
の
位
置

関
係
で
あ
り
、
空
間
と
は
そ
の
位
置
関
係
の
総
体
で
あ
り
、
図
式
化
す
れ

ば
、
場
所
と
空
間
と
の
関
係
は
部
分
と
全
体
の
関
係
で
あ
る
と
言
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
場
所
と
空
間
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
先
に

留
保
し
て
い
た
延
長
と
場
所
の
違
い
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
し

よ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
は
混
同
さ
れ
て
い
た
延
長
と
空
間
と
を

明
確
に
区
別
し
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
空
間
概
念
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
一
七

0
四
年
六
月
三

0
日
付
の
デ
・
フ
ォ
ル
ダ

ー
宛
の
書
簡
を
参
照
し
よ
う
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。
「
明
ら
か
に
空
間
は
可
能
な
も
の
の
同
時
に
存
在
す
る
こ
と
の
秩
序
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(ordo existendi simul possibilium)

以
外
の
も
の
で
は
な
く
、
時
間
は
可

能
な
も
の
の
継
起
的
に
存
在
す
る
こ
と
の
秩
序

(
o
r
d
o
existendi 

S
U
 g
 
esive possibilium)

で
あ
る
。
そ
し
て
、
物
理
的
物
体
が
空
間
に
対

し
て
持
つ
関
係
は
、
事
物
の
状
態
あ
る
い
は
系
列
が
時
間
に
対
し
て
持
つ

関
係
と
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
、
物
体
な
ら
び
に
事
物
の
系
列
が
空
間
と

時
間
に
運
動
す
な
わ
ち
能
動
と
受
動
、
そ
し
て
そ
の
原
理
を
付
加
す
る
の

で
あ
る
。
（
中
略
）
延
長
は
延
長
体
の
抽
象
物
で
あ
り
、
さ
ら
に
数
や
多

性
が
実
体
と
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
実
体
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
が

表
出
し
て
い
る
の
は
、
（
持
続
の
よ
う
に
）
継
起
的
な
も
の
で
は
な
く
、

あ
る
本
性
の
同
時
的
な
拡
散
（
臣
fusio)

あ
る
い
は
反
復

(repetitio)

以

外
の
も
の
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
に
帰
す
る
が
、
同
じ
本
性
を

持
ち
、
相
互
に
何
ら
か
の
秩
序
を
持
っ
て
同
時
に
存
在
し
て
い
る
事
物
の

多
数
性
で
あ
る
」

(II
2
6
9
)

と
。
以
上
の
記
述
か
ら
延
長
も
空
間
も
ほ
ぼ

同
様
の
定
義
が
為
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
先
に
延
長
は
「
可
能
的

な
共
実
在
の
秩
序
」

(II
2
5
3
)

で
あ
る
と
言
わ
れ
、
こ
こ
で
は
空
間
は

「
可
能
な
も
の
の
同
時
に
存
在
す
る
こ
と
の
秩
序
」

(II
2
6
9
)

で
あ
る
と

言
わ
れ
て
い
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
延
長
と
空
間
と
は
同
一
の
も
の
な
の
だ

ろ
う
か
。
あ
る
意
味
で
は
同
一
と
言
え
る
が
、
ま
た
別
の
意
味
で
は
そ
う

で
は
な
い
と
言
え
る
。
そ
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
の
が
、
先
の
引
用
に
お
け
る
、

延
長
が
表
出
す
る
も
の
は
あ
る
本
性
の
同
時
的
な
拡
散
で
あ
る
と
い
う
記

述
で
あ
る
。
こ
の
拡
散
と
は
何
か
。
そ
れ
は
引
用
箇
所
に
お
け
る
換
言
か

ら
も
想
像
で
き
る
よ
う
に
、
反
復
で
あ
り
、
多
数
性
で
あ
り
、
ま
さ
に
共

に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
一
体
空
間
と
延
長
と
の
関
係
は

ど
の
よ
う
に
整
理
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
動
物
の
魂
に
つ
い
て
論
じ
た
無
題
の
断
片
に
お
い
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
そ
れ
だ
け
で
考
え
ら
れ
た
質
料
、
す
な
わ

ち
裸
の
質
料

(Materia
n
u
d
a
)

は
不
可
入
性

(Antitypia)

と
延
長

(E且ensio)

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
不
可
入
性
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て

質
料
が
空
間
に
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
属
性
の
こ
と
で
あ
る
。
延
長
と
は
、

空
間
の
中
の
連
続
で
あ
り
、
場
所
の
中
で
の
連
続
的
な
拡
散
（
臣
百
5io)

の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ゆ
え
、
不
可
入
性
が
場
所
の
中
で
連
続

的
に
拡
散
さ
れ
、
他
の
何
も
の
も
措
か
れ
て
い
な
い
と
き
、
そ
れ
だ
け
の

質
料
、
す
な
わ
ち
裸
の
質
料
が
生
じ
る
」
（
三
3

拐
）
と
。
す
な
わ
ち
、
延

長
と
は
何
か
が
連
続
的
に
拡
散
さ
れ
る
事
態
を
い
い
、
そ
の
拡
散
す
る
も

の
が
不
可
入
性
で
あ
る
と
き
、
質
料
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
記
述
だ
け
で
は
、
何
ら
か
の
絶
対
的
な
空
間
に
お

