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「
連
続
律
」
の
形
而
上
学

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
無
限
小
の
概
念
を
導
入
し
、
「
連
続
律
」
に
よ
っ
て
極
限
移
行
を
正
当
化
し
て
、
微
積
分
法
を

確
立
し
た
。
そ
う
し
て
、
デ
カ
ル
ト
の
、
直
観
主
義
を
軸
と
し
た
「
有
限
解
析
」
を
決
定
的
に
乗
り
越
え
て
、
数
学
の
飛
躍
的
な
拡
大
を
実

現
し
た
。
そ
の
拡
大
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
自
身
に
よ
れ
ば
、
「
連
続
律
」
と
い
う
「
真
の
形
而
上
学
の
規
範
」
の
効
用
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
数
理
概
念
を
検
討
す
る
う
え
で
最
後
に
、
こ
の
「
形
而
上
学
」
と
は
結
局
な
ん
で
あ
り
、
そ
れ
は
何

を
背
景
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
、
と
く
に
デ
カ
ル
ト
の
形
而
上
学
と
の
対
比
で
考
え
て
お
こ
う
。

　
そ
の
点
の
鍵
は
、
ま
ず
、
先
に
引
用
し
た
「
連
続
律
す
な
わ
ち
一
般
的
秩
序
の
原
理
」
に
つ
い
て
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
説
明
の
う
ち
に
あ

る
。
そ
こ
で
は
、
「
一
般
的
秩
序
の
原
理
」
は
「
そ
の
源
泉
を
無
限
に
有
し
」
、
「
万
物
の
源
泉
で
あ
る
至
高
の
叡
智
（
神
）
が
完
全
な
幾
何

学
者
と
し
て
働
く
」
と
い
う
こ
と
に
基
づ
く
と
さ
れ
た
。
こ
の
表
現
が
示
唆
的
で
重
要
で
あ
る
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
こ
の
「
連
続
律
」
の
公
表
の
前
年
に
書
か
れ
た
『
形
而
上
学
叙
説
』
で
、
デ
カ
ル
ト
の
「
永
遠
真
理
創
造
説
」
を
は

つ
ぎ
り
と
否
定
し
、
創
造
さ
れ
ざ
る
永
遠
真
理
の
領
域
と
し
て
神
の
無
限
知
性
の
世
界
の
存
在
を
強
調
し
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
『
形
而
上

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
数
理
と
自
然
の
概
念
と
形
而
上
学
（
下
）
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二

学
叙
説
』
の
冒
頭
で
、
最
高
か
つ
無
限
な
智
慧
を
持
つ
神
は
形
而
上
学
的
な
意
味
の
み
な
ら
ず
道
徳
的
に
い
っ
て
も
最
も
完
全
な
仕
方
で
行

為
す
る
と
し
て
、
ま
ず
目
的
論
的
見
地
を
全
面
的
に
排
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
説
を
否
定
し
た
う
え
で
、
同
様
に
危
険
な
思
想
と
し
て
「
形
而
上

学
や
幾
何
学
の
永
遠
真
理
、
し
た
が
っ
て
ま
た
善
や
正
義
や
完
全
性
の
規
則
が
神
の
意
志
の
結
果
に
他
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
」
説
を
と
り

あ
げ
、
こ
の
説
を
「
ま
っ
た
く
奇
妙
な
表
現
扁
と
し
て
退
け
る
。
こ
の
説
と
は
デ
カ
ル
ト
の
「
永
遠
真
理
創
造
説
」
に
他
な
ら
な
い
。
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
「
そ
れ
ら
（
永
遠
真
理
や
規
則
）
は
神
の
知
性
か
ら
の
帰
結
で
あ
り
、
神
の
知
性
は
神
の
本
質
と
同
様
に
、
神
の
意

志
に
ま
っ
た
く
依
存
し
な
い
」
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
人
間
が
有
す
る
諸
観
念
は
そ
れ
ら
を
表
出
す
る
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
て
あ
る

　
　
（
5
3
）

の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
同
じ
『
形
而
上
学
叙
説
』
の
二
八
項
で
よ
り
正
確
に
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
魂

の
う
ち
に
す
べ
て
の
事
物
の
観
念
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
神
が
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
連
続
的
に
作
用
を
働
か
せ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
ず
、

い
い
か
え
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
結
果
は
そ
の
原
因
を
表
出
す
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
魂
の
本
質
が
、
神
の
本
質
、
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思
惟
、
意
志
、
お
よ
び
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
観
念
の
あ
る
一
定
の
表
出
、
模
倣
あ
る
い
は
似
島
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
鳳
（
傍
点

（
5
4
）

筆
者
）
。
こ
の
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
は
、
人
間
が
持
つ
諸
観
念
と
神
が
創
造
以
前
に
有
す
る
諸
々
の
観
念
（
イ
デ
ア
）
と
は
、
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前
者
は
後
者
を
原
因
と
す
る
、
そ
れ
の
連
続
的
な
結
果
で
あ
っ
て
、
前
者
は
後
者
を
映
し
表
出
す
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
は
、
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
人
問
の
観
念
と
神
の
観
念
と
の
間
の
表
出
・
対
応
関
係
は
、
人
間
の
観
念
と
神
が

自
ら
の
観
念
で
構
成
す
る
事
物
と
の
間
の
関
係
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
そ
れ
が
有
限
な
人
間
に
固
有
の
認
識
様
式
と
し
て
の
記
号
的
認
識
と

事
物
自
体
の
関
係
に
拡
張
さ
れ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
微
積
分
法
を
考
案
し
た
パ
リ
か
ら
帰
国
し
た
翌
年
の
一
六
七
七
年
に
書
い
た
断
片

『
対
話
』
で
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
「
記
号
を
ま
っ
た
く
恣
意
的
な
も
の
」
と
み
な
す
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
に
反
対
し
て
「
記
号
が
う
ま
く
考
案
さ
れ
て

い
る
と
き
に
は
、
記
号
間
に
あ
る
何
ら
か
の
関
係
あ
る
い
は
秩
序
は
事
物
の
う
ち
に
も
あ
る
」
と
し
て
す
で
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
記
号
は
恣
意
的
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
記
号
の
使
用
や
記
号
間
の
結
合
は
何
か
恣
意
的
で
な
い
も
の
を
持
つ
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
記
号
と

事
物
の
間
の
あ
る
相
応
と
、
同
～
の
事
物
を
表
出
す
る
異
な
る
記
号
間
相
互
の
関
係
と
い
う
（
恣
意
的
で
な
い
）
も
の
を
も
つ
の
で
あ
る
。



そ
し
て
、
こ
の
相
応
あ
る
い
は
関
係
と
が
真
理
の
基
礎
な
の
で
あ
る
」
。
い
い
か
え
れ
ば
「
真
理
は
必
ず
何
ら
か
の
記
号
を
前
提
に
す
る
が
、

（
…
…
）
真
理
は
、
そ
の
記
号
に
お
い
て
恣
意
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
で
は
な
く
、
恒
常
的
な
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
記
号
の
事
物
に
対
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
V

関
係
の
う
ち
に
あ
る
」
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
は
、
『
観
念
と
は
何
か
』
と
い
う
断
片
（
一
六
七
八
年
）
に
お
い
て
、
一
般
的
に
、
「
何
か
あ
る
も
の
を
表
出
す
る
と
は
、
表
出
さ

れ
る
べ
き
事
物
の
諸
関
係
（
冨
⊆
叶
鼠
ぎ
Φ
ω
）
に
対
応
す
る
諸
関
係
を
そ
の
う
ち
に
持
つ
も
の
に
つ
い
て
い
わ
れ
る
」
の
で
あ
る
と
さ
れ
て

お
り
、
表
出
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
な
る
「
諸
観
念
が
も
つ
関
係
」
と
「
表
出
さ
れ
る
事
物
の
関
係
」
と
の
同
型
的
・
構
造
的
対
応
を
追

求
す
る
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
「
あ
ら
ゆ
る
結
果
の
全
体
は
全
き
原
因
（
o
壁
ω
鋤
算
Φ
墨
）
を
表
出
」
し
て
お
り
、
「
わ
れ

わ
れ
の
う
ち
に
諸
事
物
の
観
念
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
物
と
精
神
の
等
し
く
作
者
で
あ
る
と
こ
ろ
の
神
が
精
神
に
思
惟
す
る
能
力
を
刻

印
し
、
そ
う
し
て
、
そ
の
能
力
の
働
き
に
よ
っ
て
事
物
か
ら
帰
結
す
る
も
の
に
完
全
に
対
応
す
る
も
の
を
導
出
し
う
る
よ
う
に
し
た
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

こ
と
に
他
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
場
合
、
精
神
が
観
念
の
間
の
関
係
に
よ
っ
て
表
出
す
る
事
物
の
根
源
は
す
べ
て
、
直
接
的
に
、
神
の
知
性
の
「
イ
デ
ア
の
領
域
」
に

求
め
ら
れ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ヅ
ツ
は
『
事
物
の
根
源
的
起
源
に
つ
い
て
』
で
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
「
（
そ
れ
ら
の
事
物
の
）
本
質
、
あ
る

い
は
そ
れ
ら
の
本
質
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
永
遠
真
理
は
、
虚
構
で
は
な
く
、
い
う
な
ら
ば
、
あ
る
イ
デ
ア
の
領
域
、
す
な
わ
ち
、
他
の
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

の
本
質
全
体
と
存
在
の
源
泉
で
あ
る
と
こ
ろ
の
神
ぞ
の
も
の
の
う
ち
に
存
在
す
る
」
。
ま
た
『
弁
神
論
』
で
は
、
観
念
（
イ
デ
ア
）
、
す
な
わ

ち
、
数
や
形
、
つ
ま
り
は
永
遠
的
で
必
然
的
と
み
な
さ
れ
る
可
能
的
な
も
の
の
本
質
は
す
べ
て
、
神
の
意
志
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
た
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

は
な
く
、
「
そ
れ
ら
は
可
能
的
な
も
の
の
イ
デ
ア
の
領
域
す
な
わ
ち
神
の
知
性
の
う
ち
に
見
い
だ
さ
れ
る
」
と
の
べ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
事
物
の
根
源
は
最
終
的
に
、
本
質
や
可
能
的
な
も
の
が
存
在
す
る
神
の
知
性
の
「
イ
デ
ア
偏
の
領
域
に
見
出
さ

