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の
無
限
の
連
鎖
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。
ど
う
し
て
「
実
体
」
が
そ
ん
な
ふ

う
に
変
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
─
─
私
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、「
有

限
様
態
」
の
無
限
の
連
鎖
と
は
「
実
体
」
つ
ま
り
「
神
」
の
思
考
過
程
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
神
の
知
性
」
が
「
有
限
様
態
」
の
無
限
の
連
鎖
と
い
う

形
態
を
と
っ
て
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
は
、
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
思
考
過
程
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
い
か
け
に
答
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
定
理
２
８
の
意
味
は

鮮
明
に
認
識
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　

１　

有
限
様
態
の
問
題

　

ス
ピ
ノ
ザ
が
「
有
限
様
態
」
の
問
題
を
定
理
２
８
で
ど
の
よ
う
に
処
理
し
て
い
る

か
を
見
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
は
じ
つ
は
定
理
２
１
か
ら
始
ま
っ
て
い

る
。
定
理
２
１
で
は
「
神
の
絶
対
的
本
性
」
か
ら
有
限
な
存
在
は
帰
結
し
な
い
こ
と

が
証
明
さ
れ
て
い
る
。と
こ
ろ
が
、定
理
２
８
の
証
明
で
は「
実
体
」が
有
限
な「
様
態
」

に
変
容
す
る
と
い
う
点
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
す
る
と
、
定
理
２
８
の
証
明
は
定
理

２
１
の
証
明
に
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
定
理
２
８
は
む
し
ろ
こ

の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
定
理
２
８
の
証
明

は
「
神
の
絶
対
的
本
性
」
か
ら
は
有
限
な
存
在
が
帰
結
し
な
い
と
い
う
定
理
２
１
の

証
明
を
前
提
し
た
上
で
、
ど
の
有
限
な
存
在
も
他
の
有
限
な
存
在
に
変
容
し
た
限
り

に
お
け
る
「
実
体
」
に
よ
っ
て
存
在
お
よ
び
作
用
に
決
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
決
定

の
連
鎖
が
「
無
限
に
進
む
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
実
体
」

が
単
独
の
「
有
限
様
態
」
に
変
容
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、「
有
限
様
態
」
の
無
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問
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は
じ
め
に

　
『
エ
チ
カ
』
は
人
間
の
生
に
関
す
る
哲
学
で
あ
る
。
こ
の
哲
学
の
最
大
の
特
徴
の

ひ
と
つ
は
、人
間
と
い
う
存
在
を
「
有
限
様
態
」
と
し
て
理
解
し
た
点
に
あ
る
。「
有

限
様
態
」
と
は
「
実
体
（
神
）」
と
い
う
無
限
な
存
在
が
変
容
し
た
も
の
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
論
理
は
明
ら
か
に
矛
盾
し
て
い
る
。
無
限
は
有
限

に
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、「
有
限
様
態
」
の
存
在
を
認
め
な
い
と
い
う

こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
有
限
様
態
」
す
な
わ
ち
人
間
は
現
実
に
存
在
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
に
関
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
解
は
『
エ
チ
カ
』
第
一
部
定
理
２
８
で
示
さ
れ

て
い
る
。「
実
体
」
は
た
ん
な
る
「
有
限
様
態
」
に
変
容
す
る
の
で
は
な
く
、「
有
限

様
態
」
の
無
限
の
連
鎖
へ
と
変
容
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
論
理
を
検
討

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ち
な
み
に
ス
ピ
ノ
ザ
の
決
定
論
と
い
わ
れ
る
の
は
こ
の
論

理
で
あ
る
。

　

意
外
に
も
、
こ
の
定
理
の
理
解
は
個
物
の
存
在
に
関
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
独
自
の
思
想

で
あ
る
「
直
観
知
」
の
理
解
に
直
結
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
は
論
文
の
最
後
で
言
及

し
よ
う
。さ
し
あ
た
り
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
次
の
点
で
あ
る
。「
有
限
様
態
」
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る
と
ど
う
し
て
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
有
限
様
態
」
は
別
の
仕
方
で
連
鎖
す
る

こ
と
も
で
き
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
実
に
知
覚
さ
れ
る

世
界
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
い
う
「
有
限
様
態
」
す
な
わ
ち
個
物
の
偶
然
的
な
相
互
作
用
か

ら
成
り
立
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
問
い
か
け
に
は
強
烈
な
リ
ア

リ
テ
ィ
が
感
じ
取
ら
れ
る
。
し
か
し
、そ
れ
は
見
か
け
だ
け
で
あ
る
。
と
い
う
も
の
、

定
理
２
８
に
お
い
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
す
で
に
存
在
す
る
諸
事
物
の
あ
い

だ
の
関
係
で
は
な
く
、
諸
事
物
が
存
在
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
だ
か
ら
で
あ
る
。『
エ

チ
カ
』
第
一
部
に
お
け
る
「
決
定
」
の
概
念
は
、す
で
に
存
在
す
る
も
の
を
「
決
定
」

す
る
こ
と
で
は
な
く
、そ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
を
存
在
す
る
こ
と
へ
と「
決

定
」
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
現
実
に
知
覚
さ
れ
る
世
界
の

説
明
と
し
て
定
理
２
８
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
の
誤
り
で
あ
る
と

考
え
て
差
し
支
え
な
い
。
解
釈
を
先
に
進
め
る
に
は
、
ま
ず
こ
の
点
か
ら
見
直
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
。

　
　

２　

抽
象
的
存
在
モ
デ
ル

　
『
エ
チ
カ
』
第
一
部
は
現
実
に
知
覚
さ
れ
る
世
界
を
何
ら
指
示
し
な
い
抽
象
的
存

在
モ
デ
ル
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
。『
エ
チ
カ
』
第
一
部
が
提
示
す
る
存
在
論
は
、

無
限
の
「
属
性
」
を
も
つ
唯
一
の
「
実
体
」
す
な
わ
ち
「
神
」
お
よ
び
そ
の
「
変
容
」

で
あ
る
「
様
態
」
以
外
に
は
何
も
存
在
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
存
在
論
は
現
実
に
知
覚
さ
れ
る
世
界
を
指
示
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
、「
属

性
」
に
は
い
っ
た
い
ど
ん
な
種
類
が
あ
る
の
か
と
い
う
点
が
こ
こ
で
は
ま
だ
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
な
い
。「
思
惟
」
と
「
延
長
」
と
い
う
二
種
類
の
「
属
性
」
が
言
及
さ

限
の
連
鎖
へ
と
変
容
す
る
こ
と
は
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
以
上
を
テ
キ
ス
ト
で

確
認
し
よ
う
。
ま
ず
定
理
２
１
で
あ
る
。

「
神
の
何
ら
か
の
属
性
の
絶
対
的
本
性
か
ら
帰
結
す
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
つ
ね
に

か
つ
無
限
に
現
実
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
そ
の
属
性
に
よ
っ
て
永
遠

か
つ
無
限
で
あ
る
」（1/21/P

）。

次
に
定
理
２
８
。

「
あ
ら
ゆ
る
個
物
す
な
わ
ち
有
限
で
か
つ
限
定
さ
れ
た
現
実
存
在
を
持
つ
お
の
お
の

の
事
物
は
、
同
様
に
有
限
で
か
つ
限
定
さ
れ
た
現
実
存
在
を
持
つ
他
の
原
因
に
よ
っ

て
現
実
存
在
し
か
つ
何
ご
と
か
を
な
す
よ
う
に
決
定
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
現
実