い
て
、
拡
散
が
起
こ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
な
理
解

は
当
然
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
意
図
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
と
な
る
。

そ
こ
で
、
さ
ら
に
、
一
七
一
三
年
に
書
か
れ
た
「
ア
リ
ス
ト
と
テ
オ
ド

ー
ル
の
最
初
の
対
話
に
続
く
、
フ
ィ
ラ
レ
ー
ト
と
ア
リ
ス
ト
の
対
話

(Entretien d
e
 Philarete et d'Ariste, suite d
u
 premier entretien d'Ariste 

et d
e
 Theodore)
」（
VI
5
7
9
 ,
 5
9
4
)

の
記
述
を
参
照
し
た
い
。
そ
こ
に
は

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
延
長
は
抽
象
物
以
外
の
も
の
で
は
な
く
、

何
か
延
長
す
る
も
の
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
は
主
体
を
必
要
と
し
て
お
り
、
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持
続
の
よ
う
に
こ
の
主
体
に
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
主
体

の
う
ち
に
先
行
す
る
何
か
を
仮
定
さ
え
し
て
い
る
。
そ
れ
は
拡
が
り
、
主

体
と
共
に
散
ら
ば
り
、
連
続
す
る
何
ら
か
の
性
質
、
属
性
、
主
体
の
本
性

を
仮
定
し
て
い
る
。
延
長
は
こ
の
性
質
あ
る
い
は
本
性
の
拡
散

(diffusion)

な
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
物
体
一
般
に
は
不
可
入
性

g
g宮
）
あ
る
い
は
物
質
性

(gterialite)
の
延
長
あ
る
い
は
拡
散
が

あ
る
。
し
た
が
っ
て
あ
な
た
方
は
同
時
に
物
体
の
う
ち
に
は
延
長
に
先
行

す
る
も
の
が
あ
る
と
分
か
る
。
そ
し
て
、
い
わ
ば
、
延
長
と
空
間
の
関
係

は
持
続
と
時
間
の
関
係
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
持
続
と
延
長
は
事

物
の
属
性
で
あ
る
が
、
時
間
と
空
間
は
事
物
の
外
に
あ
る
も
の
と
見
な
さ

れ
、
そ
れ
ら
を
計
量
す
る
の
に
役
立
つ
」

(
W
扮
4
)

と
。
以
上
の
記
述
に

お
い
て
、
や
は
り
、
延
長
に
は
延
長
す
る
も
の
で
あ
る
何
か
が
存
在
せ
ね

ば
な
ら
ず
、
そ
の
拡
散
と
は
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
あ
く
ま
で
反
復
で
あ

り
、
多
数
性
で
あ
り
、
ま
さ
に
共
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
延
長
が
、
あ
る
物
体
、
言
い
換
え
れ
ば
あ
る
事
物
に
対
応
す
る

も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
空
間
は
事
物
の
外
部
に
対
応
す
る
も
の
で
あ

る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
延
長
と
空
間
は
そ
の
対
応
す
る
も
の

の
違
い
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
概
念
に
大
き
な
違
い
は

な
い
。
同
じ
く
「
フ
ィ
ラ
レ
ー
ト
と
ア
リ
ス
ト
の
対
話
」
に
次
の
よ
う
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
私
は
常
に
延
長
あ
る
い
は
拡
張
と
、
位
置
あ
る
い

は
場
所
性

(lg邑
te)

の
こ
と
で
あ
る
（
関
係
的
な
概
念
で
あ
る
）
延
長

あ
る
い
は
拡
散
が
関
わ
る
属
性
と
を
区
別
し
た
い
の
で
す
。
だ
か
ら
、
場

所
の
拡
散
が
、
第
一
受
容
者

(mさ
r
o
v
(
)
f
.
K
t
l
K
O
V
)

す
な
わ
ち
延
長

の
第
一
主
体
で
あ
る
空
間
を
、
そ
れ
に
よ
っ
て
空
間
の
う
ち
に
あ
る
他
の

事
物
に
も
適
合
し
て
い
る
空
間
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
延
長

は
、
そ
れ
が
空
間
の
属
性
で
あ
る
と
き
に
は
、
物
体
の
延
長
が
不
可
入
性

や
物
質
性
の
拡
散
で
あ
る
よ
う
に
、
位
置
や
場
所
性
の
拡
散
あ
る
い
は
連

続
な
の
で
あ
る
」

(
W
扮
5
)

と
。
す
な
わ
ち
、
物
体
の
延
長
は
不
可
入
性

や
物
質
性
の
拡
散
で
あ
り
、
空
間
の
延
長
は
位
置
や
場
所
性
の
拡
散
で
あ

る
と
い
わ
れ
る
。
要
す
る
に
、
拡
散
す
な
わ
ち
共
に
存
在
す
る
と
い
う
こ

と
、
と
い
う
あ
り
方
に
違
い
は
な
く
、
そ
の
共
に
存
在
す
る
も
の
の
違
い

に
延
長
（
物
体
の
延
長
）
と
空
間
（
空
間
の
延
長
）
は
存
す
る
の
で
あ

る。
以
上
の
よ
う
な
考
察
を
通
し
て
、
次
の
よ
う
に
図
式
化
す
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
空
間
は
場
所
が
共
実
在
す
る
と
い
う
秩
序
で
あ
り
、
場
所