れ
る
。
そ
こ
で
、
人
間
知
性
は
上
述
の
よ
う
に
、
入
事
知
性
と
神
の
知
性
の
間
の
結
果
と
原
因
の
連
続
的
関
係
か
ら
、
自
ら
の
観
念
の
聞
の

関
係
か
ら
神
の
知
性
の
イ
デ
ア
の
関
係
を
表
出
し
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
数
理
と
自
然
の
概
念
と
形
而
上
学
（
下
）

三
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四

　
た
だ
し
、
人
間
の
知
性
は
も
ち
ろ
ん
有
限
で
あ
っ
て
、
神
の
知
性
の
よ
う
な
働
き
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
点
で
立
ち
い
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
る
概
念
（
観
念
）
の
分
類
で
あ
る
。
彼
は
、
デ
カ
ル
ト
の
場
合
の
よ
う
に
、
観
念
を
明
晰
一
曖

昧
、
判
明
一
混
雑
、
と
い
う
分
類
に
満
足
せ
ず
、
こ
れ
に
ま
ず
十
全
－
非
十
全
、
と
い
う
分
類
を
加
え
る
。
十
全
な
認
識
ど
は
、
認
識
に
入

っ
て
く
る
も
の
が
す
べ
て
「
原
初
的
概
念
」
に
至
る
ま
で
糊
明
に
認
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
こ
れ
に
さ
ら
に
、
直
観
的

…
記
号
的
と
い
う
対
置
を
加
え
た
。
直
観
的
認
識
と
は
、
精
神
が
一
つ
の
概
念
の
す
べ
て
の
原
始
的
成
分
を
岡
時
に
か
つ
判
明
に
理
解
す
る

場
合
の
こ
と
で
、
こ
れ
は
神
に
よ
る
認
識
で
完
全
な
認
識
で
あ
る
が
、
人
間
の
場
合
極
め
て
稀
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が

有
限
な
人
間
の
知
性
で
は
で
き
な
い
直
観
的
認
識
の
代
わ
り
に
持
ち
出
す
の
が
「
記
号
的
認
識
（
8
ぴ
q
冨
鉱
ρ
。
o
け
q
曝
け
凶
○
ω
副
肝
σ
○
一
一
＄
）
」
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

あ
る
。
こ
れ
は
代
数
や
数
論
な
ど
い
た
る
と
こ
ろ
で
使
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
当
初
の
「
結
合
法
論
」
か
ら
、
複
合
概
念
を
単
純
な
原
初
的
概
念
（
石
馬
）
に
分
析
し
、
そ
れ
を
複
合
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
概
念
を
構
成
す
る
こ
と
を
構
想
し
、
そ
の
意
味
で
十
全
な
認
識
を
追
い
求
め
た
。
し
か
し
、
概
念
が
複
雑
に
な
り
（
と
く
に
後
に
の
べ

る
「
偶
然
真
理
偏
の
分
析
に
お
い
て
）
、
そ
れ
を
構
成
す
る
原
初
的
概
念
が
無
際
限
に
い
た
る
場
合
は
そ
れ
ら
を
直
観
す
る
の
は
人
閥
に
は
無

理
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
の
「
結
露
法
論
」
と
一
体
を
な
す
「
普
遍
的
記
号
法
」
の
記
号
的
認
識
が
そ
の
人
間
知
性
の
有
限
性
を
補
う
役
割
を

果
た
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ぽ
、
先
に
『
対
話
血
か
ら
引
用
し
た
よ
う
に
、
記
号
自
体
は
恣
意
的
で
あ
っ
て
も
、
記
号
問
の
一
定
の
関
係
は
記
号

が
表
す
対
象
が
含
む
関
係
を
表
出
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
こ
れ
も
先
に
挙
げ
た
殺
の
級
数
表
現
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
記
号

的
表
現
が
展
開
す
る
｝
定
の
法
劉
は
、
対
象
自
体
の
構
造
を
表
出
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
十
進
法
で
あ
ろ
う
が
二
十
進
法
で
あ
ろ

う
が
、
そ
れ
は
間
じ
結
果
に
帰
着
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
記
号
の
使
用
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
規
則
や
法
則
性
が
表
す
対
象
な
い
し
事
物
の

根
源
は
神
の
知
性
の
う
ち
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
人
問
が
有
す
る
観
念
と
神
の
観
念
と
の
あ
い
だ
の
関
係
は
、
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
は
、
入
間
の
記
号
的
表
現
と
神
の
観
念
と
の
間
の
同
型
的
対
応
と
し
て
設
定
さ
れ
て
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
て

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
は
、
記
号
的
認
識
や
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
よ
る
認
識
は
、
直
観
が
不
可
能
な
入
込
知
性
に
と
っ
て
の
単
な
る
補
助
的



手
段
や
実
際
的
な
道
具
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
事
物
の
根
源
で
あ
る
神
の
本
質
あ
る
い
は
イ
デ
ア
を
表
出
す
る
と
い

う
意
味
を
も
つ
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
微
積
分
法
の
開
発
を
支
え
た
「
連
続
律
」
は
以
上
の
よ
う
な
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
形
而
上
学
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け

ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
微
積
分
法
は
数
学
的
対
象
に
対
す
る
動
的
な
「
極
限
移
行
」
の
適
用
に
お
い
て
形
成
さ
れ

る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
数
学
的
対
象
に
対
す
る
「
連
続
律
」
の
適
用
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
。
そ
の
適
用
の
根
拠
自
体
は
さ
ら
に
、
文

字
通
り
形
而
上
学
的
に
、
人
間
が
有
す
る
諸
観
念
は
、
神
が
人
間
の
魂
に
対
す
る
連
続
的
な
作
用
の
結
果
と
し
て
あ
り
、
そ
の
原
因
を
神
の

知
性
の
イ
デ
ア
の
領
域
の
う
ち
に
有
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
「
連
続
律
」
の
普
遍
的
表
現
は
「
与
え
ら
れ
た
も
の
が
秩
序
づ

け
ら
れ
て
い
れ
ば
、
求
め
ら
れ
る
も
の
も
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
対
応
関
係
は
人
間
知
性
の
諸
観
念
と

神
の
知
性
の
諸
々
の
イ
デ
ア
の
間
の
対
応
関
係
に
根
本
的
に
帰
着
す
る
の
で
あ
り
、
人
間
知
性
に
お
い
て
直
観
さ
れ
ざ
る
無
限
の
系
列
と
そ

れ
の
連
続
的
推
移
は
、
神
に
お
い
て
は
直
観
さ
れ
る
も
の
と
し
て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
あ
る
の
で
あ
る
。

　
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
は
、
彼
の
「
永
遠
真
理
創
造
説
」
の
形
而
上
学
に
よ
っ
て
、
神
は
人
間
の
う
ち
に
数
学
的
観
念
を
創
造
し
刻
印
す
る

と
と
も
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
然
法
則
を
構
成
し
た
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
間
の
対
応
関
係
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
人
間
精
神

は
自
ら
の
う
ち
な
る
数
学
的
観
念
に
よ
っ
て
自
然
現
象
の
探
究
に
通
進
ず
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
た
。
「
神
は
わ
れ
わ
れ
が
明
晰
判
明
に
認
識

す
る
も
の
は
す
べ
て
（
自
然
の
う
ち
に
創
造
し
う
る
が
ゆ
え
に
）
真
で
あ
る
」
と
い
う
「
明
証
性
の
規
則
」
は
、
そ
の
よ
う
な
自
然
探
究
を

推
進
さ
せ
る
も
の
と
し
て
機
能
し
た
。
し
か
し
、
数
学
の
領
域
自
体
に
お
い
て
は
、
無
限
大
や
極
限
移
行
に
関
わ
る
無
限
小
は
、
明
証
な
直

観
主
義
的
構
成
の
域
を
出
る
が
ゆ
え
に
、
ま
た
そ
れ
を
根
拠
づ
け
う
る
神
の
知
性
の
イ
デ
ア
の
世
界
が
抹
消
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
、
彼
の
『
幾

何
学
』
か
ら
は
意
図
的
に
排
除
さ
れ
た
。
そ
し
て
無
限
は
、
も
っ
ぱ
ら
意
志
と
一
体
と
な
っ
た
神
の
現
実
無
限
の
力
に
、
あ
る
い
は
そ
の
無

限
の
力
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
無
際
限
な
物
理
的
自
然
に
求
め
ら
れ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
は
、
神
の
無
限
知
性
の
イ
デ
ア
の
領
域
が
復
活
さ
れ
、
そ
れ
と
人
間
知
性
の
諸
観
念
と
の
間

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
数
理
と
自
然
の
概
念
と
形
而
上
学
（
下
）

五
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の
同
型
的
・
構
造
的
対
応
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
知
性
が
門
連
続
律
」
に
従
い
記
号
的
認
識
を
推
進
す

る
こ
と
が
、
神
の
知
性
に
根
拠
を
も
つ
事
物
自
体
を
表
出
す
る
こ
と
と
し
て
、
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
連
続

律
」
は
デ
カ
ル
ト
の
「
明
証
性
の
規
則
」
に
と
っ
て
か
わ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
数
学
の
領
域
に
お
い
て
、
無
限
系
列
や
無
筆
小
に
つ

い
て
の
記
号
的
認
識
も
、
そ
れ
が
表
出
す
る
事
物
が
神
の
無
限
知
性
に
そ
の
根
拠
を
も
つ
も
の
と
し
て
正
当
に
推
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
う
し
て
、
デ
カ
ル
ト
が
自
ら
の
数
掌
に
対
し
て
与
え
た
規
制
は
取
り
払
わ
れ
、
数
学
は
明
証
な
直
観
的
認
識
を
超
え
た
領
域
に
ま
で
拡
大

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

第
二
章
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
自
然
哲
学

　
第
一
節
　
初
期
の
自
然
哲
学

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
初
め
に
雷
及
し
た
よ
う
に
、
十
五
歳
の
時
に
機
械
論
を
と
る
か
実
体
的
形
相
を
と
る
か
で
迷
い
、
結
局
、
前
者
が
勝

