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佑

は
じ
め
に

　
「
私
の
哲
学
思
想
の
総
決
算
的
告
白
」（
十
二
・
三
三
二
）（

1
）
と
呼
ば
れ
た
田
辺
元
の
晩
年
の
著
作
『
数
理
の
歴
史
主
義
展
開
―
―
数
学

基
礎
論
覚
書
―
―
』（
一
九
五
四
年
）
の
「
後
記
」
の
中
で
、
田
辺
は
自
身
の
思
想
の
歩
み
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
〝
二
人
の
師
〞

に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
一
人
は
西
田
幾
多
郎
で
あ
る
。
哲
学
に
対
す
る
眼
を
開
か
せ
て
く
れ
な
が
ら
も
後
に
背
く
こ

と
に
な
っ
た
こ
の
〝
師
〞
の
他
に
、
田
辺
は
も
う
一
人
の
〝
師
〞
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
近
代
日
本
数
学
の
父
と
呼
ば
れ
る

高
木
貞
治
（
一
八
七
五
–
一
九
六
〇
年
）
で
あ
る
。
田
辺
は
次
の
よ
う
に
振
り
返
る
。

　

数
学
に
対
す
る
愛
を
私
に
吹
込
ま
れ
た
の
は
、
学
界
の
至
宝
と
し
て
今
も
健
在
せ
ら
れ
る
高
木
貞
治
先
生
で
あ
っ
た
。
先
生
の
最

も
早
い
頃
の
名
著
『
新
式
算
術
講
義
』
は
、
初
め
て
純
粋
な
る
数
学
の
美
し
さ
を
私
に
教
え
た
も
の
で
あ
る
。
私
は
そ
の
美
に
引
き

着
け
ら
れ
て
数
学
を
学
ぼ
う
と
志
し
た
の
で
あ
る
。
デ
デ
キ
ン
ト
の
切
断
論
が
、
ほ
と
ん
ど
私
の
一
生
を
貫
く
問
題
と
な
っ
た
ほ
ど

に
強
い
印
象
を
与
え
た
の
も
、
外
な
ら
ぬ
先
生
の
解
説
を
通
じ
て
で
あ
っ
た
（
同
）。
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こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
デ
デ
キ
ン
ト
の
切
断
論
」
と
は
、
ド
イ
ツ
の
数
学
者
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
デ
デ
キ
ン
ト
（R

ichard D
edekind, 1831

–1916
）
が
実
数
の
定
義
に
際
し
て
用
い
た
議
論
を
指
す
。
こ
の
「
切
断
」
の
概
念
を
核
に
し
て
、
数
学
の
歴
史
主
義
的
理
解
と
い
う

極
め
て
独
特
な
主
張
が
こ
の
書
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
数
学
基
礎
論
を
主
題
と
す
る
こ
の
著
作
の
中
で
突

如
と
し
て
登
場
し
た
も
の
で
は
な
い
。
田
辺
が「
ほ
と
ん
ど
私
の
一
生
を
貫
く
問
題
と
な
っ
た
」と
述
懐
し
て
い
る
よ
う
に
、こ
の「
切
断
」

の
問
題
は
常
に
田
辺
の
思
索
の
傍
に
あ
り
続
け
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
単
に
数
学
論
の
分
野
に
限
っ
て
彼
の
思

想
の
導
き
の
糸
と
な
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
田
辺
の
哲
学
の
根
幹
部
分
に
深
く
か
か
わ
っ
た
も
の
で
あ
る（

2
）。「
切
断
」
が
「
そ
れ
自
身

無
な
る
ナ
イ
フ
」（
十
二
・
三
二
一
）
と
か
「
自
己
否
定
的
無
の
主
体
の
行
為
に
対
す
る
象
徴
」（
同
）
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら

か
な
よ
う
に
、そ
れ
は
「
無
」
や
行
為
と
い
っ
た
田
辺
哲
学
の
最
重
要
概
念
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に（

3
）、

デ
デ
キ
ン
ト
の
「
切
断
」
と
い
う
問
題
は
田
辺
の
思
索
の
背
後
に
あ
っ
て
そ
れ
を
導
く
一
つ
の
大
き
な
イ
メ
ー
ジ
の
源
泉
と
い
う
役
割
を

果
た
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
「
切
断
」
と
い
う
問
題
が
田
辺
哲
学
の
核
心
に
深
く
食
い
込
む
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
問
題
は
そ
の
あ
り
方
が
実
際
に

ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
単
な
る
比
喩
や
イ
メ
ー
ジ
に
と
ど
ま
ら
な
い
「
切
断
」
概
念
の
哲
学
的
な

意
味
合
い
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
こ
の
こ
と
が
さ
ら
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
は
田
辺
の
数
学
基
礎
論
理

解
お
よ
び『
数
理
の
歴
史
主
義
展
開
』に
お
け
る
彼
の
数
理
哲
学
の
内
実
の
把
握
を
通
し
て
は
じ
め
て
明
ら
か
と
な
る
も
の
で
あ
る
が（

4
）、

そ
れ
と
同
時
に
あ
る
い
は
そ
の
前
提
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
は
、
ど
の
時
点
で
そ
し
て
い
か
な
る
内
的
な
必
然
性
か
ら
こ
の
「
切
断
」

と
い
う
問
題
が
田
辺
の
哲
学
と
不
可
分
な
も
の
と
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
後
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
田
辺
は
そ

の
思
索
の
最
初
期
か
ら
デ
デ
キ
ン
ト
の「
切
断
」に
注
目
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、戦
後
の
著
書
の
中
で
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
る「
切
断
」

が
田
辺
哲
学
固
有
の
一
概
念
で
あ
る
以
上
、
当
初
の
注
目
の
仕
方
が
そ
の
ま
ま
戦
後
の
「
切
断
」
概
念
と
連
続
的
に
つ
な
が
る
わ
け
で
は



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
二
号

八
四

な
い
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、「
切
断
」
と
い
う
問
題
へ
の
関
心
は
底
流
と
し
て
保
持
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
に
し
て
も
、
田
辺
が
こ
の
概

念
に
独
自
の
意
味
を
込
め
た
時
点
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
時
点
と
は
、「
種
の
論
理
」
の
第
四
論
文
「
論
理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」

（
一
九
三
六
年
十
〇
–
十
二
月
）
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
中
心
概
念
で
あ
る
種
の
自
己
否
定
性
こ
そ
「
切
断
」
を
田
辺
哲
学
固
有
の
概
念
へ

と
押
し
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
本
稿
の
と
る
立
場
で
あ
る
。
以
下
で
こ
の
こ
と
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
。

一
．「
種
の
論
理
」
の
修
正

　　

こ
の
「
論
理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」
と
い
う
論
文
は
そ
れ
ま
で
の
「
種
の
論
理
」
の
議
論
の
単
な
る
延
長
線
上
に
位
置
す
る
も
の
で

は
な
い
。
こ
れ
は
以
前
の
主
張
の
枠
組
み
を
修
正
す
る
と
い
う
意
図
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
種
の
自
己
否
定
性
と
は
直
接

的
に
は
そ
の
修
正
の
結
果
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。

　

田
辺
が
「
種
の
論
理
」
の
修
正
に
向
か
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
議
論
に
お
い
て
は
個
体
の
本
質
が
二
重
に
捉
え
ら

れ
て
い
る
と
い
う
不
整
合
が
存
在
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
種
的
な
共
同
体
の
う
ち
に
あ
る
そ
の
成
員
は
そ
の
ま
ま
の
あ
り
方
で
は
決
し

て
個
で
は
あ
り
え
ず
、
自
ら
の
「
直
接
の
母
体
で
あ
り
発
生
の
根
源
で
あ
る
種
」（
六
・
七
〇
）
に
背
き
そ
こ
か
ら
「
分
立
」
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
個
体
た
り
得
る
。
こ
れ
が
当
初
の
田
辺
の
主
張
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
場
合
個
の
個
体
性
た
る
所
以
を
形
成
す
る

も
の
、
つ
ま
り
「
個
体
化
の
原
理
」（
六
・
三
〇
八
）
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
は
、「
他
を
支
配
し
全
体
を
我
に
独
占
し
て
我
の
統
轄

の
下
に
置
か
ん
と
す
る
権
力
意
志W

ille zur M
acht

」（
六
・
一
一
八
）
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
田
辺
は
、
こ
の
よ
う
な
「
権
力
意
志
」

の
主
体
と
し
て
の
個
が
な
お
も
否
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
。
そ
こ
に
国
家
の
理
念
を
な
す
普
遍
的
な
共
同
性
の
構
成
者
と
し
て

の
「
真
の
個
」
が
成
立
す
る
。
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種
に
よ
っ
て
個
と
類
が
媒
介
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
個
が
類
的
な
本
質
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ

の
「
種
の
論
理
」
の
根
幹
的
な
主
張
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、「
権
力
意
志
」
を
個
体
形
成
の
条
件
と
考
え
る
前
者
の
発
想
を
放

棄
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
田
辺
は
自
ら
の
立
場
の
未
熟
さ
が
「
個
が
直
接
に
種
と
否
定
的
対
立
を
な
す
と
考
え
る
こ
と
の
困
難

に
原
因
す
る
」（
六
・
三
一
二
）
こ
と
を
率
直
に
認
め
、
あ
く
ま
で
「
個
は
既
に
媒
介
せ
ら
れ
た
も
の
な
る
が
故
に
、
そ
れ
は
同
時
に
普
遍

を
実
現
す
る
も
の
で
あ
り
、其
意
味
に
於
て
普
遍
た
る
の
で
あ
る
」（
同
）
と
い
う
主
張
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
「
個

別
は
普
遍
で
あ
る
」（D

as Einzelne ist das A
llgem

eine.