は
共
実
在
相
互
の
位
置
関
係
で
あ
り
、
個
々
の
共
実
在
と
は
諸
事
物
で
あ

り
、
す
な
わ
ち
物
体
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
延
長
と
は
物
体
の
う
ち
の

何
ら
か
の
性
質
の
共
実
在
の
秩
序
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
図
式
化
す

る
と
、
延
長
と
は
全
く
観
念
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
属
性
と
す
る
物

体
も
ま
た
観
念
的
な
現
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
現
象
相
互

の
位
置
関
係
の
論
理
的
な
共
存
関
係
こ
そ
が
空
間
で
あ
り
、
ま
さ
に
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
の
空
間
概
念
は
現
象
に
お
け
る
論
理
的
関
係
と
し
て
特
徴
づ
け

ら
れ
、
そ
の
意
味
で
は
全
く
実
体
の
よ
う
な
絶
対
的
存
在
な
ど
で
は
な
く
、

観
念
的
な
も
の
で
あ
り
相
対
的
存
在
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
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さ
て
、
本
稿
に
お
い
て
、
我
々
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
空
間
概
念
を
現

象
と
し
て
の
物
体
の
共
実
在
の
秩
序
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
わ
け
だ
が
、

こ
の
よ
う
な
空
間
概
念
に
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
空
間
概
念
は
全
く
現
象
に
属
す
る
こ
と
で
あ
り
、
よ

っ
て
、
「
現
象
つ
ま
り
結
果
的
集
ま
り

(a促
rega
目
n
resultantum)

に
お

い
て
は
す
べ
て
が
直
ち
に
機
械
的
に
説
明
さ
れ
、
物
塊
は
相
互
に
動
か
し

合
う
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
現
象
に
お
い
て
は
、
派
生
的
カ

(vis derivativa)
を
考
察
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
そ
の
と
き
に
は
、
派
生

的
力
が
ど
こ
か
ら
結
果
す
る
の
か
、
す
な
わ
ち
集
ま
り
の
現
象
が
モ
ナ
ド

の
実
在
性
か
ら
結
果
す
る
こ
と
が
一
度
確
定
さ
れ
れ
ば
よ
い
」

(II
2
5
0
)
 

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
現
象
と
し
て
力
学
法
則
を
形
而
上
学
の
属
す
る
も

の
と
は
区
別
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
と
実
体

の
完
全
な
区
別
に
よ
っ
て
、
形
而
上
学
に
よ
る
自
然
学
の
基
礎
付
け
を
幾

何
学
的
な
機
械
論
的
な
手
法
で
行
う
の
は
非
常
に
困
難
な
こ
と
と
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
区
別
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
、
以
下
に
示
す
よ
う

に
、
形
而
上
学
に
よ
る
自
然
学
の
基
礎
付
け
を
機
械
論
的
な
手
法
で
行
う

こ
と
が
不
可
能
だ
と
は
言
わ
な
い
が
、
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
全
く
正
反

対
の
目
的
論
的
な
手
法
に
よ
っ
て
、
基
礎
付
け
は
は
る
か
に
容
易
に
為
さ

れ
る
と
考
え
て
い
る
点
に
つ
な
が
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
別
の

途
が
残
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

む
す
び
に

一
方
の
途
を
事
実
上
閉
ざ
し
て
し
ま
っ

て
も
か
ま
わ
な
い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
目
的
論
的
手
法
の

重
要
性
は
『
形
而
上
学
叙
説
』
に
お
い
て
す
で
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。

「
事
物
に
秩
序
を
与
え
る
至
高
の
知
性
を
導
入
し
、
次
に
現
象
を
説
明
す

る
た
め
に
は
そ
の
叡
智
を
用
い
る
の
で
は
な
く
、
物
質
の
性
質
し
か
使
わ

な
い
と
い
う
の
で
は
不
合
理
な
こ
と
で
あ
る
」

(
N
446, D. M. 
§XIX)、

「
自
然
の
諸
々
の
結
果
は
一
一
通
り
の
仕
方
で
証
明
で
き
る
、
す
な
わ
ち
動

力
因
の
考
察
に
よ
る
も
の
と
、
目
的
因
の
考
察
に
よ
る
も
の
で
あ
る
」

(
N
 4
4
7
,
 D
.
 M. 
§XXI)、
そ
し
て
ま
た
「
実
際
に
よ
り
深
遠
で
、
あ
る

、
、
、
、
、
、

点
か
ら
す
る
と
よ
り
直
接
的
で
ア
・
プ
リ
オ
リ
で
あ
る
動
力
因
の
途
は
、

細
か
い
点
に
進
む
と
、
か
え
っ
て
か
な
り
困
難
な
も
の
と
な
る
。
（
中
略
）

し
か
し
、
目
的
論
の
途
は
よ
り
容
易
で
あ
り
、
も
う
一
っ
む
し
ろ
自
然
学

的
な
途
に
よ
る
と
見
つ
け
る
の
に
非
常
に
長
い
時
間
か
か
る
よ
う
な
重
要

か
つ
有
益
な
真
理
を
即
座
に
見
抜
く
の
に
し
ば
し
ば
役
立
つ
も
の
で
あ

る」

(
N
447 ,
 
448, D. M. §
J
O臼
）
と
。
こ
の
よ
う
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に