っ
た
、
と
晩
年
に
回
想
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
、
一
六
七
〇
年
代
の
後
半
（
正
確
に
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
＝
ハ
七
八
年
）
ま
で
は
、
彼

の
自
然
学
上
の
進
展
は
、
パ
リ
滞
在
に
よ
っ
て
冒
覚
ま
し
い
展
開
を
示
し
た
数
学
の
場
合
と
異
な
り
、
折
衷
と
紆
余
繭
折
に
み
ち
た
も
の
で

あ
る
。
最
初
期
の
ト
マ
ジ
ウ
ス
宛
の
書
簡
（
＝
ハ
六
九
年
）
で
は
、
一
方
で
、
デ
カ
ル
ト
主
義
者
た
ち
と
岡
辺
に
、
「
物
体
に
お
い
て
は
、

大
き
さ
と
形
と
運
動
に
よ
る
以
外
何
も
の
も
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
規
則
扁
を
採
用
す
る
と
い
い
、
ま
た
「
形
象
が
実
体
で
あ

る
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
空
間
が
実
体
で
あ
り
、
形
象
は
あ
る
実
体
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
が
、
他
方
で
、
自
分
は
、
デ
カ
ル
ト
の

『
省
察
拙
に
お
け
る
よ
り
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
自
然
学
臨
の
書
物
に
お
い
て
よ
り
多
く
の
こ
と
を
認
め
る
と
し
て
、
「
デ
カ
ル
ト
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
6
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者
ど
こ
ろ
で
は
な
い
の
だ
」
と
明
零
し
て
い
る
。
そ
こ
で
実
際
に
、
こ
の
書
簡
の
後
半
で
は
、
門
形
相
が
そ
の
物
体
に
お
け
る
運
動
の
原
理

で
あ
り
（
…
…
）
、
と
く
に
運
動
の
第
一
の
原
理
は
、
第
一
の
、
質
料
か
ら
実
在
的
に
抽
出
さ
れ
た
形
相
［
そ
れ
は
同
時
に
作
用
因
で
あ
る
］

す
な
わ
ち
精
神
で
あ
る
」
と
述
べ
、
「
諸
々
の
実
体
的
鰯
雲
の
う
ち
で
唯
一
精
神
の
み
が
運
動
の
第
一
の
原
理
で
あ
る
」
と
し
て
「
実
体
的



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
工
6
）

形
相
」
の
概
念
を
積
極
的
に
肯
定
し
て
い
る
。
こ
の
「
実
体
的
形
相
」
の
概
念
の
重
視
が
彼
の
自
然
哲
学
そ
し
て
「
実
体
概
念
」
の
形
成
に

つ
い
て
ま
わ
り
、
そ
の
ベ
ー
ス
を
築
く
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
パ
リ
に
立
つ
ま
え
の
一
六
七
　
年
に
す
で
に
『
自
然
学
新
仮
説
』
と
い
う
構
想
の
も
と
に
『
抽
象
的
運
動
論
』

と
『
翼
体
的
運
動
論
』
と
い
う
二
つ
の
力
学
論
考
を
書
い
て
い
る
。
そ
こ
で
、
『
抽
象
的
運
動
論
』
に
お
い
て
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
影
響
を
受

け
て
、
点
の
ご
と
き
不
可
分
で
非
延
長
的
な
コ
ナ
ー
ト
ゥ
ス
と
い
う
概
念
を
導
入
し
て
、
こ
れ
が
物
体
の
瞬
間
に
お
け
る
速
度
を
規
定
す
る

と
考
え
、
物
体
の
衝
突
を
質
量
を
度
外
視
し
て
コ
ナ
ー
ト
ゥ
ス
の
代
数
的
総
和
の
み
か
ら
運
動
学
的
に
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
も
、

こ
こ
で
は
物
体
自
身
は
、
コ
ナ
ー
ト
ゥ
ス
を
維
持
す
る
能
力
は
な
い
も
の
、
つ
ま
り
は
瞬
聞
的
精
神
な
い
し
想
起
を
欠
い
た
精
神
と
み
な
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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れ
、
そ
れ
が
瞬
間
を
こ
え
て
持
続
す
る
の
は
精
神
に
お
い
て
の
他
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
他
方
、
『
具
体
的
運
動
論
』
に
お
い
て
は

衝
突
問
題
を
よ
り
具
体
的
に
論
じ
、
物
体
の
「
弾
性
偏
の
概
念
を
と
り
い
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
、
あ
ら
ゆ
る
可
感
的
物
体
が
弾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

性
を
持
つ
の
は
神
の
技
巧
と
善
意
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
総
じ
て
、
こ
の
時
期
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
物
体
の
運
動

を
コ
ナ
ー
ト
ゥ
ス
の
概
念
に
基
づ
い
て
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
物
体
の
運
動
の
保
存
や
そ
の
多
様
性
の
根
拠
は
物
体
に
は
な
い
と
見
な
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
＞

そ
れ
を
「
事
物
の
究
極
根
拠
あ
る
い
は
普
遍
的
調
和
」
と
し
て
の
「
神
」
に
求
め
て
い
る
。

第
二
節
　
「
活
力
保
存
則
」
の
発
見
と
「
因
果
同
等
律
」

　
こ
れ
ら
の
自
然
学
上
の
雑
多
な
思
想
が
一
つ
の
方
向
に
窪
と
ま
り
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
独
自
の
思
想
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
特
に

ホ
イ
ヘ
ン
ス
と
の
知
己
を
え
、
多
く
の
研
鑛
を
積
み
、
微
積
分
法
を
開
発
し
た
パ
リ
滞
在
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
第
一
の
決
定
的
契
機

は
、
一
六
七
八
年
に
お
け
る
物
体
の
衝
突
問
題
に
対
す
る
取
り
組
み
か
ら
得
ら
れ
る
。
そ
こ
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
力
の
尺
度
と
し
て
初
め
て

ミ
斗
を
引
き
出
し
、
こ
れ
の
保
存
を
デ
カ
ル
ト
の
「
運
動
量
の
保
存
則
」
に
と
っ
て
か
え
る
こ
と
に
思
い
至
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
触

れ
た
、
近
年
の
、
M
・
フ
ィ
シ
ャ
ソ
に
よ
る
『
物
体
の
衝
突
論
』
の
初
め
て
の
公
刊
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
数
理
と
自
然
の
概
念
と
形
而
上
学
（
下
）

七
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そ
れ
に
よ
る
と
（
上
の
図
6
参
照
）
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
ま
ず
、
静
止
し
て
い
る
二
つ

の
（
質
量
の
）
等
し
い
球
に
、
第
三
の
、
静
止
し
て
い
る
球
に
（
質
量
の
）
等
し
い
球
が

斜
め
か
ら
衝
突
す
る
場
合
を
考
え
、
そ
こ
で
第
三
の
球
は
衝
突
で
静
止
し
、
初
め
の
二
つ

の
球
は
衝
突
後
は
相
互
に
直
角
を
な
す
直
線
に
従
っ
て
運
動
す
る
と
い
う
こ
と
に
着
目
す

る
。
そ
こ
で
、
衝
突
後
の
二
つ
の
球
の
運
動
は
正
方
形
の
二
つ
の
辺
で
表
さ
れ
、
そ
の
対

角
線
が
衝
突
の
運
動
に
等
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
運
勤
（
速
度
）
の
合
成
の

手
法
か
ら
、
衝
突
後
の
二
つ
の
球
の
速
度
を
二
乗
し
た
も
の
の
和
が
、
衝
突
前
の
第
三
の

球
の
運
動
の
速
度
の
二
乗
に
等
し
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
三
つ
の
球
は
（
質
量

が
）
等
し
い
の
で
、
保
存
さ
れ
る
の
は
、
物
体
（
球
）
の
速
度
の
二
乗
を
か
け
た
も
の

（
§
鑑
）
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
証
明
さ
れ
る
。
こ
こ
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
初
め
て
、
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
∀

存
さ
れ
る
の
は
、
§
唱
で
は
な
く
、
ミ
ミ
・
、
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
い
た
る
こ
と
に
な
る
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
さ
ら
に
、
こ
の
こ
と
は
、
デ
カ
ル
ト
が
解
明
し
た
物
体
を
持
ち
上
げ
る
場
合
の
「
仕
事
」
と
持
ち
上
げ
ら
れ
た
物
体
が

落
下
に
よ
っ
て
得
る
速
度
と
の
関
係
の
洞
察
に
よ
っ
て
決
定
約
に
証
明
さ
れ
る
と
考
え
た
。
彼
は
一
六
八
六
年
に
『
デ
カ
ル
ト
お
よ
び
他
の

哲
学
者
た
ち
の
自
然
法
則
に
関
す
る
顕
著
な
誤
謬
に
つ
い
て
の
簡
潔
な
証
明
暁
と
い
う
論
文
を
書
い
て
、
そ
こ
で
、
ま
ず
、
デ
カ
ル
ト
の
成

果
に
従
っ
て
、
一
ポ
ン
ド
の
物
体
を
四
ヤ
ー
ド
持
ち
上
げ
る
に
要
す
る
力
は
、
四
ポ
ン
ド
の
物
体
を
一
ヤ
ー
ド
持
ち
上
げ
る
に
要
す
る
力
と

等
し
い
と
し
た
う
・
兄
で
、
こ
れ
に
、
ガ
リ
レ
オ
が
明
ら
か
に
し
た
落
下
法
則
（
正
確
に
は
、
そ
れ
か
ら
帰
結
す
る
、
高
さ
”
吻
R
＆
を
適
用

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
者
の
物
体
が
一
ヤ
ー
ド
の
高
さ
か
ら
落
下
す
る
場
合
に
得
る
速
度
を
　
と
す
れ
ば
、
前
者
の
物
体
が
照
ヤ
…
ド
の

高
さ
か
ら
落
下
し
た
場
合
に
獲
得
す
る
速
度
は
二
で
あ
る
と
い
う
結
果
を
引
き
出
し
、
こ
の
場
合
に
保
存
さ
れ
る
の
は
ミ
監
で
あ
る
こ
と

　
　
　
（
6
6
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

を
指
摘
し
た
。
こ
れ
と
同
じ
こ
と
は
同
年
に
執
筆
さ
れ
た
『
形
而
上
学
叙
説
臨
で
も
示
さ
れ
て
い
る
。



　
こ
こ
で
、
物
体
を
持
ち
上
げ
る
の
に
要
す
る
力
と
、
そ
れ
が
落
下
に
よ
っ
て
え
る
§
曳
と
が
等
価
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
、
ラ
イ
プ
ニ