）と
い
う
判
断
を「
種
の
論
理
」の
論
理
的
構
造
の
モ
デ
ル
と
す
る
田
辺
に
と
っ

て
、
個
体
性
の
本
質
は
種
と
の
関
係
で
な
く
普
遍
性
と
の
関
係
で
問
題
に
さ
れ
る
べ
き
事
柄
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
田
辺
は
こ
れ
ま
で
の

よ
う
な
「
個
が
種
を
直
接
に
否
定
す
る
と
い
う
命
題
を
抹
殺
」（
六
・
三
一
四
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
権
力
意
志
」
の
主
体
の
あ
り
方
を
個
体
性
の
本
質
そ
の
も
の
と
考
え
る
立
場
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま

で
田
辺
の
哲
学
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
き
た
個
体
の
悪
や
偶
然
性
の
問
題
が
背
後
に
退
い
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
確

か
で
あ
ろ
う（

5
）。
こ
う
し
た
個
の
有
限
性
が
普
遍
的
な
も
の
と
結
び
つ
く
議
論
は
『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』（
一
九
四
六
年
）
を
待
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
種
と
否
定
的
対
立
す
る
も
の
は
個
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
主
張
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
個
に
お
け
る
種
の
否
定
的
な
現
れ
の
構
造
を
分
析
す
る
「
世
界
図
式
論
」
の
成
立
す
る
余
地
は
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
仕
方
で
は
存
在

し
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る（

6
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
個
体
性
の
本
質
の
修
正
は
単
に
「
種
の
論
理
」
の
後
退
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
種
の
概
念
そ
の
も
の
に
関

し
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
種
の
構
造
を
原
理
的
に
捉
え
直
す
決
定
的
な
契
機
と
な
っ
た
と
い
え
る
。
種
と
直
接
的
に
対
立
す
る
も
の
が
「
そ

れ
自
身
個
と
称
せ
ら
れ
得
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
」（
六
・
三
一
四
）
と
す
れ
ば
、
つ
ま
り
そ
れ
が
い
ま
だ
個
体
に
至
ら
ざ
る
種
に
他
な

ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
種
と
個
の
否
定
的
な
相
克
と
し
て
描
か
れ
た
事
態
は
種
と
種
と
の
否
定
的
関
係
と
し
て
問
題
に
さ
れ
な
け



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
二
号

八
六

れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
種
を
否
定
す
る
も
の
も
種
そ
の
も
の
な
の
で
あ
っ
て
種
以
外
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
」（
六
・
三
一
三
）

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
当
初
の
個
の
種
か
ら
の
「
分
立
」
と
い
う
事
態
を
種
そ
れ
自
身
の
構
造
と
し
て
理
解
し
直
す
こ
と
は
、
明
ら

か
に
「
生
命
の
直
接
態
」（
六
・
一
〇
一
）
と
い
う
当
初
の
一
元
的
な
規
定
で
は
捉
え
き
れ
な
い
事
柄
を
種
に
盛
り
込
む
こ
と
に
な
る
。
し

た
が
っ
て
、「
我
々
が
従
来
種
を
連
続
的
全
体
と
し
て
原
始
的
統
一
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
思
想
は
、
少
な
か
ら
ず
重
要
な
る

制
限
を
加
え
ら
れ
訂
正
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
六
・
三
一
五
）
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
種
の
自
己
否
定
性
と
は
こ
の
よ
う
な
脈
絡

で
提
唱
さ
れ
た
考
え
方
な
の
で
あ
る
。

二
． 

種
の
自
己
否
定
的
構
造

　

田
辺
に
よ
れ
ば
、「
種
は
自
己
の
外
に
そ
れ
を
否
定
す
る
も
の
を
有
す
る
の
で
は
な
く
そ
れ
自
身
の
内
に
そ
れ
を
否
定
す
る
も
の
を
も

つ
」（
六
・
三
一
三
）。
こ
の
よ
う
な
種
の
自
己
否
定
性
は
「
更
に
そ
れ
以
上
に
之
を
原
理
付
け
る
も
の
を
有
し
な
い
」（
同
）
の
で
あ
り
、

そ
れ
は「
た
だ
斯
か
る
も
の
と
し
て
承
認
せ
ら
れ
る
外
無
き
も
の
」（
同
）と
い
わ
れ
る
。
田
辺
は
こ
の
よ
う
な
種
の「
原
始
的
な
る
弁
証
法
」

（
六
・
三
一
五
）
の
構
造
を
次
の
よ
う
な
「
二
重
の
対
立
性
」
と
し
て
特
徴
付
け
て
い
る
。

　

種
は
自
己
否
定
の
原
理
に
由
り
分
裂
す
る
こ
と
を
そ
れ
の
本
質
と
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
全
体
の
如
何
な
る
部
分
を
と
っ

て
見
て
も
必
ず
肯
定
的
と
否
定
的
と
の
力
の
抗
争
が
含
ま
れ
、
此
抗
争
に
由
る
そ
れ
の
否
定
的
対
立
へ
の
分
裂
と
之
に
反
対
す
る
全

体
の
統
一
性
と
が
必
ず
相
伴
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
種
は
全
く
相
反
対
す
る
力
の
対
立
抗
争
に
由
っ
て
常
に
分
裂
し
よ
う
と
し
な

が
ら
而
も
反
対
に
そ
の
分
裂
に
対
立
し
て
統
一
を
保
と
う
と
す
る
力
の
は
た
ら
く
、
二
重
の
対
立
性
を
含
む
所
の
不
断
の
運
動
で
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あ
っ
て
、
決
し
て
単
に
静
止
す
る
固
定
的
統
一
と
は
考
え
ら
れ
な
い
（
六
・
三
一
五
）。

　

田
辺
が
こ
こ
で
種
の
自
己
否
定
性
を
あ
え
て
対
立
の
二
重
性
と
い
う
構
造
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
の
は
何
故
な
の
か
。
そ
れ
は
、

種
の
自
己
否
定
が
あ
く
ま
で
も
種
そ
れ
自
身
の
内
部
に
お
い
て
生
起
す
る
事
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
種
は
外
部
を

持
た
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
言
い
表
す
た
め
に
他
な
ら
な
い
。
田
辺
は
種
の
自
己
否
定
的
構
造
を
理
解
す
る
に
際
し
て
、
種
の
自

己
否
定
と
種
の
種
に
対
す
る
否
定
的
対
立
と
を
区
別
す
べ
き
こ
と
を
強
調
す
る
。
田
辺
に
よ
れ
ば
、
前
者
が
「
内
包
的
対
立
性
」（
六
・

三
二
〇
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
「
外
延
的
対
立
」（
同
）
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
「
種
の
自
己
否
定
は
種
の
種
を
否
定
す
る
こ
と
に
相
違
な
い
が
、
さ
り
と
て
種
の
種
に
対
す
る
否
定
的
対
立
が
必
ず
種
の
自
己
に
対
す

0

0

0

0

0

る0

否
定
で
あ
る
と
は
い
わ
れ
な
い
」（
六
・
三
一
八
）
と
田
辺
は
い
う
。
種
の
否
定
性
が
あ
く
ま
で
も
自
己

0

0

否
定
で
あ
る
た
め
に
は
、
否
定

し
あ
う
種
は
同
一
の
種
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
保
証
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
単
純
に
種
と
種
と
が
否
定
的

対
立
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
両
者
の
異
他
性
が
含
意
さ
れ
て
し
ま
う
。
な
る
ほ
ど
、
種
の
自
己
否
定
も
種
相
互
の
否
定
で
あ
る
こ
と

に
は
変
わ
り
な
い（

7
）。
し
か
し
そ
れ
だ
け
な
ら
ば
、
種
の
否
定
性
は
自
ら
を
ど
こ
ま
で
も
分
散
さ
せ
る
こ
と
で
「
自
己
の
喪
失
」（
六
・

三
一
九
）
を
も
た
ら
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
対
立
に
対
し
て
逆
方
向
に
は
た
ら
く
も
う
一
つ
の
力
が
想
定
さ
れ
な
け

れ
ば
、そ
も
そ
も
種
の
自
己
否
定
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
え
な
い
。
田
辺
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、「
そ
れ
〔
種
〕
が
自
己

0

0

の
分
裂
と
呼
ば
れ
、

自
己
が
自
己
に
対
立
す
る
と
し
て
相
対
立
す
る
自
己
が
共
に
自
己
と
名
け
ら
れ
る
の
は
、
猶
自
己
の
統
一
が
何
等
か
の
程
度
於
て
残
存
す

る
か
ら
」（
同
、
傍
点
は
田
辺
自
身
に
よ
る
も
の
）
な
の
で
あ
る
。

　

も
し
種
の
否
定
構
造
が
「
外
延
的
対
立
」
と
し
て
描
か
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
種
が
自
ら
の
内
に
重
層
的
な
分
裂

を
作
り
出
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
表
現
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
こ
の
無
限
の
分
裂
を
自
ら
の
う
ち
に
無
限
に
織
り
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込
ん
で
い
る
も
の
が
依
然
と
し
て
種
で
あ
る
と
い
う
側
面
は
十
分
に
表
現
さ
れ
な
い
。む
し
ろ
、こ
の
よ
う
な
単
な
る
対
立
性
は
種
が
次
々

と
自
ら
の
う
ち
に
自
ら
の
外
部
を
生
み
出
し
て
く
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
対
立
の
生
じ
る
場
が
種
で
あ
る
と
い

う
側
面
を
掘
り
崩
し
て
し
ま
う
こ
と
に
つ
な
が
る
。
田
辺
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
種
は
外
な
い
し
は
他
と
の
関
係
が
絶
え
ず
作
り
出
さ
れ
る

こ
と
で
形
成
さ
れ
る
よ
う
な
境
界
あ
る
い
は
限
界
と
い
っ
た
も
の
を
持
た
な
い
。
つ
ま
り
、
種
は
そ
の
極
大
の
領
域
に
お
い
て
も
そ
の
極

小
の
領
域
に
お
い
て
も
そ
の
「
内
包
的
対
立
性
」
と
い
う
特
質
が
維
持
さ
れ
る
限
り
は
、
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
種
な
の
で
あ
る
。
あ
る
い

は
よ
り
厳
密
に
い
え
ば
、「
二
重
の
対
立
性
」
に
お
い
て
存
在
す
る
も
の
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
領
域
に
あ
る
も
の
だ
と
し
て
も
、
依

然
と
し
て
種
で
あ
り
つ
づ
け
る
。
こ
の
こ
と
は
田
辺
に
お
い
て
、「
種
の
統
一
は
種
の
自
己
否
定
に
由
り
自
己
の
内
部
に
無
限
の
層
を
な

し
て
自
己
と
そ
の
否
定
者
と
の
交
互
的
緊
張
を
張
渡
し
、
横
に
自
己
と
其
否
定
と
の
対
立
す
る
均
衡
を
、
縦
に
自
己
自
身
の
内
部
に
無
限

の
層
を
成
し
て
重
ね
合
わ
せ
る
如
き
構
造
を
も
つ
と
云
っ
て
よ
い
」（
六
・
三
二
〇
―
三
二
一
）
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
田
辺
が
繰
り
返
し
主
張
す
る
よ
う
に
、
種
の
対
立
に
対
し
て
自
己
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
統
合
性
は
種
の
対
立
性
を
静
止
に

も
た
ら
す
も
の
で
は
な
く
、
力
の
均
衡
状
態
を
作
り
出
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
種
の
自
己
否
定
性
と
は
働
き
が
一
切
存
在
し
な
い
状
態
と

同
一
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
む
し
ろ
、「
無
限
の
運
動
が
湧
き
立
つ
為
め
に
動
か
ん
と
し
つ
つ
動
か
れ
な
い
運
動
の
発
起
抑
止
の

根
源
」（
六
・
三
一
七
）と
い
わ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。あ
る
い
は
こ
の
こ
と
は
海
の
イ
メ
ー
ジ
に
託
さ
れ
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

　

大
海
の
波
浪
は
寄
せ
て
は
返
す
反
対
運
動
が
相
重
畳
す
る
に
由
っ
て
、
海
水
の
分
子
そ
の
も
の
は
流
れ
去
る
の
で
は
な
く
同
一
の