存
在
す
る
こ
と
も
何
ご
と
か
を
な
す
よ
う
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
し

て
こ
の
原
因
も
ま
た
、
有
限
で
か
つ
限
定
さ
れ
た
現
実
存
在
を
持
つ
他
の
原
因
に

よ
っ
て
現
実
存
在
し
か
つ
何
ご
と
か
を
な
す
よ
う
に
決
定
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、

現
実
存
在
す
る
こ
と
も
何
ご
と
か
を
な
す
よ
う
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

こ
う
し
て
無
限
に
進
む
」（1/28/P

）。

　

こ
の
よ
う
に
、「
有
限
様
態
」
が
決
定
の
連
鎖
の
な
か
で
存
在
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
定
理
２
８
で
証
明
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
証
明
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う

な
決
定
の
連
鎖
を
形
づ
く
る
個
々
の
「
様
態
」
は
す
べ
て
「
神
」
の
変
容
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
逆
か
ら
い
え
ば
、「
神
」
が
有
限
な
「
様
態
」
に
変
容
す
る
に
は
、
無
限

の
連
鎖
と
い
う
形
態
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る（
１
）。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
無
限
の
連
鎖
が
「
必
然
的
」（1/29/P

）
な
も
の
で
あ
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第
一
部
の
冒
頭
で
は
、「
実
体
」「
属
性
」「
様
態
」
が
次
々
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。

「
実
体
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
あ
り
か
つ
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
概
念

さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
」（1/3/D

）。

「
属
性
と
い
う
こ
と
で
、
実
体
に
つ
い
て
そ
の
本
質
を
構
成
し
て
い
る
と
知
性
が
知

覚
す
る
も
の
と
解
す
る
」（1/4/D

）。

「
様
態
と
い
う
こ
と
で
、
実
体
の
変
容
す
な
わ
ち
他
の
も
の
の
う
ち
に
あ
り
か
つ
他

の
も
の
に
よ
っ
て
概
念
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
」（1/5/D

）。

　

き
わ
め
て
形
式
的
な
定
義
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
現
実
に
知
覚
さ
れ
る
対
象
を
指
示

し
て
い
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
実
際
、も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
〜
と
解
す
る
」

と
い
う
か
わ
り
に
「
〜
で
あ
る
」
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

ス
ピ
ノ
ザ
自
身
が
書
簡
９
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
定
義
に
は
「
知
性
の
外
に
あ
る

と
お
り
に
事
物
を
説
明
す
る
」
タ
イ
プ
の
も
の
だ
け
で
な
く
、「
我
々
に
よ
っ
て
概

念
さ
れ
る
あ
る
い
は
概
念
さ
れ
う
る
と
お
り
に
事
物
を
説
明
す
る
」
タ
イ
プ
の
も
の

が
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、
前
者
は
「
真
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
後
者

が
「
真
と
い
う
観
点
の
下
に
」
考
え
ら
れ
る
必
要
は
な
い（
３
）。

　

前
者
が
対
象
の
指
示
を
含
む
定
義
で
あ
る
の
に
対
し
て
、後
者
は
そ
う
で
は
な
い
。

つ
ま
り
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
定
義
が
た
ん
に
形
式
的
な
も
の
で
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
を

認
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
で
は
、『
エ
チ
カ
』第
一
部
に
お
け
る「
実
体
」「
属
性
」「
様

態
」
の
定
義
が
後
者
の
タ
イ
プ
の
定
義
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
い
っ
た
い
ど
う
な
る

の
で
あ
ろ
う
か（
４
）。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
の
概
念
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る

存
在
論
が
現
実
に
知
覚
さ
れ
る
世
界
と
の
意
味
論
的
な
結
び
つ
き
を
も
た
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、「
実
体
」
の
「
変
容
」
と
い
う
産
出
の

れ
る
の
は
『
エ
チ
カ
』
第
二
部
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
第
二
部
は
こ
れ

ら
二
種
類
の
「
属
性
」
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
ま
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
注

目
す
べ
き
で
あ
る
。

「
思
惟
は
神
の
属
性
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
神
は
思
惟
す
る
も
の
で
あ
る
」（2/1/P

）。

「
延
長
は
神
の
属
性
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
神
は
延
長
し
た
も
の
で
あ
る
」（2/2/P

）。

　

こ
れ
ら
の
定
理
に
よ
っ
て
「
属
性
」
と
い
う
概
念
は
意
味
論
的
な
次
元
を
も
つ
こ

と
に
な
り
、
抽
象
的
存
在
モ
デ
ル
が
現
実
に
知
覚
さ
れ
る
世
界
に
結
び
つ
け
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
「
属
性
」
は
た
ん
な
る
概
念
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
で
あ
る

と
す
れ
ば
、『
エ
チ
カ
』
第
一
部
で
言
及
さ
れ
る
「
有
限
様
態
」
を
何
か
現
実
に
知

覚
し
う
る
対
象
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
そ
れ
は
物
体
的
対
象

で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
定
理
２
８
で
言
及
さ
れ
る
「
有
限
様
態
」
の
無
限
連
鎖
を

自
然
法
則
に
従
う
物
体
の
作
用
の
連
鎖
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
い（
２
）。
む
し

ろ
、『
エ
チ
カ
』
第
一
部
の
ね
ら
い
は
、あ
ら
ゆ
る
「
様
態
」
が
「
実
体
」
の
「
変
容
」

で
あ
る
と
い
う
存
在
論
を
、
現
実
的
な
指
示
を
も
た
な
い
概
念
の
次
元
で
証
明
す
る

こ
と
に
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
様
態
」
が
「
実
体
」
の
「
変
容
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、「
様
態
」
が
「
実
体
」

か
ら
産
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
産
出

の
論
理
を
理
解
す
る
こ
と
が
『
エ
チ
カ
』
第
一
部
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
の
際
、
具
体
的
に
は
い
っ
た
い
何
が
産
出
さ
れ
る
の
か
と

問
う
こ
と
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
産
出
の
論
理
は
も
っ
ぱ
ら
概
念
の
次
元
で
理
解
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
論
点
は
定
義
論
と
い
う
側
面
か
ら
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。『
エ
チ
カ
』
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の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
数
学
的
な
必
然
性
の
概
念
が
存
在
論
に
適
用
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
に
固
有
の
因
果
性
の
概
念
を
も
た
ら
し
て
い
る
と

い
う
点
が
重
要
で
あ
る
。

　

三
角
形
の
本
質
と
い
う
原
因
に
対
し
、
そ
の
幾
何
学
的
な
性
質
が
結
果
と
し
て
と

ら
え
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
原
因
は
結
果
に
対
し
て
内
在
的
で
あ
っ
て
、

機
械
論
的
な
原
因
の
よ
う
に
外
在
的
な
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
定
理

２
８
の
主
題
で
あ
る
「
有
限
様
態
」
の
連
鎖
も
物
体
的
対
象
に
お
け
る
機
械
論
的
な

決
定
の
連
鎖
と
し
て
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る（
５
）。
む
し
ろ
次
の
点
を