ッ
ツ
が
、
「
力
は
そ
れ
が
産
出
し
う
る
結
果
の
量
に
よ
っ
て
（
こ
の
場
合
は
、
物
体
を
あ
る
高
さ
に
ま
で
持
ち
上
げ
る
仕
事
の
毒
す
な
わ
ち
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

置
エ
ネ
ル
ギ
ー
）
算
定
さ
れ
る
べ
き
」
で
あ
り
、
そ
の
力
は
落
下
に
よ
っ
て
§
㌔
と
し
て
保
存
さ
れ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
ラ

イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
こ
の
こ
と
を
主
張
す
る
の
に
、
「
原
因
の
全
体
と
結
果
の
全
体
と
は
等
価
で
あ
る
」
と
す
る
自
ら
の
「
因
果
同
等
律
」
に

訴
え
て
い
る
。
実
際
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
こ
の
翌
年
の
P
・
ベ
ー
ル
宛
の
書
簡
の
な
か
で
、
カ
ト
ラ
ン
神
父
な
る
人
物
か
ら
う
け
た
こ

の
問
題
に
つ
い
て
の
反
論
に
対
す
る
答
弁
を
展
開
し
、
デ
カ
ル
ト
の
「
運
動
量
保
存
則
」
を
批
判
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
そ
う

い
う
わ
け
で
、
私
は
、
デ
カ
ル
ト
の
原
理
の
代
わ
り
に
、
私
が
最
も
普
遍
的
で
最
も
不
可
侵
な
も
の
と
見
な
す
他
の
自
然
法
則
を
確
立
し
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
原
因
全
体
と
結
果
全
体
と
の
間
に
常
に
完
全
な
同
等
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
」
（
強
調
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
）
。
ラ

イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
こ
の
自
然
法
則
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
、
単
に
、
結
果
は
原
因
に
比
例
す
る
と
い
う
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
、
お
の

お
の
結
果
全
体
は
そ
れ
の
原
因
と
等
価
で
あ
る
と
い
う
こ
と
（
結
果
に
お
け
る
力
は
原
因
に
お
け
る
力
よ
り
も
多
く
も
少
な
く
も
な
い
と
い
う

こ
と
）
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
っ
た
く
「
形
而
上
学
的
な
公
理
」
で
あ
る
が
、
自
然
学
に
適
用
し
う
る
最
も
有
効
な
も
の
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

一
つ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
力
を
幾
何
学
的
計
算
に
還
元
し
う
る
手
段
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
し
た
が
っ
て
、
彼

が
奉
じ
る
「
一
般
的
秩
序
の
原
理
」
と
し
て
の
「
連
続
律
」
の
一
環
を
な
す
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
（
前
述
の
コ
般
的
秩
序
の
原

理
」
す
な
わ
ち
「
連
続
律
」
は
、
同
じ
年
に
公
け
に
表
明
さ
れ
た
）
。
こ
う
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
デ
カ
ル
ト
の
「
運
動
量
保
存
則
㎏
の
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

わ
り
に
自
ら
の
「
力
（
活
力
）
の
保
存
則
」
を
立
て
た
の
で
あ
る
。

　
第
三
節
　
自
然
学
上
の
「
連
続
律
」
と
動
力
学

　
さ
ら
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
自
然
学
に
お
い
て
、
こ
の

用
と
し
て
の
「
（
自
然
学
上
の
）
連
続
律
」
を
立
て
る
。

「
因
果
同
等
律
」
に
加
え
て
彼
の
「
連
続
律
」
の
大
原
則
の
自
然
学
へ
の
直
接
的
適

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
自
然
は
け
っ
し
て
飛
躍
を
な
さ
な
い
偏
の
で
あ
り
、
「
あ
ら
ゆ

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
数
理
と
自
然
の
概
念
と
形
而
上
学
（
下
）

九



暫
学
研
究
　
第
五
酉
八
十
二
号

一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

る
変
化
は
漸
進
的
に
起
こ
り
」
、
門
連
続
律
偏
は
「
飛
躍
を
変
化
か
ら
排
除
す
る
」
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
原
理
に
つ
い
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

は
『
人
間
知
性
新
論
瓢
の
序
文
で
次
の
よ
う
に
断
言
し
て
い
る
。
「
自
然
は
け
っ
し
て
飛
躍
を
な
さ
な
い
と
い
う
の
が
私
の
大
原
則
の
一
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

で
あ
り
最
も
確
証
さ
れ
た
も
の
の
　
つ
で
あ
る
。
そ
れ
を
私
は
連
続
律
と
呼
ん
だ
…
…
」
（
強
調
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
）
。

　
そ
こ
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
こ
れ
ら
の
原
理
に
よ
っ
て
、
「
力
㎏
の
概
念
を
究
明
し
、
『
動
力
学
提
要
』
（
＝
ハ
九
五
年
）
に
お
い
て
、
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

の
よ
う
な
自
然
哲
学
を
展
開
す
る
。
ま
ず
彼
は
、
力
を
能
動
的
な
力
（
≦
ω
8
賦
く
帥
V
と
受
動
的
力
に
分
け
た
う
え
で
、
能
動
的
力
を
さ
ら

に
門
原
初
的
力
（
≦
ω
箕
乙
嫁
毒
ご
と
門
派
生
的
力
（
≦
ω
号
ユ
ぐ
露
ぞ
簿
ご
に
区
劉
す
る
。
こ
の
原
初
応
力
は
、
一
塊
す
な
わ
ち
実
体
箱
形

梢
な
い
し
第
一
エ
ソ
テ
レ
ケ
イ
ア
し
に
あ
た
り
、
こ
れ
が
こ
の
後
に
述
べ
る
よ
う
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
実
体
概
念
を
最
終
的
に
構
成
す
る
。

そ
こ
で
派
生
的
力
は
、
原
初
磁
力
の
制
限
と
し
て
物
体
間
の
獺
克
か
ら
発
し
多
様
な
仕
方
で
現
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
他
方
、
受
動
的
力

の
方
も
原
初
的
な
受
動
的
力
と
派
生
的
な
受
動
的
力
と
に
区
劉
さ
れ
、
前
者
は
、
物
体
の
内
的
な
不
加
入
性
や
抵
抗
能
力
（
惰
性
、
第
　
質

料
V
を
示
し
、
後
者
は
、
そ
の
能
力
が
現
象
藤
で
運
動
に
多
様
化
さ
れ
て
現
れ
る
も
の
（
第
二
質
料
V
と
解
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
ラ
イ
プ
ニ

ッ
ツ
は
、
事
物
の
根
本
的
理
解
に
は
原
初
的
力
が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
し
た
う
え
で
、
し
か
し
そ
れ
は
可
感
的
事
物
の
考
察
に

は
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
認
め
、
動
力
学
は
「
派
生
的
力
」
を
扱
う
も
の
と
し
て
次
の
よ
う
な
「
運
動
」
や
「
力
」
に
関
す
る
思
想

を
提
示
す
る
。

　
そ
れ
に
よ
る
と
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
ま
ず
、
物
体
の
速
度
（
そ
れ
が
方
向
と
と
も
に
算
定
さ
れ
る
場
合
は
コ
ナ
ー
ト
ゥ
ス
〔
8
鎚
ε
ω
〕
と

呼
ば
れ
る
）
に
そ
れ
の
質
豊
（
ヨ
。
一
〇
ω
）
が
か
け
あ
わ
さ
れ
た
も
の
を
イ
γ
ペ
ト
ゥ
ス
（
凶
ヨ
℃
①
ε
ω
）
と
よ
び
、
こ
れ
は
、
蒔
間
経
過
を
含
ま

な
い
前
聞
的
な
量
で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
叢
義
者
の
い
う
運
動
量
（
ミ
黛
）
に
あ
た
る
と
す
る
。
こ
れ
は
、
物
体
が
運
動
へ
と
誘
発
さ
れ
る
だ

け
の
場
舎
、
あ
る
い
は
運
動
の
初
期
に
お
い
て
要
素
的
な
無
隈
小
の
傾
向
を
持
つ
場
舎
に
対
応
す
る
。
し
か
し
、
運
動
状
態
に
あ
る
場
合
に

は
、
無
数
の
要
素
的
傾
向
が
込
め
ら
れ
て
あ
り
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ぽ
こ
れ
が
本
来
の
イ
ン
ペ
ト
ゥ
ス
（
ミ
ミ
ミ
）
で
あ
る
。
そ
こ
で

「
力
」
も
こ
の
こ
と
と
対
応
し
て
考
え
ら
れ
、
物
体
が
運
動
へ
と
誘
発
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
要
素
的
な
段
階
で
持
つ
力
は
「
死
力
（
≦
ω



ヨ
。
二
惹
）
」
と
呼
ば
れ
、
物
体
が
現
実
に
運
動
し
時
間
経
過
と
と
も
に
イ
ン
ペ
ト
ゥ
ス
が
連
続
的
に
重
ね
ら
れ
て
持
つ
力
は
「
活
力
（
≦
ω

・
量
」
と
呼
ば
れ
て
、
・
れ
は
イ
・
で
・
ス
の
積
分
と
考
え
ら
れ
る
（
、
ミ
量
＼
・
・
§
、
）
．
そ
・
で
、
・
イ
ブ
・
・
ツ
に
・
れ
ぽ
、
静

力
学
で
の
力
や
デ
カ
ル
ト
が
い
う
運
動
量
が
示
す
も
の
は
死
力
に
主
な
ら
ず
、
そ
こ
で
は
活
力
は
問
題
に
な
ら
な
い
と
し
、
先
の
自
ら
の
論

証
に
よ
っ
て
、
保
存
さ
れ
る
の
は
こ
の
活
力
で
あ
る
と
し
て
「
活
力
の
保
存
則
」
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
活
力
を
こ
の
よ
う
に
、

連
続
的
に
無
数
の
イ
ン
ペ
ト
ゥ
ス
か
ら
形
成
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
自
ら
の
「
自
然
は
飛
躍
せ
ず
」
と
す
る
「
連
続
律
」
に
符
号
す
る