場
所
で
起
伏
の
運
動
を
な
る
と
い
わ
れ
る
如
く
、種
の
自
己
否
定
の
激
動
は
変
化
を
も
不
変
と
張
合
わ
せ
る
動
的
緊
張
で
あ
る
（
六
・

三
二
二
）。
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田
辺
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ン
的
質
料
の
問
題

　

こ
の
よ
う
な
種
の
自
己
否
定
性
は
「
論
理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」
の
後
半
部
に
お
い
て
土
地
の
占
有
の
問
題
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、「
社
会
存
在
論
」
と
い
う
文
脈
で
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る（

8
）。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
に
田
辺
に
と
っ
て
問
題
で
あ
っ

た
の
は
、
自
己
の
外
に
向
か
っ
て
も
内
に
向
か
っ
て
も
幾
重
に
も
無
限
の
層
を
な
す
種
の
自
己
否
定
的
構
造
か
ら
種
と
は
全
く
異
質
な
個

と
い
う
次
元
が
現
れ
る
仕
方
を
い
か
に
解
明
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
種
と
対
立
す
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
そ
れ
ま
で
の
個
の

あ
り
方
を
種
そ
の
も
の
が
内
蔵
す
る
否
定
性
と
し
て
捉
え
返
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
個
の
現
れ
の
仕
方
は
種
か
ら
の
「
分
立
」
と
は
別
の

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
個
体
の
本
質
の
二
重
性
と
い
う
不
備
を
解
消
し
た
以
上
、
そ
う
し
た
個
の
出
現
は

同
時
に
類
的
な
全
体
性
を
可
能
に
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
個
体
化
の
原
理
」
を
支
え
る
も
の
こ
そ

が
ま
さ
に
「
切
断
」
に
他
な
ら
な
い
。

　

た
だ
し
、
種
の
自
己
否
定
性
と
「
切
断
」
と
は
直
ち
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
。
両
者
の
間
に
は
田
辺
の
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
理
解
、

と
り
わ
け
そ
の
質
料
の
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
目
を
配
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
こ
の
時
期
に
田
辺
が
「
切
断
」
概

念
に
接
近
し
た
理
由
が
十
分
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
田
辺
は
「
論
理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」
の
中
で
種
を
質
料
の
概
念
に
対

応
さ
せ
、
そ
れ
が
プ
ラ
ト
ン
に
由
来
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
幾
度
と
な
く
述
べ
て
い
る
。
例
え
ば
、
田
辺
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

プ
ラ
ト
ン
の
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
篇
に
於
け
る
場
所
（
空
間
）
に
し
て
錯
動
原
因
た
る
質
料
が
、
私
の
意
味
に
於
け
る
自
己
否
定
的
質

料
に
相
当
す
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
如
く
で
あ
る
。
こ
れ
は
フ
ィ
レ
ボ
ス
篇
に
於
て
超
過
不
足
の
二
と
規
定
せ
ら
れ
た
質
料
に
も
相

当
す
る
こ
と
明
か
で
あ
る
（
六
・
三
三
七
）。



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
二
号

九
〇

こ
の
「
自
己
否
定
的
質
料
」
が
種
で
あ
る
こ
と
は
、「
弁
証
法
を
実
践
的
存
在
の
論
理
と
し
て
具
体
的
な
ら
し
む
る
為
に
は
、
自
己
否
定

的
種
を
質
料
と
し
て
は
っ
き
り
認
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」（
六
・
三
五
四
）と
い
う
田
辺
の
発
言
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
田
辺
に
と
っ

て
、
プ
ラ
ト
ン
の
質
料
概
念
は
種
の
単
な
る
比
喩
で
は
な
い
。
多
く
の
プ
ラ
ト
ン
研
究
者
の
諸
説
を
実
際
に
紹
介
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
後

期
プ
ラ
ト
ン
の
解
釈
を
め
ぐ
る
詳
細
な
議
論
を
展
開
す
る
の
は
（
六
・
三
三
七
―
三
四
三
）、
そ
れ
が
「
単
に
歴
史
的
興
味
を
有
す
る
の
み

な
ら
ず
弁
証
法
の
存
在
論
に
と
っ
て
原
理
的
重
要
性
を
有
す
る
」（
六
・
三
三
七
）
と
田
辺
が
確
信
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　

こ
う
し
た
種
の
概
念
と
プ
ラ
ト
ン
哲
学
と
の
つ
な
が
り
に
関
し
て
ま
ず
指
摘
さ
れ
る
べ
き
は
、
両
者
の
関
係
は
決
し
て
種
の
自
己
否
定

性
と
い
う
概
念
の
提
起
を
も
っ
て
は
じ
ま
る
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
田
辺
の
種
と
い
う
概
念
は
、
そ
も
そ
も
プ
ラ
ト
ン
に
お
け

る
質
料
的
な
も
の
を
念
頭
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
種
と
プ
ラ
ト
ン
的
質
料
と
の
間
に
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
い
わ
ゆ

る
『
自
由
論
』
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ン
解
釈
が
介
在
し
て
い
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
が
こ
の
書
に
お
い
て
「
プ
ラ
ト
ン
の
質
料
」（die M

aterie 
des Platon

）と
同
じ
も
の
と
み
な
す「
波
立
ち
沸
き
か
え
る
海
原
」（ein w

ogend w
allend M

eer

）は（
9
）、「
神
に
お
け
る
自
然
」（N

atur 
in G

ott

）
あ
る
い
は
神
の
実
存
の
「
根
底
」（G

rund

）
の
比
喩
的
表
現
で
あ
る
が
、田
辺
が
「
西
田
先
生
の
教
を
仰
ぐ
」（
一
九
三
〇
年
）

で
西
田
の
「
絶
対
無
の
自
覚
」
に
対
し
て
語
っ
た
「
否
定
原
理
」「
闇
の
原
理
」
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
こ
の
概
念
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

田
辺
の
種
と
い
う
発
想
は
、
も
っ
と
も
広
く
捉
え
る
な
ら
ば
こ
の
概
念
に
由
来
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る（
10
）。
し
た
が
っ
て
、
直

接
は
テ
ン
ソ
ル
の
力
学
的
構
造
を
指
し
な
が
ら
、「
シ
ェ
リ
ン
グ
が
『
人
間
的
自
由
の
本
質
に
就
い
て
』
の
論
文
に
於
て
、
プ
ラ
ト
ン
の

テ
ィ
マ
イ
オ
ス
篇
の
質
料
を
狂
瀾
怒
濤
の
大
海
に
比
し
た
其
比
喩
の
正
確
な
る
意
味
は
、
此
の
如
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
六
・

三
二
一
）
と
語
ら
れ
る
場
合
に
は
、
種
の
自
己
否
定
性
こ
そ
こ
れ
ま
で
比
喩
的
に
問
題
に
し
て
き
た
プ
ラ
ト
ン
の
質
料
の
あ
り
方
に
明
確

な
論
理
的
規
定
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
確
信
が
、
田
辺
に
は
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
「
動
的
緊
張
」、
な
い

し
は
「
動
的
均
衡
」（
六
・
三
五
六
）
と
し
て
の
大
海
と
い
う
場
の
構
造
は
、
最
晩
年
の
『
マ
ラ
ル
メ
覚
書
』（
一
九
六
一
年
）
ま
で
維
持



九
一

種
の
自
己
否
定
性
と
「
切
断
」
の
概
念
〔
竹
花
〕

さ
れ
る（
11
）。

　

そ
し
て
同
時
に
留
意
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、「
種
の
論
理
」
の
時
期
に
限
っ
て
言
う
な
ら
ば
、
田
辺
の
質
料
概
念
の
理
解
に
は
揺
れ
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
田
辺
は
「
種
の
論
理
」
を
提
唱
し
た
当
初
か
ら
、
種
の
問
題
と
古
代
哲
学
の
質
料
概
念
と
を
重
ね
合
わ
せ
て

理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
（
六
・
一
〇
四
―
一
一
二
）。
た
だ
そ
の
際
は
、
必
ず
し
も
種
と
プ
ラ
ト
ン
的
質
料
と
が
明
確
な
連
関
に
お
い
て

考
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
時
期
の
田
辺
は
プ
ラ
ト
ン
よ
り
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
を
評
価
し
て
い
る
。
例

え
ば
、「
種
の
論
理
」
の
第
三
論
文
「
存
在
論
の
第
三
段
階
」（
一
九
三
五
年
十
一
月
）
の
中
で
、「
有
機
的
存
在
を
重
視
す
る
こ
と
が
、

彼
〔
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
〕
に
於
て
創
始
的
な
る
意
味
を
有
す
る
」
と
し
た
直
後
に
、「
種
的
基
体
の
概
念
を
こ
こ
に
由
来
せ
し
め
て
も
大

過
あ
る
ま
い
」（
六
・
二
七
三
）
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
基
体
を
質
料
と
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
、「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
質
料
は

プ
ラ
ト
ン
の
場
所
の
如
く
物
か
ら
引
き
離
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
物
の
存
在
に
入
り
込
み
之
を
成
立
せ
し
め
る
契
機
」
で
あ
り
、「
そ

れ
は
物
が
そ
れ
に
於
て
其
形
相
を
実
現
す
る
媒
質
で
あ
り
、其
上
に
物
の
生
滅
変
化
が
成
立
つ
基
体
で
あ
る
」（
同
）
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

　

種
の
自
己
否
定
性
と
い
う
発
想
の
登
場
と
、
そ
れ
に
対
応
さ
せ
ら
れ
る
質
料
概
念
の
内
実
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
プ
ラ
ト
ン
へ
と
転

換
し
た
こ
と
は
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
主
体
と
し
て
の
個
に
対
す
る
基
体
が
種
で
あ
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
「
種
の
論
理
」
を
貫
く
主
張
で

あ
る
。
た
だ
し
、
初
期
の
「
種
の
論
理
」
に
お
い
て
は
、
上
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
理
解
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
種
的
基
体
は
、
個
が
実

現
す
る
非
連
続
性
の
媒
体
と
な
る
よ
う
な
連
続
性
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
。「
既
に
非
連
続
と
い
う
こ
と
が
連
続
的
な
る
媒
介
の
上
で

い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
全
く
無
媒
介
な
る
も
の
は
非
連
続
と
い
う
こ
と
も
出
来
ぬ
」（
六
・
一
九
二
）
と
い
う
言
葉
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
よ

う
に
、種
的
基
体
の
連
続
的
な
性
格
は
、西
田
の
「
非
連
続
の
連
続
」
と
い
う
概
念
に
対
す
る
批
判
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
種

の
論
理
」
の
修
正
を
経
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
否
定
性
を
幾
重
に
も
内
包
し
た
種
の
構
造
は
、
そ
れ
ま
で
の
単
な
る
連
続
的
な
媒
質
あ
る
い