鮮
明
に
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
実
体
」
か
ら
「
様
態
」
が
帰
結
す
る
産
出
の
過
程
が
数
学
モ
デ
ル
で
理
解
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
過
程
が
意
味
論
的
な
次
元
を
も
た
な
い
純
粋
な
思
考
過

程
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
実
際
、
数
学
的
な
因

果
性
は
一
種
の
思
考
過
程
と
し
て
理
解
す
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。『
エ
チ
カ
』
第
一

部
に
お
い
て
神
の
「
無
限
知
性
」
が
言
及
さ
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
つ
ま
り
、
数
学
的
な
必
然
性
に
し
た
が
っ
て
「
実
体
」
か
ら
「
様
態
」
が
産

出
さ
れ
る
過
程
は
、「
無
限
知
性
」
の
認
識
作
用
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
は
定
理
１
６
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
上
記
の
引
用
で
は
あ
え

て
省
略
し
た
部
分
を
補
っ
て
、
も
う
い
ち
ど
同
じ
テ
キ
ス
ト
を
引
用
し
よ
う
。

「
神
の
本
性
の
必
然
性
か
ら
無
限
に
多
く
の
も
の
が
（
す
な
わ
ち
無
限
知
性
の
下
に

生
じ
う
る(cadere possunt)

す
べ
て
の
も
の
が
）
無
限
に
多
く
の
仕
方
で
帰
結
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（1/16/P

）。

　

こ
の
定
理
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
諸
事
物
が
「
無
限
知
性
」
に
よ
っ
て
生
み
出

論
理
は
現
実
に
知
覚
さ
れ
る
世
界
を
参
照
せ
ず
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
で
は
、そ
れ
を
い
っ
た
い
ど
ん
な
ふ
う
に
理
解
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　

３　

無
限
知
性

　

こ
の
産
出
の
過
程
が
必
然
性
の
概
念
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
注
目
し

よ
う
。

「
神
の
本
性
の
必
然
性
か
ら
無
限
に
多
く
の
も
の
が
無
限
に
多
く
の
仕
方
で
帰
結
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（1/16/P

）。

注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
い
う
必
然
性
と
は
数
学
的
な
必
然

性
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

「
神
の
至
高
の
力
あ
る
い
は
そ
の
無
限
の
本
性
か
ら
、
無
限
に
多
く
の
も
の
が
無
限

に
多
く
の
仕
方
で
、
言
い
換
え
れ
ば
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
、
必
然
的
に
流
出
し
た
こ
と

あ
る
い
は
つ
ね
に
同
一
の
必
然
性
に
よ
っ
て
帰
結
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
は
三
角
形

の
本
性
か
ら
そ
の
三
つ
の
角
が
二
直
角
に
等
し
い
こ
と
が
永
遠
か
ら
永
遠
に
帰
結
す

る
の
と
同
じ
仕
方
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
私
は
十
分
明
瞭
に
示

し
た
と
思
う
」(1/17/S)

。

三
角
形
の
本
性
か
ら
そ
の
内
角
の
和
が
二
直
角
に
等
し
い
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る

よ
う
に
、
神
か
ら
は
「
無
限
に
多
く
の
も
の
」
が
「
帰
結
す
る
（sequi

）」
と
い
う



神
の
知
性

四
九

思
考
過
程
が
言
及
さ
れ
る
限
り
で
『
エ
チ
カ
』
第
二
部
の
テ
キ
ス
ト
も
参
照
し
て
考

え
る
と
、「
神
」
の
思
考
過
程
は
「
観
念
」
の
連
鎖
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
神
の
な
か
に
は
神
の
本
質
お
よ
び
神
の
本
質
か
ら
必
然
的
に
帰
結
す
る
す
べ
て
も

の
の
観
念
が
与
え
ら
れ
る
」（2/3/P

）。「
観
念
」
と
は
思
惟
の
「
様
態
」
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
「
有
限
様
態
」
の
無
限
の
連
鎖
と
は
「
観
念
」
の
無
限
の
連
鎖
と
し
て

考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
、
次
の
定
理
で
は
「
無
限
に
多
く
の
も
の
を

無
限
に
多
く
の
仕
方
で
帰
結
す
る
神
の
観
念
は
単
一
で
し
か
あ
り
え
な
い
」（2/4/

P

）
と
い
わ
れ
て
い
る
。「
神
の
観
念
」
が
「
無
限
に
多
く
の
」
観
念
と
な
っ
て
連

鎖
し
て
い
く
こ
と
が
「
神
」
の
思
考
過
程
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

問
題
は
こ
の
連
鎖
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
で
あ
る
。
数
学
的
な
認
識
の
本
性

に
つ
い
て
は
カ
ン
ト
に
よ
る
分
析
的
／
総
合
的
の
区
別
が
あ
る
。し
か
し
、『
エ
チ
カ
』

に
お
け
る
「
神
」
の
思
考
過
程
は
こ
の
ど
ち
ら
に
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
そ
れ
を
こ

こ
で
は
自
律
的
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
（
理
由
は
後
に
述
べ
る
）。
こ
の
三
つ
を
『
エ

チ
カ
』
の
用
語
法
で
表
現
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
イ
）
分
析
的
：
あ
ら
ゆ
る
「
観
念
」
は
「
神
の
観
念
」
に
含
ま
れ
て
い
る

（
ロ
）
総
合
的
：
あ
ら
ゆ
る
「
観
念
」
は
「
神
の
観
念
」
に
含
ま
れ
て
い
な
い

（
ハ
）
自
律
的
：
あ
ら
ゆ
る
「
観
念
」
は
「
神
の
観
念
」
か
ら
「
帰
結
す
る
」

　

私
の
考
え
で
は
、「
神
」
の
思
考
過
程
は
（
ハ
）
に
あ
た
る
。「
帰
結
す
る
（sequi

）」

と
い
う
言
葉
は
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
の
用
語
だ
が
、
そ
れ
は
論
理
的
な
帰
結
と
は
異
な
る

独
特
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
を
予
測
不
可

能
な
帰
結
関
係
と
い
う
意
味
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
を
主
張

す
る
前
に
、（
イ
）
お
よ
び
（
ロ
）
の
可
能
性
を
『
エ
チ
カ
』
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。『
エ
チ
カ
』
の
存
在
論
に
お
い
て
は
、

原
因
と
結
果
と
い
う
関
係
は
思
考
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
関
係
な
の
で
あ
る
。
こ

の
点
が
は
っ
き
り
と
主
張
さ
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
を
引
用
し
よ
う
。『
エ
チ
カ
』
第

１
部
定
理
１
７
の
注
解
で
あ
る
。

「
神
の
知
性
は
、
そ
れ
が
神
の
本
質
を
構
成
し
て
い
る
と
概
念
さ
れ
る
限
り
に
お
い

て
、
真
に
諸
事
物
の
現
実
存
在
お
よ
び
本
質
の
原
因
で
あ
る
」（1/17/S

）。

　

以
上
を
踏
ま
え
れ
ば
、
定
理
２
８
の
「
有
限
様
態
」
の
連
鎖
を
「
無
限
知
性
」
の

思
考
過
程
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
視
点
か
ら
見
直
し
て
み
る
と
、