と
考
え
た
。
な
お
、
自
然
学
に
お
い
て
「
連
続
律
」
は
、
物
体
の
衝
突
に
お
い
て
運
動
の
伝
達
は
飛
躍
な
し
に
お
こ
な
わ
れ
る
と
さ
れ
、
ま

た
前
述
の
よ
う
に
静
止
と
は
無
限
に
遅
い
運
動
に
他
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
も
発
揮
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
自
ら
の
「
因
果
同
等
律
」
と
「
自
然
は
飛
躍
せ
ず
偏
と
い
う
「
連
続
律
」
に
従
い
、
自
ら
論
証
し

た
「
物
体
の
衝
突
」
の
問
題
と
、
物
体
を
持
ち
上
げ
る
場
合
の
仕
事
と
そ
れ
が
落
下
す
る
場
合
に
得
る
結
果
の
同
等
性
か
ら
、
「
活
力
保
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

則
」
を
引
き
出
し
、
こ
れ
が
力
学
の
原
理
で
あ
る
と
み
な
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
の
讐
運
動
量
保
存
則
」
を
退
け
た
。

こ
の
問
題
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
派
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
派
の
論
争
と
し
て
、
物
理
学
上
の
争
点
と
な
り
、
こ
れ
は
、
最
終
的
に
ダ

ラ
ン
ベ
ー
ル
に
よ
っ
て
、
外
力
が
作
用
し
て
い
る
か
否
か
に
よ
る
問
題
と
さ
れ
て
決
着
を
み
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
「
活
力
保

存
則
」
の
提
示
に
よ
っ
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
力
学
を
デ
カ
ル
ト
の
自
然
学
を
超
え
て
押
し
進
め
る
と
と
も
に
、
静
力
学
と
は
異
な
る
動
力

学
の
領
域
と
い
う
も
の
を
定
着
さ
せ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
力
学
に
微
積
分
学
を
適
用
す
る
途
を
設
定
し
、
そ
の
後
の
力
学
の
発
展

に
寄
与
し
た
の
も
事
実
で
あ
る
。

　
第
四
節
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
自
然
哲
学

　
し
か
し
な
が
ら
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
自
身
に
と
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
動
力
学
的
自
然
観
は
、
一
方
で
デ
カ
ル
ト
が
設
定
し
た
幾
何
学
主
義

的
・
機
械
論
的
力
学
や
そ
の
路
線
上
で
岡
じ
時
期
に
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
大
成
し
た
力
学
の
不
十
分
さ
を
知
ら
し
め
る
と
と
も
に
、
他
方
で
『
モ

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
数
理
と
自
然
の
概
念
と
形
而
上
学
（
下
）

二



哲
学
研
究
　
第
五
百
八
十
二
号

一
二

ナ
ド
ロ
ジ
i
』
に
集
約
さ
れ
る
形
而
上
学
的
宇
宙
観
へ
の
徹
底
を
促
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　
第
一
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
デ
カ
ル
ト
主
義
の
幾
何
学
主
義
的
・
機
械
論
的
力
学
に
対
し
て
は
、
そ
の
「
運
動
量
保
存
則
」
を
排
除
す

る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
よ
り
根
本
的
に
、
運
動
は
、
空
間
的
場
所
的
変
化
に
は
帰
着
さ
れ
え
ず
、
延
長
性
と
は
、
活
力
の
基
体
で
あ
る
実
体
が

一
様
に
同
じ
作
用
を
繰
り
返
し
分
散
し
た
結
果
に
他
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
物
体
が
、
延
長
量
と
し
て
把
握

さ
れ
、
運
動
が
速
度
や
方
向
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
は
、
想
像
力
を
軸
と
し
た
、
相
対
的
で
抽
象
的
か
つ
現
象
的
な
理
解
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ

に
対
し
て
、
活
力
は
素
量
と
し
て
絶
対
的
な
性
格
を
お
び
、
し
か
も
過
芸
の
イ
ン
ペ
ト
ゥ
ス
を
内
に
含
み
、
未
来
を
孕
ん
だ
実
在
的
な
「
自

発
性
」
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
デ
カ
ル
ト
・
王
義
の
自
然
観
は
宇
宙
に
つ
い
て
最
も
皮
相
的
な
理
解
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
先
に
『
動
力
学
提
要
紬
に
つ
い
て
の
論
述
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
そ
の
「
活
力
」
も
、
究
極
の
実
在
で
は

な
く
「
原
初
的
力
」
か
ら
派
生
し
、
そ
れ
の
限
定
と
見
な
さ
れ
る
「
派
生
的
力
」
で
あ
り
、
自
然
を
物
理
的
な
「
活
力
」
の
概
念
の
も
と
に

理
解
す
る
立
場
は
、
な
お
も
想
像
力
の
介
入
を
許
す
外
颪
的
で
中
間
的
な
見
方
の
も
の
だ
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
究
極
の
「
原
初
的

力
」
と
は
、
魂
で
あ
り
実
体
的
形
相
で
あ
る
と
こ
ろ
の
精
神
的
実
体
す
な
わ
ち
モ
ナ
ド
と
解
さ
れ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
従
え
ば
、
宇
宙
を

構
成
す
る
究
極
の
実
体
は
、
物
理
学
的
理
解
を
突
破
し
て
把
握
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
生
命
的
・
精
神
的
存
在
な
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
こ
の
よ
う
な
母
地
か
ら
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
は
、
特
に
「
ク
ラ
ー
ク
宛
」
の
書
簡
で
展
開
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
空
間
、

時
間
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
考
え
る
よ
う
な
「
神
の
感
宮
（
ω
①
塁
含
凶
ニ
ヨ
U
9
」
と
し
て
の
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
、
燭
々
の

モ
ナ
ド
の
視
点
に
相
対
的
で
観
念
的
な
、
「
共
存
の
秩
序
（
§
O
a
話
号
ω
o
O
①
圏
ω
欝
一
ざ
霧
ご
、
「
継
起
の
秩
序
（
二
歳
◎
乙
提
起
ω
二
。
8
ω
圃
9
ρ
ω
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

に
他
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
デ
・
ボ
ス
宛
の
書
簡
で
、
人
間
に
と
っ
て
の
物
体
の
現
れ
や
そ
の
秩
序
と
し
て
の
空

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

問
や
時
間
を
、
個
々
の
観
察
者
の
位
置
に
よ
っ
て
異
な
る
「
遠
近
図
法
」
に
例
え
、
こ
れ
に
対
し
て
、
た
だ
　
通
り
し
か
な
い
「
平
面
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

法
」
は
神
の
見
地
の
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
空
間
・
時
聞
に
つ
い
て
の
網
対
的
見
地
と
は
、
デ
カ
ル
ト
の
場
合
の
よ

う
に
、
物
質
に
即
し
て
相
対
的
だ
と
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
燗
々
の
モ
ナ
ド
に
相
対
的
で
観
念
的
な
（
身
体
を
視
点
と
し
て



介
し
た
）
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
、
時
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
よ
う
に
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
稲
対
性
理
論
」
を
本
質
的
に
先

取
す
る
も
の
で
も
な
い
。
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
特
殊
相
対
性
理
論
」
は
「
（
異
な
る
慣
性
系
の
間
の
）
小
時
性
の
相
対
性
」
や
「
運
動

物
体
の
長
さ
の
相
対
性
」
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
ロ
ー
レ
ン
ツ
変
換
を
貫
く
四
次
元
距
離
の
「
不
変
形
式
」
と
い
う
も
の
が

そ
の
理
論
の
客
観
性
を
示
す
も
の
と
し
て
そ
の
内
部
で
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
物
理
学
的
「
活
力
」
の
最
終
的
根
拠
を
精
神
的
存
在

と
し
て
の
「
原
初
智
力
」
に
求
め
、
空
間
・
時
間
を
あ
く
ま
で
個
々
の
モ
ナ
ド
の
視
点
に
依
る
も
の
と
し
て
外
面
的
相
対
的
現
象
の
形
式
と

み
な
す
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
立
場
と
根
本
的
に
異
な
る
。
ま
た
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
一
般
相
対
性
理
論
」
は
時
空
を
物
質
自
体
と
相
即
的

な
も
の
と
み
な
す
も
の
で
あ
り
、
初
め
に
い
っ
た
よ
う
に
デ
カ
ル
ト
の
宇
宙
論
的
自
然
学
の
構
想
に
近
い
も
の
で
あ
る
。

第
三
章
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
宇
宙
観
と
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
』
の
形
而
上
学

　
第
一
節
　
「
最
善
の
世
界
」
の
創
造
と
そ
の
構
造

　
こ
の
よ
う
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
自
然
哲
学
は
、
自
然
の
究
極
の
実
体
を
精
神
的
・
個
体
的
実
体
と
し
て
の
「
モ
ナ
ド
」
に
求
め
る
極
め
て

形
而
上
学
的
な
自
然
哲
学
で
あ
る
。
最
後
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
、
何
故
に
、
自
ら
提
示
し
た
動
力
学
的
自
然
観
で
は
宇
宙
の
理
解
が
不
徹

底
で
あ
る
と
考
え
た
の
か
、
そ
の
よ
う
に
考
え
さ
せ
た
彼
の
形
而
上
学
的
宇
宙
観
と
は
何
な
の
か
、
そ
の
点
を
最
後
に
論
述
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
と
く
に
、
神
に
よ
る
「
宇
宙
の
創
造
と
調
和
」
お
よ
び
「
実
体
概
念
」
に
つ
い
て
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
根
本
思
想

に
関
わ
る
。

　
ま
ず
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ぽ
、
世
界
の
創
造
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
解
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
構
図
を
ふ
ま
え
て
お
か
な
け
れ
ぽ
な
ら

な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
デ
カ
ル
ト
の
「
永
遠
真
理
創
造
説
」
を
排
除
し
て
、
神
の
知
性
に
お
け
る
「
イ
デ
ア
の
領

域
」
を
復
活
さ
せ
た
。
そ
こ
で
神
の
知
性
の
「
可
能
的
世
界
」
に
宿
る
数
学
的
真
理
や
形
而
上
学
的
真
理
は
「
必
然
的
真
理
」
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

こ
れ
は
神
の
意
志
が
左
右
す
る
余
地
の
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
必
然
的
真
理
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
理
性