は
「
一
次
元
的
統
一
」（
六
・
一
〇
九
）
に
も
は
や
対
応
す
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
田
辺
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
託
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そ
う
と
し
た
質
料
理
解
か
ら
離
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
の
離
脱
が
同
時
に
プ
ラ
ト
ン
へ
の
接
近
で
あ
り
え

た
の
は
、プ
ラ
ト
ン
の
質
料
が
「
不
定
の
二
」（άόριστος δυάς

）
と
い
う
構
造
を
備
え
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
「
不

定
の
二
」
こ
そ
、
種
の
自
己
否
定
性
と
「
切
断
」
の
概
念
を
橋
渡
し
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

　

そ
も
そ
も
質
料
（ὕλη

）
と
い
う
言
葉
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
は
じ
め
て
哲
学
的
概
念
と
し
て
用
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
プ
ラ
ト
ン

の
思
想
を
質
料
と
い
う
概
念
枠
を
通
し
て
と
ら
え
る
こ
と
自
身
が
問
題
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
田
辺
は
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
「
コ
ー
ラ
」、

『
ピ
レ
ボ
ス
』
に
お
け
る
「
大
–
小
」「
超
過
不
足
」
さ
ら
に
『
ソ
ピ
ス
テ
ス
』
に
お
け
る
「
非
有
」（
あ
ら
ぬ
も
の
）
を
全
て
質
料
と
し

て
把
握
す
る
が
、
こ
の
理
解
の
妥
当
性
に
つ
い
て
も
詳
細
な
検
討
が
必
要
で
あ
る（
12
）。
田
辺
の
プ
ラ
ト
ン
理
解
の
妥
当
性
を
精
査
す
る

こ
と
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
プ
ラ
ト
ン
の
質
料
と
種
概
念
と
の
内
面
的
な
つ
な
が
り
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
こ
こ
で
の
目
的
で
あ
る
の

で
、
こ
う
し
た
問
題
を
扱
う
こ
と
は
差
し
当
た
り
控
え
て
議
論
を
進
め
て
い
こ
う
。
今
挙
げ
た
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
三
つ
の
質
料
概
念
の

中
で
、「
不
定
の
二
」
に
か
か
わ
る
の
は
『
ピ
レ
ボ
ス
』
で
述
べ
ら
れ
る
「
大
–
小
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

プ
ラ
ト
ン
は
こ
の
対
話
編
の
中
で
存
在
す
る
も
の
を
四
つ
の
類
に
分
け
て
捉
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、（
一
）「
無
限
」（
二
）「
限
度
」

（
三
）「
そ
れ
ら
か
ら
混
合
さ
れ
て
生
成
し
た
存
在
」（
四
）「
混
合
と
生
成
の
原
因
」
の
四
つ
で
あ
る（
13
）。「
大
–
小
」
は
第
一
類
の
「
無

限
」
の
あ
り
方
と
し
て
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、プ
ラ
ト
ン
に
よ
れ
ば
「
無
限
な
る
も
の
」
に
お
い
て
は
何
ら
か
の
「
限
度
」

と
い
う
も
の
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、「
い
つ
だ
っ
て
、『
も
っ
と
熱
い
』
の
中
に
も
、『
も
っ
と
冷
た
い
』
の
中
に
も
、『
も
っ
と
（
多

く
）、
も
っ
と
（
少
な
く
）』
が
内
在
し
て
い
る
」（
14
）。
こ
こ
で
「
も
っ
と
（
多
く
）、
も
っ
と
（
少
な
く
）」（τὸ μᾶλλον καὶ ἧττον

）
と

言
わ
れ
て
い
る
の
が
、
田
辺
が
「
大
–
小
」
あ
る
い
は
「
超
過
不
足
」
と
い
う
場
合
に
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
「
も
っ
と
（
多
く
）、
も
っ
と
（
少
な
く
）」
を
「
大
–
小
」
と
捉
え
か
え
し
、
そ
れ
に
「
不
定
の
二
」
と
い
う
呼
称
を

与
え
た
の
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
あ
る
。
彼
は
『
形
而
上
学
』
に
お
い
て
、
質
料
と
し
て
の
「
大
–
小
」
と
形
相
と
し
て
の
「
一
」
を
プ
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ラ
ト
ン
は
存
在
の
原
理
と
し
て
考
え
た
と
し
た
上
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ピ
タ
ゴ
タ
ス
学
派
と
プ
ラ
ト
ン
は
数
を

あ
ら
ゆ
る
も
の
の
構
成
要
素
で
あ
る
と
し
て
い
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
が
、「
か
れ
ら
〔
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
徒
〕
が
無
限
な
も
の
を
『
一
』

で
あ
る
の
と
し
た
の
に
反
し
か
れ
〔
プ
ラ
ト
ン
〕
は
『
二
』
を
た
て
て
、
無
限
な
も
の
は
こ
の
『
大
と
小
と
』（τὸ μέγα καὶ τὸ μικρὸν

）

か
ら
成
る
と
し
た
、こ
の
点
は
か
れ
独
特
で
あ
る
」（
15
）。
こ
の
よ
う
な
形
相
と
し
て
の
「
一
」
と
区
別
さ
れ
た
質
料
と
し
て
の
「
大
–
小
」

と
い
う
「
二
」
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
「
不
定
の
二
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
こ
の
「
一
」
と
「
不

定
の
二
」
と
い
う
二
つ
の
原
理
に
よ
っ
て
数
が
成
り
立
つ
と
す
る
の
が
プ
ラ
ト
ン
の
説
で
あ
る
と
考
え
る（
16
）。
こ
う
し
た
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
説
と
こ
れ
に
依
拠
す
る
解
釈
者
の
理
解
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
田
辺
は
外
に
も
内
に
も
限
界
や
境
界
を
形
成
す
る
こ
と
な
く
無

限
に
広
が
る
種
の
自
己
否
定
性
に
、
こ
の
プ
ラ
ト
ン
の
「
不
定
の
二
」
と
の
構
造
的
な
類
似
性
を
見
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
田
辺
の
次
の

説
明
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

プ
ラ
ト
ン
の
後
期
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
に
於
け
る
質
量
の
『
大
–
小
』『
不
定
の
二
』
と
は
、
斯
か
る
反
対
の
間
に
動
揺
す
る

対
立
性
の
場
面
を
意
味
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
場
所
で
あ
り
な
が
ら
反
対
方
向
へ
の
分
極
性
を
含
み
、
対
立
間
の
緊

張
動
揺
に
震
う
場
所
で
あ
る
（
五
・
二
九
六
―
二
九
七
）。

四
．「
不
定
の
二
」
と
デ
デ
キ
ン
ト
の
「
切
断
」

　

そ
れ
で
は
、な
ぜ
こ
の「
不
定
の
二
」と
い
う
概
念
が
種
の
自
己
否
定
性
と「
切
断
」と
を
結
び
つ
け
る
触
媒
の
役
割
を
果
た
し
う
る
の
か
。

そ
れ
は
、「
不
定
の
二
」
と
し
て
の
質
料
あ
る
い
は
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
数
論
の
理
解
の
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
「
切
断
」
概
念
を
用
い
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る
解
釈
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
提
示
し
た
の
が
テ
イ
ラ
ー（A

lfred Edw
ard Taylor, 1869

–1945

）で
あ
る（
17
）。

田
辺
が
テ
イ
ラ
ー
の
説
に
プ
ラ
ト
ン
の
質
料
つ
ま
り
「
不
定
の
二
」
と
「
切
断
」
と
の
接
点
を
み
て
い
る
こ
と
は
、
次
の
文
章
か
ら
知
ら

れ
る
。

　

質
料
の
自
己
否
定
的
動
揺
が
斯
か
る
否
定
の
『
二
』
と
し
て
規
定
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
当
然
そ
れ
が
右
に
述
べ
た
﹇
直
前
に
述
べ

ら
れ
た
田
辺
の
連
続
論
の
考
察
を
指
す
﹈
有
理
数
系
列
の
切
断
を
規
定
す
る
超
過
不
足
の
両
方
向
の
自
己
否
定
的
合
一
を
想
わ
し
め

る
こ
と
、テ
イ
ラ
ー
の
説
を
俟
た
な
い
。
寧
ろ
氏
が
採
る
デ
デ
キ
ン
ト
の
古
典
的
見
地
に
拠
る
切
断
の
非
弁
証
法
的
な
る
に
比
し
て
、

プ
ラ
ト
ン
の
質
料
は
一
層
よ
く
右
に
述
べ
た
よ
う
な
弁
証
法
的
見
地
に
適
合
す
る
の
で
あ
る
（
六
・
三
三
七
）。

　

一
般
に
、
す
べ
て
の
数
を
下
組
と
上
組
と
に
分
け
、
下
組
に
属
す
る
数
が
上
組
に
属
す
る
ど
の
数
よ
り
も
小
さ
く
な
る
よ
う
に
す
る
と

き
、こ
の
よ
う
な
分
割
が「
切
断
」（Schnitt

）と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
組
分
け
を
直
線
上
の
点
に
対
応
さ
せ
た
際
に
、「
切
断
」に
よ
っ

て
境
界
と
な
る
よ
う
な
点
が
た
だ
一
点
だ
け
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
連
続
性
の
本
質
と
デ
デ
キ
ン
ト
は
捉
え
る
。
別
の
言
い
方
を
す

れ
ば
、
直
線
を
切
っ
た
場
合
に
そ
の
切
り
口
は
必
ず
下
組
か
上
組
の
ど
ち
ら
か
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
連
続
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る（
18
）。
今
仮
に
有
理
数
の
全
体
だ
け
で
数
の
体
系
が
完
成
す
る
と
想
定
し
て
み
る
。
も
し
こ
の
仮
定
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、

「
切
断
」
に
よ
っ
て
常
に
何
か
ら
の
有
理
数
の
一
点
が
直
線
上
に
定
ま
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
切
り
口
は
い
ず
れ
か
の
組
に
必
ず
含

ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
切
断
に
よ
る
組
分
け
の
中
に
境
と
な
る
点
が
一
点
に
定
ま
ら
な
い
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
有
理
数
で
は
な
い
数
の
存
在
を
示
す
こ
と
に
な
る
（
無
理
数
の
存
在
を
あ
ら
か
じ
め
前
提
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
実
際
に
は
例
え
ば

√3
に
ど
こ
ま
で
も
近
い
有
理
数
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
切
り
口
の
存
在
し
な
い
「
切
断
」
が
起
こ
っ
て
し
ま
う
こ
と
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に
な
る
。
つ
ま
り
、
下
組
に
は
最
大
値
は
な
く
、
上
組
に
は
最
小
値
が
な
い
よ
う
な
「
切
断
」
が
生
じ
る
）。
す
な
わ
ち
、
そ
の
数
が
無

理
数
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
無
理
数
が
定
義
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
数
の
連
続
性
が
理
解
さ
れ
る
。
こ
れ
が
デ
デ
キ
ン
ト
の
発