定
理
２
８
の
証
明
の
ポ
イ
ン
ト
は
、「
神
」
の
思
考
が
「
有
限
様
態
」
の
無
限
の
連

鎖
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
展
開
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
で
は
な
ぜ
そ

う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
こ
れ
が
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
有
限
様
態
」
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
を
説
明
す
る
た

め
に
「
神
」
が
「
有
限
様
態
」
の
無
限
の
連
鎖
へ
と
変
容
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る

の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
事
実
へ
の
指
示
を
含
ま
な
い
存
在
論
を
構
築
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
む
し
ろ
「
神
」
の
思
考
の
展
開
そ
れ
自
体
が
「
有
限
様
態
」

の
無
限
の
連
鎖
と
い
う
形
態
を
と
る
の
は
な
ぜ
か
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

　
　

４　

数
学
的
思
考

　

上
記
の
解
釈
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
の
焦
点
は
予
測
不
可
能
性
で
あ
る
。
神
の
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も
の
と
し
て
理
解
す
る
可
能
性
が
否
定
で
き
る
。

　
（
ロ
）
の
理
解
に
よ
れ
ば
、「
事
物
」
の
「
観
念
」
は
も
と
も
と
「
神
の
知
性
」
の

な
か
に
は
な
か
っ
た
。こ
の
点
だ
け
み
れ
ば
上
記
の
テ
キ
ス
ト
に
は
反
し
て
い
な
い
。

し
か
し
、
認
識
が
総
合
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
カ
ン
ト
の
意
味
で
理
解
す
れ
ば
、

こ
の
理
解
も
ま
た
明
確
に
否
定
し
う
る
の
で
あ
る
。　

　

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
た
ん
な
る
「
概
念
」
の
み
に
よ
っ
て
認
識
す
る
限
り
、
も
と

も
と
そ
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
し
か
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
が

分
析
的
な
認
識
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
知
識
を
拡
張
す
る
に
は
「
概
念
」
と
は
異
な
る

次
元
が
導
入
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
「
直
観
」
で
あ
る
。
経

験
的
な
認
識
が
「
直
観
」
を
含
む
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
数
学
的
認

識
に
お
い
て
も
時
間
お
よ
び
空
間
に
つ
い
て
の
純
粋
な
「
直
観
」
が
機
能
し
て
い
る

と
考
え
た（
６
）。
こ
う
し
て
「
概
念
」
に
意
味
論
的
な
次
元
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
数
学
的
認
識
が
た
ん
な
る
分
析
命
題
で
な
く
知
識
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
を
基

礎
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
神
」
の
思
考
過
程
は
総
合
的
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の

考
察
に
よ
っ
て
、
そ
の
可
能
性
は
す
で
に
否
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い

う
も
の
、『
エ
チ
カ
』
第
一
部
で
展
開
さ
れ
て
い
る
存
在
論
は
、
現
実
に
知
覚
さ
れ

る
（「
直
観
」
に
与
え
ら
れ
る
）
世
界
と
の
意
味
論
的
な
結
び
つ
き
を
も
た
な
い
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。「
実
体
」
す
な
わ
ち
「
神
」
の
思
考
過
程
と
は
、
純
粋

に
概
念
（『
エ
チ
カ
』
の
用
語
法
で
は
「
観
念
」）
の
み
に
よ
る
過
程
な
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、こ
の
点
は
テ
キ
ス
ト
に
も
と
づ
い
て
具
体
的
に
論
じ
直
す
こ
と
も
で
き
る
。

　

神
の
思
考
過
程
が
言
及
さ
れ
る
限
り
で
『
エ
チ
カ
』
第
二
部
の
テ
キ
ス
ト
も
参
照

し
て
考
え
る
と
い
う
方
針
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
定
理
５
を
参
照
し
よ
う
。
こ
の
定

理
で
は
、「
神
」
の
「
属
性
」
で
あ
る
「
思
惟
」
と
「
延
長
」
が
相
互
に
独
立
し
て

て
否
定
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
（
イ
）
の
理
解
に
よ
れ
ば
、「
無
限
知
性
」
が
思
考
す
る
あ
ら
ゆ
る
「
観
念
」
は
現

実
に
思
考
さ
れ
る
以
前
か
ら
「
神
」
の
な
か
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
何
ら

か
の
仕
方
で
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。「
無
限
知
性
」
は
そ
れ
を
明
示
し
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
端
的
に
否
定
さ
れ
う

る
。『
エ
チ
カ
』
第
１
部
定
理
１
７
の
注
解
に
お
い
て
「
神
の
知
性
」
は
そ
れ
が
思

考
す
る
対
象
よ
り
も
後
あ
る
い
は
同
時
に
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
点
が
は
っ

き
り
と
主
張
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
も
し
知
性
が
神
の
本
性
に
属
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
知
性
と
は
異

な
り
、
知
性
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
諸
事
物
よ
り
も
後
に
あ
っ
た
り
（
多
く
の
人
が

同
意
し
て
い
る
よ
う
に
）、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
と
同
時
に
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
は
本

性
か
ら
し
て
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
も
の
、
因
果
関
係
か
ら
し
て
神
は
す
べ

て
の
事
物
の
前
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
反
対
に
、
真
理
お
よ
び
諸
事
物
の
形
相
的
本

質
は
、そ
れ
が
神
の
知
性
の
な
か
に
観
念
と
し
て
そ
の
よ
う
に
存
在
す
る
が
ゆ
え
に
、

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
」（1/17/S

）。

　
「
神
の
知
性
」
と
「
事
物
」
の
関
係
が
述
べ
ら
れ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。「
神
の
知

性
」
が
「
事
物
」
を
い
か
に
し
て
認
識
す
る
の
か
と
い
う
点
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

テ
キ
ス
ト
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、「
神
の
知
性
」
は
「
事
物
」
の
原

因
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
事
物
」
の
前
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

つ
ま
り
、「
神
」
が
思
考
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
「
事
物
」
は
は
じ
め
て

存
在
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
テ
キ
ス
ト
に
あ
る
よ
う
に
「
事
物
」
と
は

「
観
念
」
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
以
上
か
ら
、「
神
」
の
思
考
過
程
を
分
析
的
な



神
の
知
性

五
一

解
の
意
味
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
そ
れ
を
「
帰
結
す
る(sequi)

」
と
い
う
言
葉
で
言

い
表
す（
７
）。「
無
限
知
性
」
に
よ
っ
て
思
考
さ
れ
る
「
観
念
」
の
原
因
は
現
実
の
思

考
過
程
以
前
に
は
存
在
せ
ず
、
ま
た
思
考
過
程
の
外
に
も
存
在
し
な
い
。
と
い
う
こ

と
は
、
そ
れ
が
思
考
さ
れ
る
ま
で
は
「
神
」
に
さ
え
予
測
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
現
実
的
な
指
示
を
も
た
な
い
概
念
の
次
元
で
存
在
論
を
構
築
す
る
こ
と

が
要
求
さ
れ
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。
で
は
、
こ
こ
か
ら
い
っ
た
い
何
が
主
張
し
う

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　

５　

予
測
不
可
能
性

　
「
神
」
の
思
考
が
予
測
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
が
展
開
す
る
に

は
「
有
限
様
態
」
の
無
限
の
連
鎖
と
い
う
形
態
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
の
が