は
目
的
論
的
考
察
を
重
要
視
す
る
態
度
が
認
め
ら
れ
る
。
事
実
、
空
間
が

絶
対
的
存
在
で
は
な
い
と
す
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
証
明
に
そ
の
点
が
色
濃

く
現
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、

一
七
一
六
年
二
月
二
五
日
発
送
の
ク
ラ
ー
ク
宛
の
書
簡
に

お
い
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
も
し
空
間
が

絶
対
的
存
在
で
あ
る
な
ら
ば
、
空
間
は
そ
の
充
足
理
由

(
r
a
i
s
o
n

S
U
曲
sante)

が
あ
り
得
な
い
よ
う
な
何
か
を
生
じ
る
だ
ろ
う
、
そ
し
て
こ

の
こ
と
は
我
々
の
公
理
に
反
す
る
。
以
上
は
次
の
よ
う
に
証
明
さ
れ
る
。
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空
間
は
何
か
絶
対
的
に
均
質
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
お
か
れ

る
事
物
な
し
に
は
、
空
間
の
あ
る
点
は
空
間
の
他
の
点
と
い
か
な
る
点
に

お
い
て
も
絶
対
的
に
異
な
る
こ
と
が
な
い
。
し
か
る
に
、
こ
の
こ
と
か
ら

次
の
こ
と
が
帰
結
す
る
。
も
し
空
間
が
諸
物
体
の
お
互
い
の
間
の
秩
序
で

あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
そ
れ
自
身
何
ら
か
の
事
物
で
あ
る
な
ら
ば
、
諸
物

体
の
相
互
の
位
置
を
保
っ
て
い
る
神
が
、
な
ぜ
空
間
の
う
ち
に
物
体
を
こ

の
よ
う
に
置
き
、
他
の
仕
方
で
置
か
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
、
す
べ
て
が

（
例
え
ば
）
東
と
西
の
交
代
に
よ
っ
て
逆
向
き
に
置
か
れ
な
か
っ
た
の
か

と
い
う
こ
と
の
理
由
が
あ
り
得
な
い
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
も
し
空
間

が
こ
の
秩
序
す
な
わ
ち
関
係
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、
物
体
な
し
に
は

全
く
い
か
な
る
事
物
で
も
な
く
、
可
能
な
い
く
つ
か
の
物
体
の
置
き
方
、

す
な
わ
ち
、
今
あ
る
よ
う
な
置
き
方
と
仮
定
さ
れ
た
逆
向
き
の
置
き
方
と

い
う
、
こ
れ
ら
二
つ
の
状
態
が
相
互
に
全
く
異
な
ら
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ

ら
の
物
体
の
置
き
方
の
違
い
は
空
間
の
実
在
性
と
い
う
我
々
の
根
拠
の
な

い
仮
定
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
の
み
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
ま
さ
に
、

両
者
は
絶
対
的
に
弁
別
不
可
能

(m合
scemable)

な
の
だ
か
ら
、
一
方

は
他
方
と
全
く
同
じ
も
の
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
一
方
が
他
方
よ

り
も
好
ま
れ
て
い
る
理
由
を
求
め
る
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
」
（
ニ
3

歪）

と
。
以
上
の
記
述
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
充
足
理
由

律
に
、
す
な
わ
ち
神
が
何
の
根
拠
も
な
し
に
こ
の
世
界
を
選
択
し
た
は
ず

が
な
い
と
い
う
、
ま
さ
に
形
而
上
学
的
、
神
学
的
前
提
に
依
拠
し
た
目
的

論
に
よ
っ
て
証
明
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
機

さ
ら
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
空
間
を
実
在
で
は
な
く
秩
序
で
あ
る
と
し
、

観
念
的
な
も
の
で
あ
る
と
見
な
し
た
こ
と
に
大
き
な
意
義
が
あ
る
の
で
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
一
七

0
六
年
一
月
一
九
日

付
の
デ
・
フ
ォ
ル
ダ
ー
宛
の
書
簡
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
現
実
的
な
も
の
の
う
ち
に
お
い
て
は
、
不
連
続
の
量
、
つ
ま
り
モ
ナ
ド

あ
る
い
は
単
純
実
体
の
多
性
し
か
な
い
。
（
中
略
）
と
こ
ろ
が
、
連
続
的

な
量
は
観
念
的
な
も
の
で
あ
り
、
可
能
な
も
の
と
可
能
な
限
り
の
現
実
的

な
も
の
に
関
わ
る
。
（
中
略
）
連
続
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
可
能
的
な
も

の
の
知
識
は
、
現
実
的
現
象
に
決
し
て
侵
さ
れ
な
い
よ
う
な
永
遠
真
理
を

゜
、つ 械

論
に
よ
っ
て
出
口
の
な
い
迷
宮
に
入
り
込
む
よ
り
は
目
的
論
に
よ
っ
て

迷
宮
の
外
を
廻
っ
て
出
口
に
た
ど
り
着
く
こ
と
を
選
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
、
形
而
上
学
的
目
的
論
に
よ
る
諸
学
の
基
礎
付
け
の
典
型
を
看
取
す
る