想
の
要
旨
で
あ
る（
19
）。田
辺
は
こ
う
し
た「
切
断
」の
意
味
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る（『
岩
波
哲
学
辞
典
』（
一
九
二
二
年
で
の
記
述
）。

　

今
直
線
上
の
凡
て
の
点
を
二
群
に
分
ち
第
一
群
に
属
す
る
如
何
な
る
点
も
第
二
群
に
属
す
る
凡
て
の
点
の
左
に
あ
る
如
く
に
す
る

な
ら
ば
、
斯
か
る
分
ち
を
切
断
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
斯
様
な
切
断
の
如
何
な
る
も
の
に
対
し
て
も
之
を
生
ず
る
点
は
一
つ
、
而
も

唯
一
つ
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
直
線
の
点
連
続
体
な
る
こ
と
を
表
わ
す
。
次
に
凡
て
の
有
理
数
を
二
群
に
分
ち
第
一
群
の
如
何
な

る
数
も
第
二
群
の
凡
て
の
数
よ
り
小
な
ら
し
む
る
如
き
分
ち
即
ち
切
断
を
生
ず
る
数
が
、
常
に
唯
一
つ
存
在
す
る
為
に
は
、
吾
人
は

有
理
数
の
外
に
無
理
数
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
（
十
五
・
四
四
七
）。

　

テ
イ
ラ
ー
の
解
釈
の
特
徴
は
、
こ
の
よ
う
な
切
断
に
よ
る
実
数
の
定
義
を
無
理
数
が
連
分
数
の
か
た
ち
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
結
び
つ

け
て
捉
え
よ
う
と
す
る
点
に
あ
る
（
た
だ
し
、
テ
イ
ラ
ー
は
デ
デ
キ
ン
ト
の
名
前
を
直
接
挙
げ
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
）。
テ
イ
ラ
ー
は

こ
の
こ
と
を
√2
（
＝1.41421

…
）
の
連
分
数
を
例
に
と
っ
て
説
明
す
る（
20
）。
こ
の
連
分
数
の
展
開
に
お
い
て
次
々
に
現
わ
れ
て
く
る

分
数
を
順
番
に
計
算
す
れ
ば
、1, 3/2

（=1.5

）, 7/5

（=1.4

）, 17/12
（=1.41666

…
）, 41/29

（=1.41379

…
）, 99/70 （=1.41428

…
） 

… 

と
な
る
。
テ
イ
ラ
ー
が
注
目
し
た
の
は
、
こ
こ
で
現
わ
れ
る
各
項
が
、
交
互
に
√2
よ
り
小
さ
く
な
っ
た
り
√2
よ
り
大
き
く
な
っ
た
り

し
な
が
ら
、
限
り
な
く
√2
に
近
づ
い
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
テ
イ
ラ
ー
は
プ
ラ
ト
ン
の
「
大
–
小
」
つ
ま
り
「
不
定
の
二
」
と
解

釈
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
テ
イ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
√2
の
連
分
数
展
開
に
お
い
て
現
わ
れ
る
全
て
の
分
数
は
、
そ
の
平
方
が
二
よ
り
も

小
さ
い
組
（class

）
と
、
そ
の
平
方
が
二
よ
り
も
大
き
い
組
と
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
の
時
、
現
わ
れ
て
く
る
い
ず
れ
の
項
も
、
必
ず
こ
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の
い
ず
れ
か
の
組
に
属
し
て
い
る
が
、
前
者
の
組
に
は
最
大
の
項
は
な
く
、
後
者
の
組
に
は
最
小
の
項
は
な
い（
21
）。
テ
イ
ラ
ー
は
こ
の

よ
う
に
考
え
、
二
つ
の
組
の
「
分
割
」（section

）
が
無
理
数
√2
を
定
義
す
る
と
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

こ
の
分
割
は
『
二
』
あ
る
い
は
『
大
と
小
』
を
含
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
特
定
の
値
よ
り
も
少
な
い
全
て
の
項
を
有
す
る
集
合
と

特
定
の
値
よ
り
も
大
き
い
全
て
の
項
を
有
す
る
集
合
と
の
二
つ
の
集
合
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
も
こ
の
『
二
』
は
、
一
方
の
集
合
は

最
大
の
項
を
も
た
ず
他
方
の
集
合
は
最
小
の
項
を
も
た
な
い
と
い
う
理
由
で
『
不
定
』
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
分
割
が
『
一
』
に
よ
っ

て
分
数
の
『
大
–
小
』
を
規
定
す
る
こ
と
で
あ
る
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
分
割
が
な
さ
れ
る
ま
さ
に
そ
の
と
こ
ろ
で
そ
れ
が
明
確
な

『
切
断
』（cut

）
を
な
す
か
ら
で
あ
る
。
他
の
切
断
は
系
列
の
他
の
と
こ
ろ
で
な
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
、そ
の
各
々
が
異
な
っ
た
『
実

数
』
を
定
義
す
る
こ
と
に
な
る（
22
）。

　

五
．「
個
体
化
の
原
理
」
と
し
て
の
「
切
断
」

　

歴
史
的
に
様
々
な
解
釈
を
呼
び
起
こ
し
て
き
た
プ
ラ
ト
ン
の
「
不
定
の
二
」、
あ
る
い
は
彼
の
イ
デ
ア
数
論
の
理
解
と
し
て
、
こ
の
よ

う
な
テ
イ
ラ
ー
の
解
釈
が
妥
当
な
も
の
な
の
か
ど
う
か
を
こ
こ
で
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い（
23
）。
実
を
い
え
ば
、
こ
の
解
釈
を
取
り

上
げ
る
田
辺
自
身
も
、「
数
学
ト
哲
学
ト
ノ
関
係
」（
一
九
三
四
年
五
月
）
に
お
い
て
は
、
近
代
数
学
の
概
念
を
も
っ
て
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ

ア
数
論
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
テ
イ
ラ
ー
の
立
場
を
、「
ソ
ノ
〔
プ
ラ
ト
ン
〕
い
で
や
数
論
ヲ
以
テ
で
で
き
ん
と
ノ
切
断
説
ニ
比
ス
ベ
キ

モ
ノ
ト
ス
ル
ノ
不
可
ナ
ル
ハ
、
イ
ウ
マ
デ
モ
ナ
イ
」（
五
・
二
八
）
と
否
定
的
に
評
価
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、「
古
代
哲
学
の
質
料
概
念

と
現
代
物
理
学
」（
一
九
三
五
年
十
〇
月
）
に
お
い
て
は
、
テ
イ
ラ
ー
と
テ
プ
リ
ッ
ツ
（O

tto Toeplitz, 1881

–1940

）
と
を
比
較
し
な
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が
ら
、
プ
ラ
ト
ン
の
「
一
」
を
近
代
数
学
の
「
切
断
」
の
概
念
を
も
っ
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
前
者
の
説
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
歴
史

的
に
「
一
」
を
比
の
概
念
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
後
者
の
説
に
軍
配
を
上
げ
て
い
る
（
五
・
二
九
六
）（
24
）。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上

の
引
用
で
確
認
し
た
よ
う
に
、「
論
理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」（
一
九
三
六
年
十
〇
–
十
二
月
）
に
お
い
て
、
田
辺
は
テ
イ
ラ
ー
を
引
き

合
い
に
出
し
な
が
ら
、「
一
」
と
「
不
定
の
二
」
を
め
ぐ
る
問
題
が
、「
切
断
」
概
念
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
理
解
を
当
然
の
前
提
で
あ
る

か
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
こ
の
態
度
変
更
の
間
に
存
在
す
る
田
辺
の
思
想
上
の
変
化
と
は
、
種
を
自
己
否
定
的
な
も
の
と
し
て
新
た

に
捉
え
直
し
た
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に（
25
）、
田
辺
の
デ
デ
キ
ン
ト
の
「
切
断
」
概
念
そ
れ
自
体
へ

の
注
目
あ
る
い
は
評
価
は
、
一
九
二
二
年
に
発
表
さ
れ
た
「
実
在
の
無
限
連
続
性
」
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る（
26
）。
し
か
し

な
が
ら
、「
切
断
」
の
問
題
が
数
学
論
の
文
脈
で
語
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
田
辺
が
そ
の
都
度
取
り
組
ん
で
い
た
哲
学
的
な

課
題
に
そ
れ
が
密
接
に
か
か
わ
る
と
い
う
事
態
は
、「
種
」
概
念
の
修
正
が
行
わ
れ
た
こ
の
「
論
理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」
に
お
い
て
、

は
じ
め
て
生
じ
た
と
い
え
る（
27
）。
田
辺
自
身
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
（
六
・
三
三
一
）、「
種
の
論
理
」
は
そ
の
提
唱
当
初
か
ら
、
数
学
に

お
け
る
連
続
の
問
題
を
発
想
の
源
泉
と
し
て
き
た
が
、管
見
に
よ
れ
ば
、こ
れ
以
前
の
「
種
の
論
理
」
の
諸
論
考
に
お
い
て
田
辺
が
「
切
断
」

を
自
説
に
結
び
付
け
て
い
る
箇
所
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
仮
に
こ
れ
以
前
に
「
切
断
」
が
田
辺
の
思
想
の
核
心
部
分
に
結
び

つ
く
も
の
と
解
釈
さ
れ
う
る
と
し
て
も
、「
切
断
」
の
問
題
が
プ
ラ
ト
ン
の
質
料
の
概
念
を
介
し
て
種
の
問
題
と
結
合
し
た
の
は
、
こ
の

時
期
以
降
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
の
田
辺
の
「
切
断
」
概
念
が
、
常
に
種
な
い
し
は
プ
ラ
ト
ン
の
質
料
と
並
べ
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
を
考
慮

す
る
な
ら
ば（
28
）、
こ
の
「
論
理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」
で
説
か
れ
る
種
の
自
己
否
定
性
が
、「
切
断
」
の
問
題
を
田
辺
の
思
想
の
中
心

部
に
押
し
あ
げ
た
決
定
的
な
要
因
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
「
切
断
」
が
自
己
否
定
的

な
種
と
の
関
係
で
「
個
体
化
の
原
理
」
の
意
味
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、こ
う
し
た
事
情
の
思
想
的
背
景
で
あ
る
。
で
は
、「
切
断
」

が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
「
個
体
化
の
原
理
」
と
な
り
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
、以
下
、検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。「
切
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断
」
に
関
し
て
田
辺
の
考
え
が
集
約
的
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
以
下
の
箇
所
で
あ
る
。

　

無
理
数
の
切
断
は
固
定
せ
ら
れ
た
直
接
存
在
で
な
く
し
て
、
自
己
否
定
的
な
る
種
の
矛
盾
的
に
対
立
す
る
二
つ
の
契
機
と
し
て
の