私
の
主
張
で
あ
る
。
こ
の
主
張
の
前
半
部
分
す
な
わ
ち
「
神
」
の
思
考
の
予
測
不
可

能
性
に
つ
い
て
の
考
察
を
終
え
た
の
で
、
そ
の
後
半
部
分
に
取
り
か
か
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
予
測
不
可
能
性
は
い
っ
た
い
ど
う
し
て
「
有
限
様
態
」
の
無
限
連
鎖
を

要
求
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
題
を
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
て
み
よ
う
。「
有
限
様
態
」
す
な
わ
ち
個
物

の
「
観
念
」
は
あ
ら
か
じ
め
「
神
の
観
念
」
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
し
か
し
そ
れ
は
「
神
の
観
念
」
か
ら
し
か
出
て
こ
な
い
。
こ
の
パ
ラ
ド
ク
シ
カ

ル
な
事
態
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
こ
の
問
い
に
「
有

限
様
態
」
の
問
題
を
解
く
鍵
が
あ
る
。
参
照
す
べ
き
テ
キ
ス
ト
は
『
エ
チ
カ
』
第
二

部
定
理
８
お
よ
び
注
解
で
あ
る
。

い
る
と
い
う
点
を
踏
ま
え
（
こ
の
点
は
す
で
に
第
一
部
定
理
５
に
お
い
て
抽
象
的
に

証
明
さ
れ
て
い
る
）、「
思
惟
」
の
「
属
性
」
に
お
け
る
「
観
念
」
の
連
鎖
が
「
延
長
」

の
「
属
性
」
へ
の
指
示
を
含
ま
ず
に
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
。

「
観
念
の
形
相
的
存
在
（esse form

ale

）
は
神
が
た
だ
思
惟
す
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
限
り
に
お
い
て
神
を
原
因
と
し
て
認
め
る
が
、
神
が
他
の
属
性
に
お
い
て
説
明

さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
は
神
を
原
因
と
は
認
め
な
い
。
す
な
わ
ち
、
神
の
諸
属
性
の

観
念
お
よ
び
諸
個
物
の
観
念
は
、
観
念
さ
れ
た
も
の
自
体
あ
る
い
は
知
覚
さ
れ
た
事

物
を
作
用
原
因
と
し
て
認
め
ず
、
神
が
思
惟
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
神
を

原
因
と
認
め
る
」（2/5/P

）。

　

事
物
の
「
観
念
」
の
原
因
は
「
神
」
で
あ
る
。
し
か
し
、「
神
」
は
た
だ
思
考
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
そ
の
事
物
の
「
観
念
」
を
生
み
出
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
事

物
を
知
覚
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。「
神
の
知
性
」
は
知
性
の
外
に
存
在
す
る
も
の

と
は
ま
っ
た
く
独
立
に
「
観
念
」
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。「
神
の
観
念
」
か
ら
「
無

限
に
多
く
の
も
の
」
が
帰
結
す
る
た
め
に
、「
直
観
」
は
不
要
な
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
神
」
の
思
考
過
程
は
（
イ
）
分
析
的
な
も
の
と
し
て
も
理
解

で
き
な
い
し
、（
ロ
）
総
合
的
な
も
の
と
し
て
も
理
解
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
神

の
知
性
」
は
「
無
限
に
多
く
の
も
の
」
の
「
観
念
」
を
思
考
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら

の
「
観
念
」
は
「
無
限
知
性
」
が
思
考
す
る
以
前
に
は
存
在
せ
ず
、
し
か
も
「
神
の

知
性
」
の
外
に
あ
る
対
象
を
知
覚
す
る
す
こ
と
で
そ
の
よ
う
な
「
観
念
」
が
も
た
ら

さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
す
る
と
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る

の
で
あ
ろ
う
か
。「
無
限
知
性
」
は
ま
っ
た
く
自
律
的
な
仕
方
で
新
し
い
「
観
念
」

を
生
み
出
し
続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
（
ハ
）
自
律
的
と
い
う
理
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五
二

念
」
が
は
じ
め
か
ら
「
神
の
観
念
」
の
な
か
に
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と

こ
ろ
が
「
包
含
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
の
は
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
な
い
と
い
う
の

が
注
解
の
趣
旨
で
あ
る
。
す
な
わ
ち「
包
含
関
係
は
論
理
的
帰
結
関
係
で
は
な
い
」（
８
）

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
定
理
は
こ
れ
ま
で
の
解
釈
と
あ
か
ら
さ
ま
に
矛
盾
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
れ
ま
で
の
解
釈
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
問
題
点

を
解
く
鍵
な
の
で
あ
る
。

　
「
神
の
知
性
」
は
「
無
限
に
多
く
の
も
の
」
を
思
考
し
う
る
。
言
い
換
え
る
と
、

そ
の
よ
う
な
能
力
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
実
に
何
が
思
考
で
き
る
か
は
「
神

の
知
性
」
に
と
っ
て
も
不
明
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、「
神
」
の
思
考
過
程
は
根
本

的
に
「
予
測
不
可
能
」
で
あ
る
と
み
な
し
う
る
。
問
題
は
「
予
測
不
可
能
」
な
思
考

が
な
ぜ
「
観
念
」
の
無
限
の
連
鎖
と
い
う
形
態
を
要
求
す
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
っ

た
。
定
理
８
の
注
解
に
出
て
く
る
例
は
、
こ
の
点
に
対
す
る
部
分
的
な
解
決
と
な
る

は
ず
で
あ
る
。

　

注
解
の
い
う
よ
う
に
、
円
の
な
か
に
相
互
に
交
わ
る
二
本
の
線
分
を
引
く
こ
と
が

で
き
、
か
つ
そ
れ
ら
が
等
し
い
割
合
で
分
割
さ
れ
る
よ
う
な
点
で
交
わ
る
よ
う
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
作
図
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
思
考
し
う
る
こ
と

で
あ
る
。
ま
た
、
分
割
さ
れ
た
各
々
の
線
分
を
一
辺
と
す
る
「
矩
形
」
の
面
積
が
二

本
の
線
分
で
等
し
く
な
る
と
い
う
こ
と
を
思
考
す
る
に
は
、
そ
の
よ
う
な
線
分
を
ま

ず
作
図
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
あ
る
「
観
念
」
か
ら
別
の
「
観
念
」
に

進
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
ん
な
る
円
の
中
に
は
思
考
で
き
な
か
っ
た
（
予
測
不
可
能

だ
っ
た
）
幾
何
学
的
な
性
質
が
連
鎖
し
は
じ
め
る
。
と
こ
ろ
が
、
円
が
な
け
れ
ば
こ

れ
ら
を
作
図
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
、
こ
れ
ら
は
円
に
「
包
含
」
さ

れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る（
９
）。
こ
の
例
は
、「
予
測
不
可
能
」
な
思
考
過

程
が
「
観
念
」
の
連
鎖
を
要
求
す
る
と
い
う
こ
と
を
論
証
し
て
は
い
な
い
が
、
そ
の

「
現
実
に
存
在
し
な
い
個
物
す
な
わ
ち
様
態
の
観
念
は
、
個
物
す
な
わ
ち
様
態
の
形

相
的
本
質
が
神
の
属
性
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
（continentur