こ
と
が
、
ま
た
形
而
上
学
的
目
的
論
に
基
づ
く
諸
学
の
体
系
化
へ
の
意
図

を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
機
械
論
的
な

基
礎
付
け
の
途
が
放
棄
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
機
械
論
の
途
は
「
実
際

、
、
、
、
、
、

に
よ
り
深
遠
で
、
あ
る
点
か
ら
す
る
と
よ
り
直
接
的
で
ア
・
プ
リ
オ
リ
で

あ
る
」

(
N
447'448, D. M. §
X
)臼
）
の
だ
か
ら
。
し
た
が
っ
て
、
目
的

論
的
基
礎
付
け
は
機
械
論
的
基
礎
付
け
を
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て
完
全
な
も

の
と
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
機
械
論
の
途
が
ど
の
よ
う
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

に
よ
っ
て
つ
け
ら
れ
て
い
る
か
を
今
後
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
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含
む
」

(
U
防
2
)

と
。
す
な
わ
ち
、
共
実
在
の
秩
序
で
あ
る
と
こ
ろ
の
空

間
概
念
は
、
「
時
間
と
空
間
は
可
能
な
も
の
と
実
在
す
る
も
の
に
等
し
く

関
わ
る
永
遠
真
理
の
性
質
を
も
つ
」

(
N140,N• 

E. 
II 
C
h
a
p
.
 X
N
§
2
6
)
 

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
ま
た
、
ク
ラ
ー
ク
宛
の
書
簡
に
お
い
て
、
「
も
し

被
造
物
が
存
在
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
空
間
も
時
間
も
神
の
観
念
の
う
ち

に
の
み
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
」
（
ニ
3
7
6
,
 3
7
7
)

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
秩

序
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
永
遠
真
理
に
類
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
観
念
的

な
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
と
っ
て
観
念
が

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

「
何
ら
か
の
思
惟
の
働
き

(
C
o
筵
且
d
g
g君
）
に
で
は
な
く
、
思
惟
す
る

能
力
忘
ミ
思
s
)

に
存
す
る
」
（
三
2
6
3
)

の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ゆ
え

ま
さ
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
空
間
概
念
は
、
現
象
と
し
て
の
物
体
の
認
識
に

お
い
て
、
必
然
的
に
伴
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
内
実

は
と
も
か
く
と
し
て
カ
ン
ト
の
空
間
と
い
う
感
性
形
式
に
類
す
る
も
の
と

い
う
こ
と
が
で
き
、
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
に
考
え
る
限
り
に
お
い
て
、

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
空
間
概
念
は
（
そ
し
て
本
稿
で
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
な
か

っ
た
が
時
間
概
念
も
ま
た
）
カ
ン
ト
の
感
性
形
式
と
し
て
の
空
間
概
念

（
時
間
概
念
）
を
予
告
す
る
も
の
と
し
て
の
、
十
七
世
紀
哲
学
に
お
い
て

先
進
的
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

注
ゲ
ル
ハ
ル
ト
版
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
哲
学
著
作
集

(Die
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
s
c
h
e
n
 Schrijten v
o
n
 

Gottfried W
i
l
h
e
l
m
 Leibniz, 阿
sg.
v
o
n
 C
.
 I. 
G
e
r
h
a
r
d
t
,
 0
 !m
s
,
 1
9
9
6
)

か
ら
の
引
用
お

よ
び
参
照
箇
所
に
は
、
「
V
3
6
7
」
の
要
領
で
、
巻
数
（
ロ
ー
マ
数
字
）
と
頁
数
（
ア
ラ

ビ
ア
数
字
）
を
併
記
し
た
略
号
に
よ
っ
て
、
文
中
に
て
引
用
・
参
照
箇
所
を
示
す
。

さ
ら
に
、
以
下
の
著
作
か
ら
の
引
用
な
い
し
参
照
箇
所
に
は
、
上
の
記
号
に
引
き
続

い
て
、
下
記
の
記
号
を
、
す
な
わ
ち
、
『
形
而
上
学
叙
説
』
か
ら
は
、
「
D.
M. 
§XXX」

の
要
領
で
、
「
D
.
M
.」
の
略
号
に
節
の
番
号
（
ロ
ー
マ
数
字
）
を
、
『
人
間
知
性
新
論
』

か
ら
は
「
N.
E
.
 
I
 

C
h
a
p
.
 
I

§

1

」
の
要
領
で
、
「
N.
E
.
」
の
略
号
に
部
（
ロ
ー
マ
数

字
）
と
章
の
番
号
（
ロ
ー
マ
数
字
）
・
節
の
番
号
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
）
を
、
「
理
性
に

基
づ
く
自
然
と
恩
寵
の
原
理
」
か
ら
は
、
「
Prin.
1
4
」
の
要
領
で
、
「
Prin.
」
の
略
号
に

節
の
番
号
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
併
記
す
る
。

な
お
、
ゲ
ル
ハ
ル
ト
版
に
お
い
て
隔
字
体
で
印
刷
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
傍
点
で
示

す。(
1
)
S
u
0
 res d
e
 Descartes, ed. C
h
a
r
l
e
s
 A
d
a
m
 et P
a
u
l
 T
a
n
n
e
r
y
,
 Vrin, 1
9
9
6
,
 t. 
VIII, 

p. 4
2
.
 