有
理
数
の
反
対
方
向
を
も
つ
系
列
を
交
互
否
定
の
無
の
底
か
ら
行
為
に
於
て
有
に
転
じ
、
絶
対
否
定
の
肯
定
に
統
一
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
交
互
的
に
否
定
し
合
う
絶
対
的
に
対
立
す
る
も
の
の
統
一
と
し
て
、
連
続
の
要
素
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
対
立
を
統

一
す
る
原
理
は
絶
対
否
定
的
統
一
性
で
あ
る
か
ら
、
反
対
の
間
を
張
渡
す
基
体
と
し
て
の
種
は
そ
れ
に
於
て
一
た
び
絶
対
に
否
定
せ

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
絶
対
否
定
の
底
か
ら
肯
定
的
な
る
統
一
が
行
為
的
に
は
た
ら
き
出
す
の
が
個
の
切
断
に
外
な
ら
な
い
。
基

体
の
否
定
の
底
か
ら
主
体
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
基
体
即
主
体
と
は
此
転
換
を
謂
う
（
六
・
三
四
六
）。

　

こ
の
田
辺
の
言
葉
か
ら
、
有
理
数
が
基
体
と
し
て
の
種
に
、
そ
し
て
無
理
数
が
主
体
と
し
て
の
個
に
対
応
す
る
も
の
と
想
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、「
切
断
」
が
個
体
の
行
為
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
は
っ
き
り
と
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
文
章
は
「
論
理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」
の
中
で
、は
じ
め
て
「
切
断
」
の
概
念
を
自
ら
の
立
場
に
引
き
寄
せ
て
用
い
た
箇
所
で
あ
り
、

そ
し
て
お
そ
ら
く
は
、「
切
断
」
が
個
体
の
行
為
に
比
さ
れ
る
最
初
の
地
点
で
あ
る
。「
切
断
と
は
行
為
の
立
場
で
あ
る
」（
九
・
四
五
〇
）

と
い
う
後
の
田
辺
哲
学
の
主
要
テ
ー
ゼ
が
語
り
だ
さ
れ
て
く
る
現
場
が
、
ま
さ
に
こ
こ
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
も
し
こ
の
田
辺
の
文
章

を
そ
れ
だ
け
で
読
む
な
ら
ば
、
な
ぜ
「
切
断
」
の
媒
体
と
し
て
の
種
が
「
矛
盾
的
に
対
立
す
る
二
つ
の
契
機
と
し
て
の
有
理
数
の
反
対
方

向
を
も
つ
系
列
」、
あ
る
い
は
「
反
対
の
間
を
張
渡
す
基
体
」
と
し
て
描
き
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
点
が
、
十
分
に
理
解
さ

れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、デ
デ
キ
ン
ト
の
い
う「
切
断
」と
は
差
し
当
た
り
単
な
る
数
の
組
分
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

た
と
え
種
が
有
理
数
に
相
当
す
る
も
の
だ
と
し
て
も
、デ
デ
キ
ン
ト
議
論
そ
れ
自
体
か
ら
、「
切
断
」の
前
提
と
し
て
の〈
有
理
数
＝
種
〉が
、
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相
互
に
矛
盾
し
合
う
「
反
対
方
向
を
も
つ
系
列
」
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
引
き
出
さ
れ
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
え
な
い
。
す
で
に
見
た
よ

う
に
、そ
の
必
然
性
は
「
切
断
」
概
念
が
プ
ラ
ト
ン
の
質
料
の
問
題
を
く
ぐ
り
抜
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
こ
こ
で
の
田
辺
の
主
張
を
実
数
の
連
続
性
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
示
す
と
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
ろ

う
。す
な
わ
ち
、「
切
断
」に
よ
っ
て
無
理
数
が
た
だ
一
つ
に
定
ま
る
こ
と
が
個
体
の
形
成
に
あ
た
り
、し
か
も
そ
う
し
た
無
理
数
の
創
造
は
、

同
時
に
実
数
の
連
続
性
が
確
証
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
個
体
形
成
は
直
ち
に
そ
の
ま
ま
種
的
な
全
体
性
（
有
理
数
の
全
体
）
と
は
区

別
さ
れ
た
、
類
的
な
全
体
性
の
出
現
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
「
種
の
論
理
」
に
お
い
て
は
必
ず

し
も
明
確
に
主
張
さ
れ
え
な
か
っ
た
、
個
の
可
能
性
が
同
時
に
類
の
可
能
性
で
も
あ
る
と
い
う
構
造
が
、
ま
さ
に
こ
こ
で
保
証
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
両
者
の
結
合
可
能
性
を
媒
介
し
て
い
る
も
の
は
あ
く
ま
で
も
種
で
あ
る
。
田
辺
哲
学
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

と
し
て
の
「
切
断
」
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
に
先
立
っ
て
、
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
種
を
田
辺
の
連
続
性
理
解
と
の
関
係
で
捉
え
る
こ

と
で
、
ま
ず
は
田
辺
が
種
の
自
己
否
定
性
に
込
め
た
真
意
に
迫
っ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
「
如
何
に
一
般
者
を
特
殊
化
し
て
も
そ
の
特
殊
自
身
依
然
と
し
て
一
般
者
た
る
限
り
個
体
に
は
達
せ
ら
れ
な
い
」（
六
・
三
〇
八
）
と
言

わ
れ
る
よ
う
に
、
個
体
が
種
の
無
限
分
割
の
先
端
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
田
辺
は
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
を
連
続
の
問
題
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
直
線
が
ど
こ
ま
で
も
分
割
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
連
続
の
本
質
で
は
あ
り
え
な
い
（
つ
ま
り
、

そ
れ
だ
け
で
は
決
し
て
無
理
数
に
到
達
し
な
い
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、『
零
の
発
見
』
に
お
け
る
吉
田
洋
一
の

説
明
を
借
り
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

直
線
が
連
続
体
を
形
づ
く
る
と
い
う
の
は
い
か
な
る
意
味
で
あ
る
か
を
考
え
て
み
る
。
と
も
す
れ
ば
、
人
は
こ
れ
を
『
直
前
上
の

い
か
に
近
い
二
点
を
と
っ
て
も
、
そ
の
間
に
か
な
ら
ず
直
線
上
の
他
の
点
が
存
在
す
る
』
と
い
う
意
味
に
解
し
が
ち
で
あ
る
が
、
こ
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れ
だ
け
で
は
連
続
性
の
本
質
は
決
し
て
表
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
、
ま
ず
、
注
意
す
る
。
実
際
こ
れ
だ
け
の
性
質
な
ら
ば
、
い
ま
説

明
し
た
有
理
点
全
体
だ
け
で
、
す
で
に
そ
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る（
29
）。

　

し
か
し
な
が
ら
他
面
に
お
い
て
、
無
限
可
分
性
と
い
う
こ
と
が
連
続
性
の
本
質
そ
の
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
連
続
は
差
し
当
た
り

0

0

0

0

0

ど
こ
ま
で
も
分
割
可
能
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
無
理
数
の
創
出
な
ど
意
味
を
も
た
な
い
。
田
辺
の
言
葉

で
あ
え
て
表
現
す
る
な
ら
ば
、
連
続
の
無
限
可
分
性
と
は
、
真
の
連
続
性
の
「
否
定
的
な
媒
介
」
な
の
で
あ
る
。
田
辺
の
種
の
自
己
否
定

性
と
い
う
議
論
は
、
連
続
が
無
限
に
分
割
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
が
そ
も
そ
も
い
か
な
る
根
拠
に
基
づ
く
も
の
な
の
か

を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
次
の
「
種
の
論
理
の
意
味
を
明
に
す
」（
一
九
三
七
年
十
〇
―
十
二
月
）
で
の
言
葉
か
ら
も
知
ら
れ
る

よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
「
種
の
無
限
可
分
性
の
根
拠
」（
六
・
三
一
五
）
が
す
で
に
論
じ
た
「
二
重
の
対
立
性
」
に
由
来
す
る
自
己
否
定
性

に
他
な
ら
な
い
。

　

無
限
可
分
と
い
う
も
、
我
々
が
勝
手
に
幾
ら
か
で
も
連
続
を
分
割
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
こ
と
は
、
改
め
て

い
う
必
要
は
無
か
ろ
う
。
連
続
自
身
が
無
限
の
分
裂
で
あ
り
、
如
何
な
る
部
分
も
連
続
と
し
て
全
体
性
を
も
ち
、
統
一
が
随
所
に
要

素
と
し
て
無
限
に
重
畳
す
る
か
ら
こ
そ
、
無
限
分
割
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
種
の
絶
対
分
裂
に
基
づ
く
も
の
に
外
な
ら

な
い
（
六
・
五
〇
〇
）。

　

こ
こ
で
、
重
要
な
の
は
次
の
点
で
あ
る
。
実
数
の
連
続
性
が
無
理
数
の
創
出
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
有
理
数

全
体
に
比
さ
れ
る
種
の
連
続
性
は
連
続
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
実
は
い
ま
だ
連
続
的
で
は
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



一
〇
一

種
の
自
己
否
定
性
と
「
切
断
」
の
概
念
〔
竹
花
〕

し
た
が
っ
て
、
種
は
真
の
連
続
性
、
つ
ま
り
類
的
な
全
体
性
が
成
立
す
る
た
め
の
媒
介
で
あ
り
な
が
ら
、
後
者
が
成
立
し
た
時
点
か
ら
振

り
返
る
な
ら
ば
、
そ
れ
自
体
は
仮
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
全
体
性
で
あ
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
種
は
仮

構
的
な
全
体
性
な
の
で
あ
る
。「
種
に
於
け
る
自
己
否
定
の
為
に
種
が
プ
ラ
ト
ン
の
質
料
の
非
有
と
呼
ば
れ
た
意
味
に
於
て
非
有
」（
六
・

三
二
三
）
と
い
う
性
質
を
も
つ
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
田
辺
は
種
を
「
非
有
」
と
し
て
特
徴
づ
け
て
い
る
が
、
連
続
の
問
題
と
の
関
係
で

い
え
ば
、
種
は
仮
構
的
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
「
あ
ら
ぬ
も
の
」
で
あ
る
。
物
理
学
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
関
す
る
文
脈
で
、
田
辺
が
種
を

特
徴
づ
け
る
た
め
に
用
い
た
概
念
を
持
ち
出
す
な
ら
は
、
種
は
「
仮
想
的
〔virtuel

〕」（
六
・
三
一
六
）
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

種
は
生
と
し
て
個
の
「
母
体
」
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
個
に
と
っ
て
全
体
性
と
い
う
意
味
を
担
う
。
し
か
し
、
こ
の
直
接
的
な
全
体
性

が
、
国
家
の
理
念
に
相
当
す
る
普
遍
的
な
共
同
性
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
田
辺
は
考
え
る
。
そ
し
て
、
当
初
の

生
の
全
体
性
が
、実
は
、特
殊
的
な
も
の
つ
ま
り
種
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
個
体
の
働
き
に
よ
っ
て
示
す
と
い
う
の
が
、田
辺
の
「
社