　
　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
数
理
と
自
然
の
概
念
と
形
而
上
学
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二



哲
学
研
究
　
第
五
百
八
十
二
号

一
四

亡
魂
に
よ
っ
て
も
認
識
可
能
な
仕
方
で
、
単
純
な
「
原
初
的
概
念
」
と
、
そ
れ
を
支
配
す
る
「
矛
盾
律
」
、
な
い
し
そ
れ
の
反
対
が
端
的
に

矛
盾
を
な
す
「
同
一
律
（
同
一
性
命
題
）
」
に
分
解
さ
れ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
と
っ
て
は
、
論
理
法
則
こ
そ
が
あ
ら
ゆ
る
真
理
を
基
礎
づ

け
る
最
も
確
実
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
彼
の
数
理
思
想
は
後
の
「
論
理
主
義
」
の
源
泉
と
な
っ
た
。
し
か
し
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
す
べ

て
の
真
理
が
こ
の
よ
う
な
必
然
的
真
理
に
還
元
さ
れ
る
と
は
考
え
ず
、
現
実
世
界
の
「
事
実
真
理
」
は
、
そ
の
反
対
も
論
理
的
に
は
可
能
な

「
偶
然
真
理
扁
で
あ
り
、
こ
れ
は
矛
盾
律
に
よ
っ
て
は
説
明
で
き
る
も
の
で
は
な
い
が
、
神
の
知
性
に
よ
れ
ば
十
分
な
理
由
に
よ
っ
て
説
明

で
き
る
も
の
と
考
え
た
。
そ
こ
で
要
請
さ
れ
る
の
が
周
知
の
「
何
ご
と
も
理
由
な
し
に
は
存
在
し
な
い
」
と
す
る
「
充
足
理
由
律
」
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
V

（
こ
れ
は
、
原
理
さ
ら
に
は
公
理
と
し
て
早
く
か
ら
採
択
さ
れ
て
い
る
）
。
そ
こ
で
偶
然
真
理
は
、
ま
っ
た
く
純
粋
な
イ
デ
ア
や
神
の
知
性
の

み
な
ら
ず
、
「
最
善
の
世
界
」
を
実
現
す
る
た
め
の
神
の
自
由
な
決
定
（
匹
O
q
⑦
け
）
や
全
宇
宙
の
系
列
の
う
ち
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で

（
8
0
）

あ
る
。

　
し
か
し
、
よ
り
具
体
的
に
そ
の
よ
う
な
「
最
善
の
世
界
扁
は
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
矛
盾
律
と
充
足
理
由
律
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
創
造
さ
れ

る
の
で
あ
る
か
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ぽ
、
ま
ず
、
神
の
知
性
の
対
象
を
構
成
す
る
イ
デ
ア
の
領
域
に
お
い
て
は
神
の
無
限
知
性
に
よ
っ

て
無
限
の
可
能
的
世
界
が
構
成
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
自
ず
か
ら
完
全
性
の
量
に
お
い
て
段
階
づ
け
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
に
よ
れ
ば
、
イ
デ
ア
す
な
わ
ち
本
質
は
、
そ
れ
自
身
、
完
全
性
の
度
合
い
を
含
ん
で
お
り
、
し
た
が
っ
て
「
存
在
へ
の
要
求

（
Φ
×
蒔
①
昌
け
壁
の
×
韓
象
五
三
①
ご
を
伴
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
神
は
、
単
に
可
能
的
本
質
を
包
む
こ
と
で
満
足
せ
ず
、
「
神
的
数

学
あ
る
い
は
形
而
上
学
的
力
学
」
に
従
っ
て
、
最
小
の
消
費
で
最
大
の
成
果
を
実
現
す
べ
く
、
諸
本
質
を
完
全
性
や
善
悪
の
見
地
か
ら
算
定

し
、
ま
た
矛
細
砂
に
従
っ
て
共
斑
蝶
的
な
も
の
と
葬
共
可
能
的
な
も
の
と
を
識
聡
し
て
最
善
の
世
界
を
購
成
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場

合
、
現
実
世
界
を
構
成
す
る
珊
々
の
個
体
（
個
体
的
実
体
、
モ
ナ
ド
）
は
、
そ
れ
を
講
成
す
る
事
象
全
体
が
、
最
善
の
世
界
を
実
現
す
べ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
1
）

予
め
決
め
ら
れ
て
、
こ
の
世
界
に
創
造
さ
れ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
神
学
者
の
間
の
争
点
の
一
つ
と
な
っ
て
き
た
、
い
わ
ゆ
る
「
未
来
の

偶
然
事
」
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
「
中
間
知
（
ξ
ω
o
凶
豊
8
ヨ
。
《
雪
コ
⑦
）
」
や
、
未
来
の
時
点
に
お
け
る
神
の
意
志
の
行
使
に
基
づ
け
る
必
要



は
な
く
、
そ
れ
は
神
の
全
体
岡
時
の
無
限
知
性
に
お
け
る
可
能
的
世
界
に
お
い
て
す
で
に
表
象
さ
れ
て
あ
り
、
事
物
の
源
泉
は
神
の
「
単
純

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
2
）

知
性
知
（
冨
ω
o
凶
Φ
p
o
Φ
血
④
冨
ω
ぎ
豆
①
一
耳
Φ
＝
茜
窪
。
Φ
）
」
に
求
め
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
最
善
の
世
界
が
そ
れ
を
構
成
す
る
個
体
の
全
事
象
に
わ
た
っ
て
神
の
理
性
的
計
算
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
う
え
で
、

そ
の
世
界
が
創
造
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
神
の
意
志
の
「
自
由
な
決
定
」
の
介
入
の
余
地
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
こ
の
こ
と
が
当
然
問
題

と
な
る
。
そ
の
問
題
に
対
す
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
答
え
は
、
こ
の
最
善
世
界
の
建
設
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
自
体
の
う
ち
に
、
神
の
意
志
の
「
自
由

な
決
定
」
な
い
し
神
の
意
志
の
可
能
的
行
使
が
含
ま
れ
て
あ
り
、
そ
れ
が
創
造
に
お
い
て
神
の
「
力
」
に
よ
っ
て
現
実
化
さ
れ
る
の
だ
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
ア
ダ
ム
が
創
造
さ
れ
る
際
に
、
可
能
的
ア
ダ
ム
の
概
念
の
う
ち
に
神
の
自
由
な
決
定
が
可
能
的
な
も
の
と
し
て
含

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）

ま
れ
て
あ
り
、
そ
の
自
由
な
決
定
が
現
実
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
ダ
ム
が
現
実
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
に
よ
れ
ば
、
事
実
真
理
の
偶
然
性
も
、
結
局
は
、
神
の
理
性
に
よ
る
諸
本
質
の
完
全
性
の
考
量
の
結
果
と
み
な
さ
れ
、
神
の
自
由
意
志
の

介
入
も
、
個
体
概
念
の
う
ち
に
包
み
こ
ま
れ
て
理
性
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
と
っ
て
は
、
こ
の
世
界
が
、
ま
ず
神
の
知
性

に
よ
っ
て
「
最
善
の
世
界
」
と
し
て
理
性
的
に
構
築
さ
れ
、
そ
し
て
創
造
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
何
よ
り
も
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
節
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
実
体
概
念
」

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
最
善
の
世
界
の
創
造
の
構
造
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
現
実
世
界
を
構
成
す
る
究
極
の
存
在
で

あ
る
個
体
な
い
し
個
体
的
実
体
す
な
わ
ち
モ
ナ
ド
は
ど
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
ま
ず
、
単
純
で
部
分
を
も
た
ず
、
分
割
を
許
さ

な
い
と
こ
ろ
の
（
「
モ
ナ
ド
し
の
語
源
が
示
す
よ
う
に
）
コ
な
る
も
の
」
で
あ
る
。
こ
の
「
一
な
る
も
の
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
は
、
一
六
八
七
年
の
ア
ル
ノ
ー
宛
の
書
簡
で
、
「
真
に
一
な
る
（
琶
）
存
在
で
な
い
も
の
は
、
真
に
一
な
る
存
在
（
⑪
霞
Φ
）
で
も
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
4
）

い
」
（
強
調
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
）
と
い
い
「
こ
れ
を
私
は
公
理
と
み
な
す
偏
と
い
っ
て
い
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
と
っ
て
は
、
実
体
が
分
割
を

許
さ
ぬ
個
体
饗
す
な
わ
ち
一
性
を
も
つ
こ
と
が
実
体
の
根
本
条
件
な
の
で
あ
る
。
そ
の
条
件
を
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
宇
宙
を
構
成
す
る
あ
ら

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
数
理
と
自
然
の
概
念
と
形
而
上
学
（
下
）

一
五



哲
学
研
究
　
第
五
百
八
十
二
号

｝
六

ゆ
る
実
体
に
求
め
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
こ
の
「
一
な
る
個
体
的
実
体
」
す
な
わ
ち
「
モ
ナ
ド
」
の
う
ち
に
、
そ
れ
に
生
起
す
る
す
べ
て
の
こ
と
が
神

の
最
善
世
界
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
即
し
て
、
宇
宙
全
体
と
の
相
関
の
も
と
に
、
そ
れ
に
独
自
な
法
則
と
と
も
に
込
め
ら
れ
て
あ
る
と
考
え
、
そ

の
こ
と
を
彼
は
、
論
理
的
に
、
個
体
的
実
体
を
主
語
と
す
る
と
、
そ
の
概
念
の
う
ち
に
、
そ
れ
に
生
起
す
る
事
柄
が
す
べ
て
述
語
と
し
て
内

包
さ
れ
て
あ
る
（
鷲
器
臼
o
p
9
ヨ
ヨ
①
珍
雲
ぴ
寄
0
8
）
と
言
い
表
わ
し
た
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
、
「
結
合
法
論
」
や
「
普
遍
的
記
号
法
」
の
観
点
か
ら
、
数
理
思
想
上
の
「
論
理
・
王
義
」
の
元
祖
と
評
価
さ
れ
る
ほ
ど

に
、
論
理
学
を
重
ん
じ
、
そ
の
分
野
で
様
々
な
仕
事
を
手
掛
け
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
彼
は
伝
統
的
な
三
段
論
法
の
論
理
学
の
諸
々