(
2
)

＠
筵
res
d
e
 Descartes, ed. C
h
a
r
l
e
s
 A
d
a
m
 et P
a
u
l
 T
a
n
n
e
r
y
,
 Vrin, 1
9
9
6
,
 t. 
VIII, 

p
.
4
5
.
 

(
3
)
S
u
0
 res d
e
 Descartes, ed. C
h
a
r
l
e
s
 A
d
a
m
 et P
a
u
l
 T
a
n
n
e
r
y
,
 Vrin, 1
9
9
6
,
 t. 
VIII, 

p
.
4
5
・
 

(
4
)
以
上
の
よ
う
な
、
デ
カ
ル
ト
の
空
間
概
念
に
つ
い
て
は
、
デ
カ
ル
ト
の
運
動
概

念
に
つ
い
て
論
じ
た
以
下
の
論
稿
を
参
照
。
米
虫
正
巳
「
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る

「
力
」
と
「
運
動
」
」
、
『
カ
ル
テ
シ
ア
ー
ナ
」
第
十
四
号
、
一
九
九
七
年
、
八
二

i
八
三
頁
。

(
5
)
デ
カ
ル
ト
も
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
も
と
も
に
空
虚
を
認
め
な
い
と
い
う
点
で
は
一
致

し
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
は
デ
カ
ル
ト
の
場
合
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
場
合
と
で

は
大
き
く
異
な
る
。
デ
カ
ル
ト
の
場
合
は
、
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
空
間
の

延
長
と
物
体
の
延
長
が
異
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
空
間
の
延
長
も
ま
た
実

体
で
あ
る
か
ら
、
実
体
の
な
い
空
虚
な
ど
は
認
め
ら
れ
な
い

(
g
u
0
res 
d
e
 

Descartes, ed. C
h
a
r
l
e
s
 A
d
a
m
 et P
a
u
l
 T
a
n
n
e
r
y
,
 V
r
i
n
 `
 
1
9
9
6
,
 t. 
VIII, p. 4
9
.
)
 

A.I 
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す
る
の
に
対
し
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
場
合
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
い
わ

ゆ
る
不
弁
別
者
同
一
の
原
理
と
充
足
理
由
律
を
も
っ
て
否
定
す
る

(VII
3
6
4
)

。

そ
し
て
、
こ
の
点
こ
そ
が
デ
カ
ル
ト
の
空
間
概
念
の
批
判
の
根
底
に
横
た
わ
っ

て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

(
6
)

マ
ー
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
と
の
書
簡
の
や
り
と
り
自
体
は
、
二
度
ほ
ど
の
一

0
年
前

後
の
空
白
期
間
を
挟
み
つ
つ
、
一
六
七

0
年
代
か
ら
一
七
一

0
年
前
後
の
か
な

り
長
期
に
渡
っ
て
、
行
わ
れ
て
い
る
が
、
延
長
概
念
を
め
ぐ
る
ま
と
ま
っ
た
論

争
は
一
六
七

0
年
代
に
偏
っ
て
い
る
。
以
後
は
、
力
学
法
則
や
数
学
、
さ
ら
に

は
予
定
調
和
な
ど
の
話
題
に
力
点
が
移
さ
れ
て
い
る
。

(
7
)

マ
ー
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
思
想
と
デ
カ
ル
ト
の
思
想
は
厳
密
に
は
異
な
る
も
の
で

あ
り
、
マ
ー
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
に
対
す
る
批
判
を
代
表
さ
せ
て
デ
カ
ル
ト
主
義
に

対
す
る
批
判
と
見
な
す
の
は
乱
暴
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
後
の

記
述
に
は
、
物
質
の
性
質
が
、
そ
れ
が
部
分
か
ら
な
り
、
そ
の
部
分
に
対
し
て

可
動
的
で
あ
る
な
ど
と
い
う
『
哲
学
原
理
』
第
二
部
第
二
三
節
で
の
記
述

(cf.

(
G
3箆
res
d
e
 Descartes `
 
ed. 
C
h
a
r
l
e
s
 A
d
a
m
 et P
a
u
l
 T
a
n
n
e
r
y
,
 Vrin, 1
9
9
6
,
 
t. 