）
よ
う
に
、
神

の
無
限
の
観
念
の
な
か
に
包
含
さ
れ
て
（com

prehendi

）
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（2/8/P

）。

　　

こ
の
定
理
が
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
ま
だ
現
実
に
存
在
し
て
い
な
い

個
物
の
「
観
念
」
が
「
神
の
無
限
の
観
念
」
の
な
か
に
「
包
含
」
さ
れ
て
い
る
と
い

う
点
で
あ
る
。
す
る
と
、
個
物
の
「
観
念
」
は
あ
ら
か
じ
め
「
神
の
観
念
」
の
な
か

に
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
解
釈
は
、
こ
の
定
理
と
あ

か
ら
さ
ま
に
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
矛
盾
を
解
く
に
は
注
解
を
参
照
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
注
解
の
内
容
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
お
お
よ
そ
次
の
よ

う
な
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
円
の
な
か
に
相
互
に
交
わ
る
二
本
の
線
分
を
引
く

こ
と
が
で
き
、
か
つ
そ
れ
ら
が
等
し
い
割
合
で
分
割
さ
れ
る
よ
う
な
点
で
交
わ
る
よ

う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
、
分
割
さ
れ
た
各
々
の
線
分
を
一
辺
と
す
る

「
矩
形
（rectangula

）」
の
面
積
は
二
本
の
線
分
で
等
し
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う

い
う
線
分
は
無
数
に
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
存
在
は
円
の
観
念
の
な

か
に
「
包
含
さ
れ
て
い
る
（com
prehenditur

）」
限
り
で
の
み
考
え
ら
れ
る
に
す

ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
無
数
の
線
分
の
観
念
は
現
実
に
作
図
さ
れ
た
線
分
の
観

念
と
は
異
な
る
。

　

以
上
が
現
実
に
存
在
し
な
い
個
物
の
観
念
が
神
の
観
念
の
な
か
に
「
包
含
」
さ
れ

て
い
る
こ
と
の
説
明
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
注
解
か
ら
示
唆
さ
れ
る
こ
と
は
、「
神

の
観
念
」
の
な
か
に
「
包
含
」
さ
れ
て
い
る
「
観
念
」
と
現
実
に
思
考
さ
れ
た
「
観

念
」
と
は
存
在
の
仕
方
が
異
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
「
神
」
の
思
考
過
程
が
分
析
的
で
あ
る
た
め
に
は
、現
実
に
思
考
さ
れ
て
い
る
「
観



神
の
知
性

五
三

も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、三
種
類
の
認
識
は
す
べ
て
何
ら
か
の
仕
方
で
「
身
体
」

と
関
係
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
直
観
知
」
と
は
「
身
体
に
関
係
し

な
い
精
神
の
持
続
」（5/20/S

）
に
関
す
る
認
識
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
あ
か
ら
さ

ま
な
矛
盾
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

手
が
か
り
は
次
の
点
に
あ
る
。「
第
一
種
」
お
よ
び
「
第
二
種
」
の
認
識
が
「
身

体
の
変
容
」
と
関
係
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
第
三
種
」
の
認
識
だ
け
は
「
身
体

の
本
質
」
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
身
体
の
変
容
」
は
す
で
に
多
く
の
個
物

が
現
実
に
存
在
し
、
相
互
作
用
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
、「
身
体
の
本
質
」
は
こ
れ
と
は
別
の
次
元
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
部

分
的
に
引
用
し
た
『
エ
チ
カ
』
第
五
部
定
理
２
９
の
全
体
を
引
用
し
よ
う
。

「
精
神
は
永
遠
の
相
の
下
に
理
解
す
る
す
べ
て
の
こ
と
を
、
身
体
の
現
在
の
現
実
存

在
を
概
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
身
体
の
本
質
を
永
遠
の
相

の
下
に
概
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
識
す
る
」（5/29/P

）。

　

身
体
の
「
現
実
存
在
」
の
次
元
と
身
体
の
「
本
質
」
の
次
元
が
明
瞭
に
区
別
さ
れ

て
い
る
。
重
要
な
点
は
、
そ
れ
ら
の
区
別
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
で
あ
る
。「
現

実
存
在
」
と
は
身
体
が
す
で
に
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
次
元
で
あ
る
。
い
う

ま
で
も
な
く
、「
本
質
」
は
そ
れ
に
対
立
す
る
。
形
而
上
学
の
伝
統
に
お
い
て
は
、「
現

実
存
在
」
に
対
立
す
る
「
本
質
」
の
次
元
と
は
、
ま
だ
創
造
さ
れ
て
い
な
い
可
能
性

の
次
元
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
定
理
に
含
ま
れ
る
「
身
体
の
本
質
」
は
そ
の
よ
う

な
次
元
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
創
造
以
前
の
存
在
を
「
わ
れ
わ
れ
が
想

起
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」（5/23/S

）
と
明
言
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。「
想
起
」
と
は
「
現
実
存
在
」
す
る
身
体
が
外
部
の
物
体
か
ら
受
け
た
「
痕
跡
」

近
似
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
「
観

念
」
は
「
神
の
観
念
」
か
ら
し
か
出
て
こ
な
い
と
い
う
点
を
「
包
含
」
の
概
念
で
表

し
た
上
で
、「
包
含
」
さ
れ
て
い
る
も
の
が
展
開
す
る
に
は
、
諸
観
念
の
原
因
と
結

果
の
連
鎖
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。「
無
限
知
性
」
は

こ
の
よ
う
な
連
鎖
か
ら
成
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　

６　

直
観
知
─
結
論
に
か
え
て
─

　

以
上
が
「
有
限
様
態
」
と
い
う
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
上
の
問
題
点
に
対
す
る
私
の
解
釈

で
あ
る
。「
予
測
不
可
能
性
」
の
概
念
と
「
無
限
連
鎖
」
の
概
念
と
の
つ
な
が
り
を

と
ら
え
る
こ
と
が
最
終
的
な
結
論
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
十
分
に
掘
り
下
げ
て
提
示
で

き
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
、
こ
の
よ
う
な
「
観
念
」
の
連
鎖
が
な
ぜ
「
無
限

に
進
む
」
と
考
え
ら
れ
る
の
か
と
い
う
点
に
は
ま
っ
た
く
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
こ
の
点
は
今
後
の
課
題
と
し
、
以
上
の
解
釈
が
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
の
ト
ー
タ

ル
な
理
解
に
寄
与
す
る
と
い
う
点
を
述
べ
て
論
文
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

そ
の
事
例
と
し
て
、「
直
観
知
」
の
問
題
を
以
上
の
結
論
を
も
と
に
考
察
し
よ
う
。

『
エ
チ
カ
』
は
認
識
を
三
種
類
に
分
類
し
て
い
る
。「
第
一
種
の
認
識
」
は
「
表
象
」

と
呼
ば
れ
、
人
間
身
体
が
そ
の
外
部
の
対
象
か
ら
刺
激
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ

た
「
身
体
の
変
容
」
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
（1/19/P

）。「
第
二

種
の
認
識
」
は
「
共
通
概
念
」
と
呼
ば
れ
、
人
間
身
体
と
外
部
の
物
体
と
に
共
通
の

も
の
を
「
身
体
の
変
容
」
の
な
か
に
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
（1/38/