の
判
断
形
式
や
推
論
形
式
を
線
分
を
使
っ
て
記
号
的
に
表
現
し
た
。
ま
た
デ
カ
ル
ト
と
同
時
代
の
ド
イ
ツ
の
数
学
者
で
論
理
学
者
の
ユ
ン
ギ

ウ
ス
の
仕
事
、
特
に
論
理
学
上
の
仕
事
を
高
く
評
価
し
、
そ
れ
を
検
討
し
論
理
学
の
拡
大
を
試
み
た
。
ユ
ソ
ギ
ウ
ス
は
、
彼
の
著
書
で
、
古

典
的
な
三
段
論
法
の
主
語
・
述
語
形
式
に
は
収
ま
ら
な
い
様
々
な
推
論
形
式
（
例
え
ば
、
ダ
ヴ
ィ
デ
は
ソ
ロ
モ
ン
の
父
で
あ
る
。
故
に
ソ
ロ
モ

ン
は
ダ
ヴ
ィ
デ
の
息
子
で
あ
る
、
と
い
っ
た
関
係
の
換
位
に
基
づ
く
推
論
）
を
列
挙
し
、
そ
の
場
合
の
推
論
の
妥
当
性
が
あ
る
種
の
記
号
操
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
5
）

に
依
拠
す
る
こ
と
を
見
抜
い
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
そ
の
点
を
、
彼
の
「
普
遍
的
記
号
法
」
の
見
地
か
ら
高
く
評
価
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
自
身
も
、
古
典
的
三
段
論
法
に
収
ま
ら
な
い
関
係
的
表
現
の
検
討
を
お
こ
な
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
着
想
や
検
討
も
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
、
根
本
的
な
形
而
上
学
的
実
体
概
念
に
基
づ
く
「
述
語
は
す
べ
て
喪
語

に
内
在
す
る
」
と
い
う
論
理
的
原
劉
を
崩
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
は
、
例
え
ば
「
パ
リ
ス
は
ヘ
レ
ナ
を
愛
し
て
い
る
」
と
い
う
命
題
を
取

り
あ
げ
、
こ
の
命
題
で
は
「
愛
し
て
い
る
」
と
い
う
表
現
が
、
二
つ
の
主
体
の
問
の
「
関
係
」
を
示
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合

は
、
述
語
の
主
語
に
お
け
る
内
在
が
成
立
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
留
意
し
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
提
示
し
た
の

は
、
こ
の
命
題
は
、
「
パ
リ
ス
は
愛
し
て
い
る
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
（
⑦
O
も
ω
O
）
ヘ
レ
ナ
は
愛
さ
れ
て
い
る
（
あ
る
い
は
、

「
パ
リ
ス
は
愛
し
て
い
る
、
ヘ
レ
ナ
が
愛
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
」
）
と
い
う
二
つ
の
主
語
・
述
語
形
式
の
命
題
で
表
現
で
き
る
、
と
す



　
　
　
　
（
8
6
）

る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
黒
い
直
し
て
も
、
「
そ
の
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
」
と
い
う
連
結
詞
の
表
現
が
「
関
係
」
を
表
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
7
）

お
り
、
最
初
の
命
題
が
二
つ
の
独
立
な
主
語
・
述
語
形
式
の
命
題
に
還
元
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
こ
れ
と
岡
じ
よ
う

な
関
係
的
表
現
を
取
り
あ
げ
て
、
同
じ
よ
う
な
工
夫
を
し
て
、
そ
れ
を
主
語
・
述
語
形
式
で
表
現
し
な
お
そ
う
と
し
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、

成
功
し
て
は
い
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
、
重
要
な
の
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
、
そ
れ
ら
の
関
係
的
表
現
に
着
目
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
彼
が
「
関
係
の

論
理
学
」
を
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
ど
で
は
な
く
、
逆
に
、
彼
が
、
あ
え
て
、
す
べ
て
の
表
現
を
論
理
的
に
も
、
主
語
・
述
語
形
式
に

包
み
込
も
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
「
関
係
」
と
い
う
も
の
の
特
殊
性
に
気
付
き
つ
つ
も
、
そ
れ
を
「
述
語
の
主
語

（
個
体
的
実
体
）
へ
の
帰
属
」
と
い
う
彼
の
根
本
的
思
想
に
従
属
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
論
理
思
想

を
解
す
る
こ
と
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
、
述
語
の
主
語
に
対
す
る
完
全
な
帰
属
を
求
め
、
他
の
存
在
と
の
関
係
的
属
性
を
、
そ
の
表
現
形
式

か
ら
排
除
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
考
え
る
個
体
的
実
体
す
な
わ
ち
モ
ナ
ド
は
そ
の
概
念
の
う

ち
に
全
宇
宙
と
の
相
関
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
個
体
的
実
体
を
構
成
す
る
述
語
の
系
列
は
す
べ
て
他
の
存
在
や
宇
宙
全
体
と

の
関
係
を
も
つ
。
し
か
し
、
そ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
と
っ
て
は
、
主
語
と
し
て
表
現
さ
れ
る
単
純
な
統
一
体
と
し
て
の

個
体
的
実
体
が
絶
対
的
に
措
定
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
ず
、
そ
の
実
体
す
な
わ
ち
・
王
語
に
関
わ
る
事
象
は
す
べ
て
そ
の
実
体
に
帰
属
し
内
在
す

る
述
語
と
い
う
仕
方
で
理
解
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
関
係
的
属
性
は
、
そ
の
よ
う
な
基
本
的
枠
組
み
か

ら
す
る
と
存
在
論
的
に
希
薄
な
も
の
と
み
な
さ
れ
、
実
体
の
構
造
を
端
的
に
表
現
す
る
主
語
・
述
語
形
式
に
従
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
ラ
イ
プ
ニ
ヅ
ツ
は
個
体
的
実
体
す
な
わ
ち
モ
ナ
ド
と
そ
れ
に
関
す
る
全
事
象
と
を
論
理
的
に
、
実
体
を
示
す
主
語
に
事
象
を

示
す
述
語
が
内
在
し
て
い
る
も
の
と
解
し
、
そ
の
実
体
の
現
実
世
界
で
の
展
開
は
、
主
語
に
内
在
し
て
い
る
述
語
が
顕
現
す
る
こ
と
で
あ
る

と
み
な
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
実
体
が
現
実
世
界
で
展
開
す
る
事
実
真
理
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
充
足
理
由
律
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
数
理
と
自
然
の
概
念
と
形
而
上
学
（
下
）

一
七
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と
考
え
た
。
し
か
し
、
そ
の
事
実
真
理
の
充
足
理
由
律
に
よ
る
根
拠
づ
け
は
、
そ
れ
が
最
善
世
界
の
実
現
の
た
め
に
全
宇
宙
と
関
わ
る
が
ゆ

え
に
無
際
限
の
系
列
に
及
ぶ
。
こ
れ
は
、
永
遠
真
理
や
形
而
上
学
的
真
理
の
よ
う
な
必
然
的
真
理
の
場
合
と
違
っ
て
、
人
聞
の
認
識
の
及
ぶ

も
の
で
は
な
い
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
こ
の
点
を
し
ば
し
ば
、
事
実
真
理
が
含
む
無
限
の
系
列
を
無
理
数
の
無
限
展
開
に
な
ぞ
ら
え
、
必
然
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
8
）

真
理
の
方
を
有
理
数
に
な
ぞ
ら
え
る
。
こ
こ
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
数
理
概
念
が
象
徴
的
に
使
わ
れ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
自
身
が
発
見
し
た
、

何
度
も
言
及
す
る
無
理
数
§
の
級
数
表
現
は
、
無
限
に
展
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
｝
定
の
関
係
の
も
と
に
お
い
て
で
あ
る
。

個
体
的
実
体
を
構
成
す
る
無
限
の
述
語
の
展
開
も
、
こ
れ
と
岡
様
に
、
そ
れ
に
固
有
の
法
則
の
も
と
で
の
無
限
の
系
列
を
な
す
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
こ
で
神
の
無
限
知
性
は
、
そ
の
無
限
展
開
の
全
体
を
」
挙
に
直
観
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
真
理
の
充
足
理
由
律
に
よ
る

根
拠
づ
け
は
そ
の
よ
う
な
神
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
単
純
実
体
す
な
わ
ち
モ
ナ
ド
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
は
、
究
極
的
に
精
神
的
実
体
で
あ
る
。
前

述
の
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
自
然
哲
学
に
よ
れ
ば
、
物
理
現
象
を
統
括
す
る
原
理
は
「
活
力
保
存
の
法
則
」
と
考
え
ら
れ
る
が
、
「
活

力
」
と
は
「
派
生
高
力
」
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
「
魏
」
す
な
わ
ち
「
実
体
的
形
相
」
に
他
な
ら
な
い
讐
原
初
高
力
」
が
綱
限
さ
れ
外
面

的
に
現
象
面
で
現
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
「
活
力
偏
は
「
死
力
」
と
異
な
り
、
過
表
の
時
間
経
過
に
お
い
て
積
分
さ
れ
た
無
限
の
イ
ソ
ペ

ト
ゥ
ス
を
含
み
未
来
へ
の
「
力
能
」
を
も
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
「
活
力
」
の
性
格
は
最
終
的
に
、
華
墨
的
な
「
原
初
的

力
」
と
し
て
の
「
精
神
的
実
体
旧
す
な
わ
ち
「
モ
ナ
ド
」
が
限
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
そ
れ
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
精
神
的

実
体
と
し
て
の
モ
ナ
ド
の
内
的
原
理
を
構
成
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
第
一
に
、
単
一
な
も
の
が
「
多
」
を
包
み
込
み
、
「
多
」
を
「
表

現
」
す
る
「
表
象
（
℃
①
弓
o
o
質
ぼ
○
霞
）
」
で
あ
り
、
第
二
は
、
そ
の
表
象
を
推
進
す
る
「
欲
求
（
磐
忌
葺
圃
。
巳
」
で
あ
る
。
宇
憲
を
構
成
す
る

モ
ナ
ド
は
す
べ
て
こ
の
二
つ
を
内
的
原
理
と
し
て
も
っ
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
「
魂
」
と
解
さ
れ
る
（
た
だ
し
、
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
は
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ン
騙
で
は
、
狭
義
で
は
、
記
憶
を
も
つ
も
の
の
み
を
「
魂
」
と
呼
ぶ
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
、
必
然
的
真
理
を
認