亘
p.
5
2
 ,
 5
3
.
)

等
と
の
類
縁
性
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
は
少
な
く
と
も
マ

ー
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
空
間
・
物
体
・
延
長
を
め
ぐ
る
議
論
は
デ
カ
ル
ト
の
議
論

を
よ
り
厳
密
に
再
構
成
し
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
、
し
た
が
っ
て
、
マ
ー

ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
に
対
す
る
批
判
は
デ
カ
ル
ト
に
も
当
て
は
ま
る
も
の
だ
と
言
え

る。

(
8
)
テ
キ
ス
ト
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
、

c§vuide"
に
対
応
す
る
語
と
し
て
、

"
e
s
p
a
c
e
"
や
"
e
s
p
a
c
e
v
u
i
d
e
"
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
用

語
法
は
、
デ
カ
ル
ト
の
『
哲
学
原
理
』
第
二
部
第
五
、
一
六
、
一
七
節
な
ど
で

の
用
語
法

(cf.
C
E
u
v
r
e
s
 d
e
 Descartes, ed. 
C
h
a
r
l
e
s
 A
d
a
m
 et P
a
u
l
 T
a
n
n
e
r
y
,
 

Vrin, 1
9
9
6
,
 t. 
VIII, p. 4
2
 ,
 4
3
,
 4
9
 ,
 5
0
.
)
 

il<l
思
b
壮
h
る
。
こ
の
占
か
か
ら

b
、出『

時
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
独
自
の
空
間
概
念
を
ま
だ
成
立
さ
せ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

が
窺
え
る
。

(
9
)
本
文
の
よ
う
に
一
応
訳
し
た
が
、
文
脈
か
ら
佐
々
木
能
章
の
「
非
共
存
的
な
も

の
の
諸
可
能
性
の
秩
序
」
と
い
う
訳
（
佐
々
木
能
章
訳
「
デ
・
フ
ォ
ル
ダ
ー
宛

書
簡
（
抄
）
」
、
『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
著
作
集
第
九
巻
後
期
哲
学
』
、
工
作
舎
、

一
九
八
九
年
、
一

0
三
頁
）
が
解
釈
と
し
て
も
妥
当
な
も
の
だ
ろ
う
。

(10)
こ
の
よ
う
な
記
述
は
し
か
し
な
が
ら
誤
解
を
生
み
や
す
い
も
の
で
あ
る
。
例
え

ば
、
ア
ダ
ム
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ハ
ル
ツ

(Hartz,
G
l
e
n
n
 A.)

は
こ
の
よ

う
な
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
記
述
を
典
拠
に
し
て
、
空
間
の
う
ち
に
物
体
や
モ
ナ
ド

が
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る

(
A
d
a
m
s
,
R
o
b
e
r
t
 M
e
r
r
i
h
e
w
,
 L
E
I
B
N
I
Z
 

Determinist, T
h
eぢ
t,
Idealist, O
x
f
o
r
d
 U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 Press, 1
9
9
4
,
 p. 2
5
4
.
)

。

ま
た
、
メ
イ
ツ
は
、
こ
の
記
述
を
典
拠
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
「
ラ

イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
空
間
・
時
間
に
は
二
種
類
あ
り
、
―
つ
は
モ
ナ
ド
の
真
の
世
界
に

と
っ
て
の
も
の
で
あ
り
、
も
う
―
つ
は
物
体
の
現
象
的
世
界
に
と
っ
て
の
も
の
で

あ
る
」

(
M
a
t
e
s
,
B
e
n
s
o
n
,
 T
h
e
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
 o
f
 Leibniz,
 
0
 xf
o
r
d
 U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 

Press, 1
9
8
6
,
 
p. 
2
2
8
.
)

と
述
べ
て
い
る
。
ハ
ル
ツ
や
メ
イ
ツ
の
よ
う
に
ラ
イ
プ
ニ

ッ
ツ
の
空
間
概
念
を
解
釈
す
る
こ
と
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
意
固
と
大
き
く
は
ず
れ

て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
物
体
は
モ
ナ
ド
の
集
合
体
で
あ
り
、

そ
の
点
で
モ
ナ
ド
は
有
機
物
全
体
さ
ら
に
有
機
物
の
う
ち
の
各
モ
ナ
ド
に
対
し
て

何
ら
か
の
関
係
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
物
体
に
お
い
て
位
置
づ
け
ら
れ
る

(cf. 
Il 
2
5
2
)

。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
関
係
も
も
と
を
正
せ
ば
、
各
モ
ナ
ド
の
う

ち
の
表
象
に
還
元
さ
れ
る
(cf.
VI 5
9
8
 ,
 5
9
9
,
 Prin. 3
)

の
で
あ
り
、
そ
の
関
係
は
実

在
的
な
も
の
と
は
言
え
ず
、
い
わ
ゆ
る
実
在
的
な
空
間
の
う
ち
に
位
置
づ
け
ら
れ

る
と
い
う
の
と
は
全
く
性
質
を
異
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
モ
ナ
ド
の
相
互
関

係
に
対
し
て
空
間
概
念
を
適
用
す
る
の
は
、
悪
戯
に
混
乱
を
招
く
だ
け
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
物
体
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
空
間
の
う
ち
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
考
え
る

の
は
、
ク
ラ
ー
ク
宛
の
書
簡
な
ど
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
記
述
（
ニ
4
0
0
)
な
ど
か
ら
明

ら
か
に
不
適
当
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
や
は
り
、
ア
ダ
ム
ス
が
述
べ
る

と
お
り
、
「
空
間
は
実
在
的
事
物
の
関
係
に
基
づ
い
て
い
る
け
れ
ど
も
単
に
観
念

的
な
何
か
、
精
神
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
秩
序
」
で
あ
り
、
「
モ
ナ
ド
の
表
現
内
容