会
存
在
の
論
理
」
の
一
貫
し
た
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
の
全
体
性
は
、
単
に
個
の
行
為
に
よ
っ
て
そ
の
特
殊
性
が
あ
ら
わ
と
な
る
だ

け
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
の
構
造
性
に
お
い
て
も
、

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

単
な
る
直
接
的
な
全
体
性
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
性
質
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、
種
が
仮
構
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
概
念
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
が
種
の
自
己
否
定
性
で
あ
る
。

　

種
の
内
か
ら
個
と
い
う
次
元
が
立
ち
現
れ
て
く
る
仕
方
が
「
切
断
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
切
断
」

に
よ
る
無
理
数
の
構
成
（
個
）
が
、
同
時
に
実
数
の
連
続
性
（
類
）
を
可
能
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
個
は 

… 

否
定
を
媒

介
と
す
る
肯
定
と
し
て
恰
も
無
理
数
の
如
き
構
造
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
無
理
数
が
連
続
の
創
造
的
媒
質
を
代
表
す
る
行
為
的
要

素
な
る
如
く
、
要
素
に
し
て
全
体
を
代
表
し
、
其
自
身
創
造
的
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
六
・
三
七
〇
）
と
い
う
田
辺
の
次
の
発

言
か
ら
も
捉
え
ら
れ
る
。

　

田
辺
は
こ
う
し
た
「
切
断
」
の
あ
り
方
に
、
存
在
が
非
存
在
へ
と
、
そ
し
て
非
存
在
が
存
在
へ
と
相
互
に
移
行
す
る
転
換
の
働
き
を
捉
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え
よ
う
と
す
る
。
前
者
の
転
換
は
、
今
述
べ
た
種
の
全
体
性
が
「
仮
想
的
」
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
事
態
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
て
後
者
の
転
換
は
、個
が
分
割
、な
い
し
は
一
般
の
特
殊
化
と
い
う
仕
方
で
は
決
し
て
到
達
さ
れ
え
ず
、む
し
ろ
そ
の
前
提
と
な
っ

て
い
る
無
限
可
分
性
と
い
う
意
味
で
の
連
続
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
掴
ま
れ
う
る
と
い
う
逆
説
を
意
味
す
る
。
上
述

し
た
「
基
体
の
否
定
の
底
か
ら
主
体
が
生
ま
れ
る
」
と
い
う
「
転
換
」
の
具
体
相
と
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
同
時

に
そ
れ
は
、
連
続
性
を
断
ち
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
連
続
性
を
生
み
出
す
と
い
う
逆
説
で
も
あ
る
。
田
辺
の
用
語
に
従
え
ば
、「
非
連
続
の

連
続
〔
つ
ま
り
「
切
断
」
の
こ
と
〕
は
連
続
の
自
己
否
定
と
し
て
連
続
の
否
定
さ
れ
た
極
に
於
て
却
て
連
続
が
絶
対
否
定
的
に
成
立
す
る

転
換
媒
介
を
意
味
す
る
」（
六
・
三
四
七
）
の
で
あ
る
。
ま
た
、
後
の
表
現
を
用
い
れ
ば
、「
連
続
の
事
態
を
解
く
た
め
に
切
断
す
る
と
い

う
の
は
、
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
繋
ぐ
逆
説
に
外
な
ら
な
い
」（
十
三
・
三
四
五
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
「
切
断
」
の
概
念
に
込
め
ら
れ
た
転
換
性
こ
そ
、種
の
内
部
か
ら
個
体
が
生
成
す
る
こ
と
の
可
能
根
拠
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
お
い
て
、
存
在
が
種
的
で
あ
る
こ
と
の
本
質
要
件
た
る
自
己
否
定
性
と
は
全
く
異
質
な
否
定
性
、
つ
ま
り

自
己
の
無
が
自
己
の
存
在
回
復
で
あ
る
よ
う
な
事
態
が
、
現
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
田
辺
の
表
現
を
用
い
れ
ば
、
そ
れ
は
「
外
延
的

に
は
可
分
な
る
も
の
を
却
て
不
可
分
と
思
惟
せ
し
め
る
自
己
否
定
の
絶
対
否
定
的
肯
定
」（
六
・
三
三
五
）
の
原
理
で
あ
り
、
端
的
に
は
自

己
否
定
と
厳
密
に
区
別
さ
れ
る
絶
対
否
定
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
非
存
在
と
い
う
こ
と
が
あ
ら
わ
と
な
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
意
味
で

種
が
「
有
即
無
」（
六
・
三
二
五
）
と
い
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
個
は
「
無
即
有
」
と
し
て
、「
自
己
の
無
に
由
っ
て
却
て
自
己
の
有
に
達

せ
る
矛
盾
の
統
一
」（
六
・
三
二
三
）
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。「
個
体
化
の
原
理
が
、
自
己
の
直
接
な
る
本
質
を
否
定
し
て
而
も
依
然
た
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

自
己
で
あ
る
と
い
う
自
由
創
造
的
統
一
に
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
六
・
三
一
二
）
と
述
べ
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。

　
「
切
断
」
が
行
為
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
の
も
、
絶
対
否
定
性
と
し
て
表
現
さ
れ
る
転
換
の
働
き
の
ゆ
え
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
田
辺
は
数

学
上
の
「
切
断
」
と
い
う
概
念
に
、
何
も
の
か
を
断
ち
切
る
個
体
の
作
用
を
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
も



一
〇
三

種
の
自
己
否
定
性
と
「
切
断
」
の
概
念
〔
竹
花
〕

そ
も
田
辺
が
行
為
の
本
質
と
し
て
理
解
し
て
い
る
も
の
が
、「
切
断
」
に
示
さ
れ
る
転
換
構
造
と
同
一
性
を
も
つ
の
で
あ
っ
て（
30
）、
そ
の

逆
で
は
な
い
。
例
え
ば
、「
種
の
論
理
」
が
提
唱
さ
れ
る
直
前
に
書
か
れ
た
「
哲
学
へ
の
通
路
」（
一
九
三
三
年
）
と
い
う
小
論
に
お
い
て

は
、
こ
う
し
た
行
為
の
本
質
が
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　

自
由
が
存
在
に
随
順
し
存
在
の
内
に
死
す
る
自
己
否
定
活
動
は
、
自
由
を
否
定
す
る
こ
と
に
由
っ
て
自
由
を
肯
定
し
、
存
在
を
肯

定
す
る
こ
と
に
由
っ
て
存
在
を
否
定
す
る
。
此
否
定
的
転
換
の
結
果
自
由
と
存
在
と
の
単
な
る
対
立
は
止
揚
せ
ら
れ
て
、
両
者
の
媒

介
統
一
が
現
前
す
る
の
で
あ
る
。
此
転
換
が
即
ち
行
為
に
外
な
ら
な
い
（
五
・
十
三
–
十
四
）。

田
辺
に
よ
れ
ば
、
行
為
は
「
自
由
に
発
す
る
存
在
の
運
動
」（
五
・
十
二
）
と
定
義
さ
れ
る
。
こ
の
自
由
と
い
う
契
機
に
よ
っ
て
、
行
為
は

単
な
る
運
動
や
作
用
か
ら
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
る
。
し
か
し
、
自
由
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
知
識
学
」
の
立
場
に
示
さ

れ
る
通
り
、
存
在
に
全
く
依
存
す
る
こ
と
の
な
い
、
自
我
の
純
粋
な
自
己
定
立
の
活
動
で
は
あ
り
え
な
い
。
む
し
ろ
、
自
由
と
は
存
在
を

媒
介
と
し
て
、つ
ま
り
そ
の
限
り
に
お
い
て
一
度
否
定
さ
れ
な
が
ら
も
、そ
の
こ
と
通
過
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
実
現
さ
れ
る
よ
う
な
「
被

媒
介
的
自
由
」（
五
・
十
三
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
自
由
の
あ
り
方
に
お
い
て
生
じ
る
転
換
の
あ
り
方
が
、
田
辺
の
考
え
る

行
為
の
意
味
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
転
換
性
と
い
う
構
造
を
そ
の
本
質
と
し
て
も
つ
限
り
、
田
辺
に
と
っ
て
「
切
断
」
と
は
行
為
を

意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
行
為
と
し
て
の
「
切
断
」
は
同
時
に
絶
対
無
と
い
う
問
題
と
も
触
れ
合
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
、

こ
の
絶
対
無
の
問
題
は
議
論
の
前
面
に
は
出
て
き
て
い
な
い（
31
）。
絶
対
無
の
構
造
に
こ
の
転
換
と
い
う
概
念
が
重
な
り
あ
う
こ
と
に
な

る
戦
後
の
思
索
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
は
は
っ
き
り
と
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
機
会
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た



日
本
哲
学
史
研
究
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一
〇
四

い
。

注　（
1
） 

田
辺
元
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、『
田
邊
元
全
集
』（
筑
摩
書
房
、

一
九
六
三
–
六
四
年
）
を
用
い
、引
用
箇
所
を
（
巻・頁
）
と
表
記
す
る
。

引
用
文
中
の
旧
漢
字
、
旧
仮
名
づ
か
い
は
引
用
者
の
判
断
に
お
い
て
現

行
表
記
に
改
め
た
。
ま
た
、
引
用
文
中
の
傍
点
と
亀
甲
括
弧
〔
〕
は
全

て
引
用
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
2
） 「
切
断
」
の
概
念
に
注
目
し
た
研
究
と
し
て
は
以
下
の
も
の
が
あ

る
。
合
田
正
人
「
近
迫
と
渦
流
―
田
辺
元
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
対
決
が
今

私
た
ち
に
突
き
つ
け
て
い
る
も
の
―
」（『
思
想
』
一
〇
五
三
号
、
岩
波

書
店
、
二
〇
一
二
年
）、
同
『
田
辺
元
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
―
封
印
さ
れ
た

哲
学
―
』（PH

P

新
書
、
二
〇
一
三
年
）、
林
晋
「『
数
理
哲
学
』
と
し

て
の
種
の
論
理
―
田
辺
哲
学
の
テ
キ
ス
ト
生
成
の
試
み（
一
）―
」（『
日

本
哲
学
史
研
究
』
第
七
号
、二
〇
一
〇
年
）、同
「
田
辺
元
の
数
理
哲
学
」

（『
思
想
』
一
〇
五
三
号
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
）。

（
3
） 

合
田
正
人
『
田
辺
元
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
』、
四
八
–
四
九
頁
。

（
4
） 

上
記
の
林
晋
の
二
つ
の
論
稿
は
、こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら「
切
断
」

の
問
題
を
扱
っ
た
研
究
で
あ
る

（
5
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
嶺
秀
樹
『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
日
本
の

哲
学
―
和
辻
哲
郎
、
九
鬼
周
造
、
田
辺
元
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