P

）。
最
後
に
「
第
三
種
の
認
識
」
は
「
直
観
知
」
と
呼
ば
れ
る
が
、そ
の
認
識
は
「
身

体
の
本
質
を
永
遠
の
相
の
下
に
概
念
す
る
」（5/29/P

）
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
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永
遠
か
つ
無
限
な
る
知
性
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
」（5/40/S

）。

　

こ
の
認
識
が
「
身
体
の
本
質
」
に
か
か
わ
る
の
は
、「
思
惟
」
の
「
属
性
」
に
お

い
て
「
神
の
観
念
」
か
ら
「
人
間
精
神
」
が
「
帰
結
す
る
」
の
と
平
行
し
て
、「
延

長
」
の
「
属
性
」
に
お
い
て
は
「
人
間
身
体
」
が
「
帰
結
す
る
」
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
っ
て
、「
身
体
」と
い
う
対
象
が
認
識
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
。

そ
の
意
味
で
な
ら
「
身
体
に
関
係
し
な
い
精
神
の
持
続
」（5/20/S

）
と
い
う
表
現

に
も
矛
盾
は
認
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
人
間
精
神
は
「
直
観
知
」
に
お
い
て
「
神
」
の
思
考
過
程
に
同
一
化
し
て

い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、「
直
観
知
」
に
は
「
神
」
の
思
考
と
同
様
に
「
予
測
不
可
能
」

と
い
う
性
質
が
認
め
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
は
た
し

て
そ
の
よ
う
な
解
釈
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
か
。成
立
す
る
は
ず
で
あ
る
。「
直
観
知
」

を
説
明
す
る
た
め
に
ス
ピ
ノ
ザ
が
言
及
し
て
い
る
比
例
数
の
事
例
か
ら
、「
予
測
不

可
能
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
「
直
観
知
」
の
根
本
的
な
性
質
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
か
ら
で
あ
る
。

　

ス
ピ
ノ
ザ
は
、1 : 2 = 3 : x 

と
い
う
等
式
の
ｘ 

を
求
め
る
に
は
三
通
り
の
方
法

が
あ
る
と
い
う
。「
第
一
種
の
認
識
」
は
経
験
か
ら
の
推
論
に
よ
る
。「
第
二
種
の
認

識
」は
比
例
数
の
規
則
を
当
て
は
め
る
こ
と
に
よ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
も
推
論
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
「
第
三
種
の
認
識
」
は
推
論
を
必
要
と
せ
ず
、
む
し
ろ
ｘ 

を
「
単

一
の
直
観
に
よ
っ
て
見
る
」（2/40/S2

）
と
い
わ
れ
て
い
る
。
推
論
を
必
要
と
し

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
第
一
に
そ
の
認
識
が
予
測
と
い
う
種
類
の
認
識
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
第
二
に
そ
こ
に
は
い
っ
さ
い
の
操
作
が
介
在
し
な
い

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
与
え
ら
れ
た
認
識
か
ら
予
測
不
可
能
な
も
の
が

出
て
く
る
の
を
た
だ
見
届
け
る
こ
と
が
「
直
観
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
わ
れ

（2/18/S

）
の
再
生
で
あ
り
、そ
れ
ゆ
え
「
現
実
存
在
」
以
前
の
こ
と
に
つ
い
て
「
想

起
」
な
ど
あ
り
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

で
は
、「
現
実
存
在
」
の
次
元
と
は
異
な
る
「
本
質
」
の
次
元
と
は
い
っ
た
い
ど

の
よ
う
な
次
元
な
の
で
あ
ろ
う
か
。事
物
が
す
で
に
存
在
し
て
い
る
次
元
で
は
な
く
、

ま
た
事
物
が
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
次
元
で
も
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
っ
た
い

い
か
な
る
次
元
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
れ
ば
、
そ
れ
は
事

物
が
今
ま
さ
に
存
在
に
決
定
さ
れ
る
次
元
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。実
際
、

ス
ピ
ノ
ザ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
我
々
は
精
神
が
今
存
在
し
始
め
た
か
の

よ
う
に
、
ま
た
事
物
を
今
永
遠
の
相
の
下
に
認
識
し
始
め
た
か
の
よ
う
に
考
察
す
る

で
あ
ろ
う
」（5/31/S

）
と
。

　

こ
の
よ
う
な
仕
方
で
「
無
限
に
多
く
の
も
の
」
の
「
観
念
」
が
連
鎖
し
て
「
無
限

知
性
」
を
作
り
上
げ
て
い
る
次
元
こ
そ
「
本
質
」
の
次
元
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の

次
元
で
個
物
の
存
在
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
精
神
が
「
神
」
の
思
考
過

程
に
同
一
化
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。「
人
間
精
神
」
と
い
う
「
観
念
」

が
他
の
「
観
念
」
に
変
容
し
た
「
神
の
観
念
」
か
ら
「
帰
結
す
る
」
の
を
認
識
す
る

こ
と
、
そ
れ
が
「
直
観
知
」
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
直
観
」
に
よ
っ
て
認
識
す

る
限
り
、人
間
精
神
は
「
無
限
知
性
」
の
思
考
に
合
一
す
る
。
こ
の
点
は
『
エ
チ
カ
』

第
五
部
定
理
４
０
注
解
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
テ
キ
ス
ト
を
以
下
に
引
用
す
る

が
、そ
の
な
か
に
『
エ
チ
カ
』
第
一
部
定
理
２
８
に
出
て
く
る
決
定
の
連
鎖
の
フ
レ
ー

ズ
が
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

「
我
々
の
精
神
は
知
的
に
認
識
す
る
限
り
に
お
い
て
思
惟
の
永
遠
な
る
様
態
で
あ
り
、

そ
れ
は
思
惟
の
他
の
様
態
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
こ
の
様
態
も
ま
た
他
の
様
態
に

よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
こ
う
し
て
無
限
に
進
み
、
そ
う
や
っ
て
す
べ
て
が
同
時
に
神
の
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）
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。

（
３
） Epistola IX

., Spinoza 1925: 43

（
４
） 

上
野
に
よ
れ
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
採
用
し
て
い
る
の
は
ま
さ
に
後
者
の
意
味
の
定
義
で

あ
る
（
上
野 2012: 48-49

）。
秋
保
も
上
野
の
解
釈
を
踏
襲
す
る
（
秋
保 2015: 7

）。

た
だ
し
秋
保
に
よ
れ
ば
問
題
は
そ
の
先
に
あ
る
。
つ
ま
り
真
理
に
関
わ
ら
な
い
は
ず

の
『
エ
チ
カ
』
第
１
部
に
な
ぜ
「
真
理
」
と
い
う
言
葉
が
現
れ
る
の
か
と
い
う
問
題

で
あ
る
。
実
際
ス
ピ
ノ
ザ
は
定
理
８
注
解
２
で
「
定
理
７
の
真
理
」（1/8/S2

）
に

言
及
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
の
考
え
に
よ
れ
ば
こ
の
点
は
じ
つ
は
問
題
で
は

な
い
。
書
簡
９
の
「
真
理
」
と
定
理
８
注
解
２
の
「
真
理
」
は
意
味
が
異
な
る
と
考

え
れ
ば
よ
い
。
書
簡
９
の
「
真
理
」
は
現
実
に
知
覚
さ
れ
た
対
象
を
適
切
に
説
明
す

る
言
語
表
現
を
意
味
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
定
理
８
注
解
２
の
「
真
理
」
は
対
象