の
一
部
と
し
て
、
空
間
的
関
係
(spatial
relation)
を
も
つ
モ
ナ
ド
の
表
象
に
つ
い

て
の
事
実
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
形
而
上
学
の
第
一
の
レ
ベ
ル
に
属
す
る
か
も
し
れ

な
い
と
い
う
限
り
に
お
い
て
の
場
合
を
除
い
て
、
そ
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
い
か

な
る
空
間
的
事
実

(spatial
fact)
」
も
な
く
、
「
そ
れ
自
身
に
お
い
て
は
モ
ナ
ド
は

い
か
な
る
空
間
的
位
置

(spatial
position)

も
そ
の
他
の
空
間
的
性
質

(spatial

27 



property)

も
も
た
な
い
」

(
A
d
a
m
s
,
R
o
b
e
r
t
 M
e
r
r
i
h
e
w
,
 L
E
I
B
N
I
Z
 Determinist, 

Theist, Idealist, O
x
f
o
r
d
 University Press, 1
9
9
4
,
 p. 2
5
5
.
)
 

A.Jll¥t',I<! る
の
が
卑
{
当

な
解
釈
で
あ
ろ
う
。

(11)
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
機
械
と
は
、
身
体
の
よ
う
な
有
機
的
機
械
の
こ
と
で
あ

る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
記
述
か
あ
る
。
「
も
し
あ
な
た
が
物
塊
を
複
数
の
実
体

を
含
む
集
ま
り

(
a
g
g
r
e
g
a
t
u
m
)

で
あ
る
と
仮
定
し
て
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
う
ち
に
―
つ
の
優
越
的
な
実
体

(substantia
p
r
a
e
e
m
i
n
e
n
t
a
)

つ
ま

り
生
命
を
与
え
る
第
一
の
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア

(entelechia
primaria)

を
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
の
み
な
ら
ず
、
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
を
も
っ
た
完
足
し
た
単

純
実
体

(substantia
s
i
m
p
l
e
x
 c
o
m
p
l
e
t
a
)

す
な
わ
ち
モ
ナ
ド
に
は
、
有
機
的
身

体

(
c
o
r
p
u
s
o
r
g
a
n
i
c
u
s
)

の
塊
全
体
に
関
係
の
あ
る
原
始
的
受
動
的
力

(vis

p
a
s
s
i
v
a
 primitiva)

の
み
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
諸
器
官
に
配
置
さ

れ
た
残
り
の
従
属
的
モ
ナ
ド

(
m
o
n
a
d
e
subordinata)

は
有
機
的
身
体
の
部
分

と
な
る
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
有
機
的
身
体
に
と
っ
て
直

接
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
従
属
的
モ
ナ
ド
は
第
一
の
モ
ナ
ド

(
p
r
i
m
a
r
i
a
 M
o
n
a
d
e
)

と
出
会
い
、
有
機
的
な
物
体
的
実
体

(
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a

c
o
r
p
o
r
a
 organi g)
す
な
わ
ち
動
植
物
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
は
次
の
も
の
を

区
別
す
る
。
（
一
）
原
始
的
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
、
す
な
わ
ち
魂
、
（
二
）
も
ち
ろ
ん
第

一
質
料

(
M
a
t
e
r
i
a
p
r
i
m
a
l
、
す
な
わ
ち
原
始
的
受
動
的
力
、
（
三
）
こ
の
両
者
を

伴
っ
た
完
足
的
モ
ナ
ド

(
M
o
n
a
d
a
c
o
m
p
l
e
t
a
)
、
（
四
）
物
塊
す
な
わ
ち
、
第
二
質

料

(
M
a
t
e
r
i
a
s
e
c
u
n
d
a
)
、
あ
る
い
は
そ
の
う
ち
に
無
数
の
従
属
的
モ
ナ
ド
が
集

ま
っ
て
い
る
有
機
的
機
械

(
M
a
c
h
i
n
a
organica)
、
（
五
）
動
物
、
す
な
わ
ち
機
械

の
う
ち
の
支
配
的
モ
ナ
ド

(
M
o
n
a
s
d
o
m
i
n
a
n
s
)

が
そ
れ
を
一
に
す
る
と
こ
ろ

の
物
体
的
実
体
を
」

(
G
I
I
2
5
2
)

。

(12)
こ
の
よ
う
な
記
述
に
お
け
る
場
所
の
定
義
は
趣
を
異
に
し
て
い
る
と
は
い
え
、

デ
カ
ル
ト
の
次
の
よ
う
な
記
述
を
、
す
な
わ
ち
「
我
々
が
あ
る
事
物
が
こ
の
場

所
に
あ
る
と
言
う
時
に
は
常
に
、
我
々
は
、
そ
れ
が
他
の
も
の
の
間
で
こ
の
位

置
を
占
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
以
外
の
こ
と
を
理
解
し
な
い
」

(
S
u
0
res d
e
 

Descartes, ed. C
h
a
r
l
e
s
 A
d
a
m
 et P
a
u
l
 T
a
n
n
e
r
y
,
 Vrin, 1
9
9
6
,
 t. 
VIII, 
p. 4
8
.
)
 
-R<l 

思
い
出
さ
せ
る
。

（
ま
つ
だ
た
か
ゆ
き

大
学
院
博
士
後
期
課
程
・
哲
学
哲
学
史
）
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