二
〇
〇
二
年
、
二
四
八
–
二
四
九
頁
）
を
参
照
。

（
6
） 

田
辺
に
よ
れ
ば
、「
世
界
図
式
論
」
は
「
論
理
の
主
観
的
意
識
面
」

（
六
・
二
五
八
）
で
あ
り
、「
個
人
の
主
体
的
自
覚
に
直
接
顕
な
る
論
理

の
側
面
」（
同
）
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、「
論
理
の
絶
対
媒
介
が
成
立
す

る
の
を
直
接
個
の
立
場
に
於
て
自
覚
す
れ
ば
、
そ
れ
は
依
然
図
式
論
の

形
に
現
れ
る
」（
同
）
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

（
7
） 

田
辺
に
よ
れ
ば
、
種
が
そ
の
内
部
に
有
す
る
諸
要
素
の
関
係
は
、

厳
密
に
は「
否
定
的
対
立
」で
は
な
く
て「
相
違
」で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

諸
要
素
は
、「
双
方
が
両
立
共
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
一
が
他
を
否
定

絶
滅
せ
ん
と
す
る
如
き
も
の
で
は
な
い
」（
六
・
三
一
九
）か
ら
で
あ
る
。



一
〇
五

種
の
自
己
否
定
性
と
「
切
断
」
の
概
念
〔
竹
花
〕

田
辺
は
こ
の
区
別
に
民
族
と
階
級
の
差
異
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
、
民
族
に
比
せ
ら
れ
る
種
は
、
階
級
の
よ
う
に
「
本
質
上

否
定
的
に
対
立
す
る
の
で
は
な
く
単
に
相
違
し
つ
つ
並
存
す
る
」（
六
・

三
一
八
）。

（
8
） 

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
杉
村
靖
彦
「『
種
の
論
理
』
と
『
社
会

的
な
も
の
』
の
問
い
―
田
辺
、ベ
ル
ク
ソ
ン
、フ
ラ
ン
ス
社
会
学
派
―
」

（『
日
本
哲
学
史
研
究
』
第
十
一
号
、
二
〇
一
四
年
）
に
お
い
て
詳
し
く

論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
9
） F.W

.J. Schelling, P
hilosophische U

ntersuchungen 
über das W

esen der m
enschlischen Freiheit und die dam

it 
zusam

m
enhängenden G

egenstände, Säm
m

tliche W
erke B

d.7, 
hrsg. von K

.F.A
.Schelling. Stuttgart/A

ugsburg 1856

–1861, 
S. 360.

（
10
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
拙
稿
「『
種
の
論
理
』
の
生
成
と

構
造
―
媒
介
と
し
て
の
生
―
」（『
思
想
』
一
〇
五
三
号
、
岩
波
書
店
、

二
〇
一
二
年
、
二
六
二
–
二
六
三
頁
）
を
参
照
。

（
11
） 

例
え
ば
、
田
辺
は
『
マ
ラ
ル
メ
覚
書
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。「
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
由
論
に
於
け
る
、
非
合
理
性
の
根
拠
、
悪

の
根
源
に
つ
い
て
の
、『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
篇
に
基
づ
く
プ
ラ
ト
ン
的

思
想
は
、
波
浪
逆
巻
く
大
海
を
そ
の
比
喩
に
用
い
る
こ
と
、
あ
た
か
も

『
双
賽
一
擲
』
に
於
け
る
暴
風
と
暗
礁
に
由
る
難
破
の
象
徴
に
比
す
べ

く
、詩
人
的
哲
学
者
〔
シ
ェ
リ
ン
グ
〕
と
哲
学
者
的
詩
人
〔
マ
ラ
ル
メ
〕

と
の
近
似
は
、
い
よ
い
よ
我
々
を
驚
か
さ
ず
に
は
措
か
ぬ
の
で
あ
る
」

（
十
三
・
二
六
一
）。

（
12
） 

田
辺
自
身
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
（
五
・
二
九
二
）、
こ
う
し
た

理
解
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
自
然
学
』
に
よ
る
も
の
で
あ
る
（
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
『
自
然
学
』、
第
一
巻
第
九
章
お
よ
び
第
四
巻
二
章
）。

（
13
） 

プ
ラ
ト
ン
『
ピ
レ
ボ
ス
』
山
田
道
夫
訳
、京
都
大
学
学
術
出
版
会
、

二
〇
〇
五
年
、
三
七
–
四
九
頁
（23c

–27c

）。

（
14
） 

同
書
、
三
九
頁
（24b

）。

（
15
） 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
形
而
上
学
』
上
、
出
隆
訳
、
岩
波
文
庫
、

一
九
五
九
年
、
四
七
頁
（987b20

）。
亀
甲
括
弧
に
よ
る
挿
入
は
引
用

者
に
よ
る
。

（
16
） 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
形
而
上
学
』
下
、
一
九
三
頁
（1081a10

）

ま
た
は
一
九
八
頁
（1082a10

）。

（
17
） A

. E. Taylor; “Form
s and N

um
bers: A

 Study in Platonic 
M

etaphysics ”

（1926

）, Philosophical Studies, M
acm

illan 
and C

o. London, 1934. Plato: the m
an and his w

ork （1926

）, 
M

ethuen &
 C

o Ltd London,1960.

（
18
） 

こ
の「
切
り
口
」と
い
う
言
い
方
は
、瀬
山
士
郎『「
無
限
と
連
続
」



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
二
号

一
〇
六

の
数
学
―
微
分
積
分
学
の
基
礎
理
論
案
内
』（
東
京
図
書
、二
〇
〇
五
年
、

四
九
–
五
〇
頁
）
に
依
拠
し
て
い
る
。

（
19
） 

デ
デ
キ
ン
ト
の
「
切
断
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、吉
田
洋
一
『
零

の
発
見
』（
岩
波
新
書
、一
九
五
六
年
）、小
平
邦
彦
『
解
析
入
門
Ⅰ
』（
岩

波
書
店
、二
〇
〇
三
年
）、高
木
貞
治
『
定
本 

解
析
概
論
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
一
〇
年
）
の
説
明
に
依
拠
し
て
い
る
。

（
20
） 

具
体
的
に
は
、

1

2+～

1
1
1

1+
2+
2+
2+

 

と
な
る
。

（
21
） A

. E. Taylor, Plato: the m
an and his w

ork, p.511.

（
22
） Ibid.

（
23
） 

例
え
ば
、
ロ
ス
は
テ
イ
ラ
ー
の
解
釈
に
致
命
的
な
欠
陥
が
存
在

す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（W

. D
. 

ロ
ス『
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
』、

田
島
孝
・
新
海
邦
治
訳
、
晢
書
房
、
一
九
九
六
年
、
二
五
四
頁
）。

（
24
） 

プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
数
の
問
題
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
三
宅
剛

一
『
学
の
世
界
と
自
然
的
世
界
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
三
年
〔
初

版
一
九
四
〇
年
〕）
の
第
二
章
「
イ
デ
ア
と
数
」
で
の
説
明
が
極
め
て

有
益
で
あ
る
。
三
宅
に
よ
れ
ば
こ
の
章
の
大
部
分
は
、「
哲
学
と
数
学

と
の
交
渉
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
岩
波
講
座
『
哲
学
』（
一
九
三
三
年
）

に
収
録
さ
れ
た
論
文
が
も
と
と
な
っ
て
い
る
（『
学
の
世
界
と
自
然
的

世
界
』、
ⅶ
頁
）。
田
辺
の
「
種
の
論
理
」
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
発
表
さ
れ

た
こ
の
論
文
は
、
田
辺
が
参
照
す
る
諸
家
を
ほ
ぼ
完
全
に
網
羅
し
て
い

る
。

（
25
） 

合
田
正
人
『
田
辺
元
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
』、
五
〇
–
五
一
頁
。

（
26
） 

実
際
に
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。「
若
し
夫
れ
哲
学
的
に

考
え
る
な
ら
ば
連
続
と
い
う
こ
と
の
本
質
上
系
列
の
両
側
か
ら
内
方
に

向
っ
て
同
一
の
極
限
を
求
め
る
デ
デ
キ
ン
ト
の
切
断
説
の
方
が
〔
カ
ン

ト
ー
ル
の
説
よ
り
も
〕
優
越
を
保
持
す
る
こ
と
明
で
あ
る
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
る
ま
い
。
私
は
あ
の
単
純
に
し
て
而
も
犀
利
な
思
想
を
以
て
連

続
の
難
問
題
を
解
明
し
た
此
数
学
者
の
洞
察
に
感
嘆
を
禁
じ
得
ざ
る
も

の
で
あ
る
」（
一
・
四
六
八
）。

（
27
） 

林
晋
も
「
論
理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」
に
お
い
て
、
そ
れ
ま

で
の
「
本
来
の
デ
ー
デ
キ
ン
ト
の
切
断
、
同
一
論
理
的
な
集
合
論
の
範

囲
で
の
切
断
」が
、田
辺
が
自
ら
の
哲
学
的
立
場
を
読
み
込
ん
だ「
切
断
」

概
念
に
転
換
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
林
晋
「『
数
理
哲
学
』

と
し
て
の
種
の
論
理
―
田
辺
哲
学
の
テ
キ
ス
ト
生
成
の
試
み（
一
）―
」、

六
七
頁
）。



一
〇
七

種
の
自
己
否
定
性
と
「
切
断
」
の
概
念
〔
竹
花
〕

（
28
） 
例
え
ば
、『
実
存
と
愛
と
実
践
』
の
（
一
九
四
七
年
）
の
第
三

「
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
自
己
超
克
と
福
音
信
仰
」
の
第
三
章
お
よ
び
第
四

章
（
九
・
四
三
四
–
四
五
七
）、『
哲
学
と
詩
と
宗
教
』（
一
九
五
三
年
〜
）

の
第
三
章
（
十
三
・
三
三
五
–
三
五
三
）、『
数
理
の
歴
史
主
義
展
開
』

の
第
十
三
章
（
十
二
・
三
一
二
–
三
一
九
）
な
ど
。

（
29
） 

吉
田
洋
一
『
零
の
発
見
』、
一
六
四
–
一
六
五
頁
。
こ
こ
で
言
わ

れ
る
「
有
理
点
」
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。「
直
線
上
に
お

い
て
〇
か
ら
の
距
離
が
長
さ
の
単
位
の
整
数
倍
も
し
く
は
分
数
倍
に
等

し
い
す
べ
て
の
点
に
印
を
つ
け
、
こ
れ
ら
の
点
を
総
称
し
て
有
理
点
を

呼
ぶ
こ
と
に
す
る
」（
同
書
、
一
六
四
頁
）。

（
30
） 

転
換
性
と
し
て
の
行
為
に
関
し
て
は
、
細
谷
昌
志
『
田
辺
哲
学

と
京
都
学
派
―
認
識
と
生
―
』（
昭
和
堂
、
二
〇
〇
八
年
、
六
五
–

六
八
頁
）
参
照
。

（
31
） 

た
だ
し
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
も
極
限
概
念
を
介
し
て
「
切
断
」

は
無
の
あ
り
方
と
関
係
し
て
い
る
。