へ
の
指
示
を
含
ま
ず
た
ん
に
概
念
の
次
元
で
必
然
的
に
認
識
さ
れ
る
内
容
を
意
味
し

て
い
る
。

（
５
） 

こ
の
よ
う
な
誤
り
は
ヨ
ベ
ル
の
解
釈
に
お
い
て
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
。「
自
然
法
則

は
『
エ
チ
カ
』
第
１
部
定
理
２
８
お
よ
び
『
エ
チ
カ
』
第
２
部
定
理
７
と
い
う
決
定

的
な
定
理
に
含
意
さ
れ
て
い
る
が
、
前
者
は
個
別
様
態
を
つ
な
ぐ
因
果
の
連
鎖
を
論

じ
る
定
理
で
あ
り
、
後
者
は
全
宇
宙
を
支
配
す
る
事
物
（
お
よ
び
観
念
）
の
順
序

（ordo

）
と
連
鎖
（connexio

）
を
論
じ
る
定
理
で
あ
る
」（Y

obel 1991: 81

）。

（
６
） 

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
「
哲
学
的
認
識
は
概
念
に
よ
る
理
性
認
識
で
あ
り
、
数
学
的
認
識

は
概
念
の
構
成
に
よ
る
理
性
認
識
で
あ
る
」（K

ant 1990: 657; B741

）。
と
こ
ろ
が

概
念
の「
構
成
」に
は「
直
観
」が
必
要
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は「
非
経
験
的
」（K

ant 
1990: 657; B741

）
す
な
わ
ち
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
「
直
観
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
７
） 

ス
ピ
ノ
ザ
の
い
う
「
帰
結
す
る
」
は
「
直
観
」
を
含
ま
な
い
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
総

合
判
断
」
の
こ
と
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ト
に
対
す

る
批
判
と
し
て
、「
直
観
」
を
含
ま
な
い
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
」
の
可
能

性
を
主
張
し
た
の
は
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
概
念
の
み
に
も
と
づ
く
」

（Coffa 1982: 685

）
総
合
判
断
の
可
能
性
で
あ
る
。
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
主
張
は
１
９

世
紀
の
数
学
に
お
け
る
主
要
な
テ
ー
マ
を
予
言
し
て
い
る
。「
１
９
世
紀
を
と
お
し

わ
れ
の
思
考
は
そ
の
思
考
対
象
と
一
体
と
な
っ
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
思
考
す

る
こ
と
が
そ
の
対
象
を
産
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
認
識
は

「
必
然
的
に
真
で
あ
る
」（2/41/P

）。

　

こ
の
よ
う
に
、「
有
限
様
態
」
の
無
限
連
鎖
と
い
う
問
題
を
考
察
し
て
い
く
と
、

現
実
存
在
の
次
元
と
は
異
な
る
と
同
時
に
、
伝
統
的
な
意
味
で
の
本
質
の
次
元
（
存

在
可
能
性
の
領
域
）
と
も
異
な
る
存
在
の
次
元
が
『
エ
チ
カ
』
に
固
有
の
存
在
論
を

形
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
な
る
。
そ
の
次
元
が
「
予
測
不
可
能
性
」
の

次
元
で
あ
る
。「
直
観
知
」
と
い
う
『
エ
チ
カ
』
に
固
有
の
認
識
様
式
は
、
こ
の
よ

う
な
特
異
な
存
在
論
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　

凡
例

『
エ
チ
カ
』
の
参
照
箇
所
は
以
下
の
略
号
を
用
い
て
本
文
中
に
挿
入
す
る
。

定
義
→
Ｄ　

公
理
→
Ａ　

定
理
→
Ｐ　

証
明
→
Ｄ
ｅ
ｍ　

注
解
→
Ｓ　

【
例
】『
エ
チ
カ
』
第
１
部
定
理
２
→1/25/P

使
用
テ
キ
ス
ト Gebhardt(ed.) 1972, Spinoza O

pera II, H
eidelberg

　
　

注

（
１
） 「
有
限
様
態
」
の
無
限
の
連
鎖
が
本
当
に
「
神
の
絶
対
的
本
性
」
か
ら
生
じ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
は
解
釈
上
の
争
点
に
な
っ
て
い
る
。
本
稿
は
こ

の
争
点
に
は
入
り
込
ま
ず
、「
有
限
様
態
」
の
無
限
の
連
鎖
そ
れ
自
体
が
「
無
限
様

態
」
で
あ
り
、し
た
が
っ
て
「
神
の
絶
対
的
本
性
」
か
ら
生
じ
て
い
る
と
み
な
す
ギ
ャ

レ
ッ
ト
の
解
釈
（Garrett 1991: 198

）
を
ひ
と
ま
ず
真
と
仮
定
し
て
議
論
を
進
め

る
。
ち
な
み
に
、
ギ
ャ
レ
ッ
ト
の
解
釈
に
は
す
で
に
反
論
が
出
て
い
る
が
（Curley 

&
 W

alski 2003

）、
そ
の
検
討
は
別
の
機
会
に
譲
る
。

（
２
） 

カ
ー
リ
ー
は
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
定
理
２
８
を
解
釈
す
る
（Curley 1988: 47-
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て
な
さ
れ
た
数
学
的
実
践
の
発
展
が
示
唆
し
て
い
る
こ
と
は
、
た
だ
概
念
か
ら
推
論

す
る
こ
と
（reasoning

）
に
よ
っ
て
知
識
の
拡
張
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
」（M

acbeth 2008: 490

）。
こ
の
よ
う
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
知
識
論
を
カ
ン
ト
以
後

の
数
学
の
哲
学
の
文
脈
で
と
ら
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
８
） H

uenem
an 2003: 233

（
９
）
ス
ピ
ノ
ザ
が
作
図
の
例
を
用
い
る
の
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
『
原
論
』
の
模
倣
で
あ
る
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、
作
図
に
よ
っ
て
明
ら
か
に

さ
れ
る
「
包
含
」
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
概
念
の
意
味
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
実
際
、

こ
の
作
図
に
関
連
し
て
、上
野
は
ス
ピ
ノ
ザ
の「
包
含
」の
概
念
を「
潜
在
的
な
も
の（le 

virtuel

）」
と
い
う
意
味
に
解
し
て
い
る
（
上
野 2011: 150

）。
ヒ
ュ
ヌ
マ
ン
も
同
様

に「
観
念
は
潜
在
的
に（virtually
）無
限
知
性
の
本
性
の
な
か
に
あ
る
」（H

uenem
an 

2003: 232

）
と
述
べ
て
い
る
。「
包
含
」
を
論
理
的
な
「
含
意
（im
plication

）」
と

は
異
な
る
概
念
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
こ
れ
ら
の
解
釈
の
趣
旨

で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
研
究
の
文
脈
と
は
ま
っ
た

く
独
立
に
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
『
原
論
』
に
お
け
る
作
図
が
す
で
に
「
潜
在
的
な
も
の

（potential

）」
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う
解
釈
（M

acbeth 2010: 26

）
が
あ
る

こ
と
も
つ
け
加
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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