識
す
る
能
力
と
し
て
の
理
性
が
付
け
加
わ
る
と
理
性
的
曝
す
な
わ
ち
人
間
の
精
神
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
聞
精
神
は
反
省
行
為
が
可
能



に
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
9
）

自
己
や
神
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
）
。

　
第
三
節
　
モ
ナ
ド
と
宇
宙
の
表
象

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
個
体
的
実
体
す
な
わ
ち
モ
ナ
ド
が
そ
の
内
に
無
限
な
系
列
を
有
し
宇
宙
全
体
と
相
関
関
係
に
あ
る
と
し
て
も
、
そ

れ
だ
け
な
ら
ば
、
文
字
通
り
に
、
「
窓
を
も
つ
こ
と
な
く
」
、
外
の
宇
宙
と
ま
っ
た
く
関
係
し
な
い
と
考
え
ら
れ
か
ね
な
い
。
そ
の
点
で
重
要

な
の
が
「
（
有
機
的
）
身
体
」
と
い
う
も
の
の
役
割
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
魂
と
し
て
の
モ
ナ
ド
の
お
の
お
の
に
は
そ
れ
に

固
有
の
身
体
が
あ
て
が
わ
れ
て
あ
り
、
モ
ナ
ド
は
そ
の
身
体
を
介
し
て
宇
宙
を
表
出
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
は
『
デ
・
フ
ォ
ル
ダ
ー
宛
の
書
簡
』
で
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
「
物
塊
が
多
く
の
実
体
を
含
む
寄
せ
集
め
で
あ
る
と
想
定
し
て
も
、

そ
こ
に
は
一
つ
の
優
越
的
な
実
体
、
す
な
わ
ち
第
一
の
エ
ソ
テ
レ
ケ
イ
ア
に
よ
っ
て
生
命
が
与
え
ら
れ
た
も
の
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
し
か
も
私
は
、
モ
ナ
ド
す
な
わ
ち
完
全
な
単
純
実
体
に
お
い
て
は
、
そ
の
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
に
、
有
機
的
身
体
を
な
す
物
塊
全
体
に
わ

た
る
原
初
的
受
動
力
の
み
を
結
び
つ
け
て
お
り
ま
す
」
。
そ
う
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
「
完
全
な
モ
ナ
ド
」
と
い
う
も
の
を
、
第
一
エ
ン
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
0
）

レ
ケ
イ
ア
す
な
わ
ち
魂
と
、
第
一
質
料
な
い
し
原
初
的
受
動
力
す
な
わ
ち
有
機
的
身
体
を
構
成
す
る
も
の
と
か
ら
な
る
と
考
え
る
。
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
は
同
じ
書
簡
で
、
「
原
初
的
能
動
力
と
原
初
的
受
動
力
を
備
え
た
実
体
自
体
、
そ
れ
は
、
〈
我
（
Φ
ひ
q
。
）
〉
と
か
そ
れ
に
類
し
た
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
1
）

す
が
、
そ
れ
を
私
は
不
可
分
す
な
わ
ち
完
全
な
モ
ナ
ド
と
見
な
し
ま
す
」
と
い
う
。
『
動
力
学
提
要
』
の
と
こ
ろ
で
、
原
初
的
能
動
沖
す
な

わ
ち
魂
と
と
も
に
触
れ
ら
れ
た
「
原
初
的
受
動
力
」
と
い
う
の
は
し
た
が
っ
て
、
魂
に
と
っ
て
の
有
機
的
身
体
を
結
果
す
る
も
の
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
宇
宙
の
創
造
の
構
図
に
戻
っ
て
い
え
ぽ
、
神
は
最
善
世
界
の
実
現
の
た
め
に
個
体
的
実
体
の
概
念
を
構
成
し
た

あ
と
、
そ
れ
の
創
造
に
際
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
第
一
質
料
す
な
わ
ち
原
初
的
受
動
力
を
付
与
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
身
体
を
与
え
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
体
的
実
体
の
存
在
は
現
実
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
そ
こ
で
、
そ
の
身
体
は
物
質
で
充
満
し
た
宇
宙
全
体
と
連
結
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
で
宇
宙
全
体
を
表
象
し
て
い
る

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
数
理
と
自
然
の
概
念
と
形
而
上
学
（
下
）

一
九
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二
〇

の
で
あ
り
、
魏
は
、
そ
の
身
体
が
特
別
に
自
分
に
属
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
身
体
を
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
宇
宙
全
体
を
表
出
す
る

　
　
（
9
2
）

と
考
え
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
こ
の
よ
う
に
、
魂
は
、
身
体
を
視
点
と
し
て
、
そ
れ
に
よ
る
遠
近
の
も
と
で
全
宇
宙
を
表
出
す
る
と
考
え

る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
宇
宙
の
諸
実
体
の
間
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
と
身
体
と
の
聞
、
と
く
に
身
体
と
魂
と
い
う
実
体
の
聞

に
実
在
的
な
因
果
作
用
は
な
い
と
・
蕊
張
す
る
。
彼
は
、
個
々
の
単
純
実
体
は
、
そ
れ
に
固
有
の
法
則
に
従
っ
て
活
動
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ

ら
の
展
開
の
問
に
は
実
在
的
影
響
関
係
は
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
モ
ナ
ド
は
窓
を
も
た
な
い
」
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
原
初
的
能
動
力
と
し
て
の
魂
と
身
体
と
の
関
係
は
ど
う
考
え
ら
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
魂
の
方
が
身
体
に
お
い
て
は
混
雑
し

た
状
態
で
し
か
存
在
し
な
い
表
象
を
自
ら
の
観
念
に
従
っ
て
よ
り
判
明
に
持
つ
と
い
う
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
身
体
が

宇
宙
全
体
か
ら
受
け
る
触
発
に
従
っ
て
行
う
表
象
よ
り
も
、
魂
が
身
体
を
介
し
て
自
ら
の
観
念
に
従
っ
て
お
こ
な
う
表
象
の
方
が
判
明
で
あ

り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
魂
は
身
体
に
対
し
て
能
動
的
た
り
う
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
魂
は
身
体
に
対
し
て
「
支
配
的
モ
ナ

ド
」
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
間
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
予
定
調
和
説
」
で
説
明
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
魂
は
一
方
で
、
身
体
を
伴
い
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
宇
憲
に
対
す
る
視
点
と
い
う
も
の
を
も
っ
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
が
、
他
方
で
、
そ
の
視
点
を
介
し
て
表
象
す
る
の
は
あ
く
ま
で
魂
で
あ
り
、
魂
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
て
あ
る
観
念
に
よ
っ
て
で

あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
単
純
実
体
と
し
て
の
モ
ナ
ド
は
他
か
ら
の
実
在
的
影
響
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
そ
の
自
律
性
を
確
保

さ
れ
て
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ぽ
、
モ
ナ
ド
（
と
く
に
今
の
場
合
、
理
性
的
魂
と
し
て
の
人
間
精
神
）
は
、
全
宇
宙
と
連
結
し
た

身
体
を
媒
介
と
し
、
そ
れ
の
変
状
を
契
機
と
し
て
、
自
ら
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
て
あ
る
観
念
に
従
っ
て
宇
宙
全
体
を
表
象
す
る
。
そ
の
宇
宙

と
は
、
物
質
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
釜
る
ま
で
、
無
数
の
モ
ナ
ド
に
満
ち
た
世
界
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ユ
ッ
ツ
に
よ
れ
ぽ
「
物
質
の
ど
の
小
さ
な
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
）

に
も
、
被
造
物
の
世
界
、
生
物
、
動
物
、
エ
ソ
テ
レ
ケ
イ
ア
、
魂
の
世
界
が
あ
り
」
、
物
質
の
お
の
お
の
の
部
分
が
宇
宙
全
体
を
表
出
す
る



こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
モ
ナ
ド
μ
ジ
ー
の
有
名
な
表
現
に
よ
れ
ば
、
「
物
質
の
ど
の
部
分
も
、
草
木
に
満
ち
た
庭
と
か
魚
で
い
っ
ぱ
い

の
池
の
よ
う
な
も
の
と
理
解
で
き
る
」
の
で
あ
り
、
し
か
も
「
草
木
の
ど
の
小
枝
も
、
ま
た
動
物
の
ど
の
肢
体
も
、
そ
の
体
液
の
ど
の
　
滴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
4
）

も
な
お
、
そ
の
よ
う
な
庭
と
か
池
な
の
で
あ
る
」
。
こ
の
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
こ
の
現
実
世
界
を
重
層
的
な
入
れ
子
型
を
し
た
有

機
体
に
満
ち
満
ち
た
世
界
と
考
え
る
。
こ
の
モ
ナ
ド
の
世
界
は
し
た
が
っ
て
、
根
本
的
に
延
長
性
や
分
割
の
可
能
性
を
超
え
た
生
命
的
世
界

で
あ
る
。
そ
の
世
界
に
つ
い
て
の
動
力
学
的
理
解
と
は
、
モ
ナ
ド
す
な
わ
ち
原
初
磁
力
の
限
定
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
の
派
生
的
形
態
に
他
な

ら
な
い
「
活
力
」
に
基
づ
く
現
象
的
理
解
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
幾
何
学
的
延
長
性
」
に
基
づ
く
自
然
の
理
解
は
、
そ
の
活
力
も
骨
抜
ぎ
に

さ
れ
た
よ
り
抽
象
的
な
現
象
的
理
解
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
、
宇
宙
の
理
解
す
な
わ
ち
表
象
は
、
人
間
精
神
の
方
か
ら
い
え
ば
、
ま
ず
、
自

然
学
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
、
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
よ
う
な
、
最
も
抽
象
的
で
外
面
的
な
「
延
長
性
」
の
も
と
で
の
理
解
を
排
し
て
、
「
派
生
的

力
」
と
し
て
の
「
活
力
」
に
基
づ
く
「
動
力
学
」
的
理
解
を
と
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
つ
い
で
、
そ
の
根
源
的
な
理
解
と
し
て
は
、
「
活
力
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

も
と
つ
く
現
象
的
理
解
を
超
え
て
、
そ
れ
を
良
く
根
拠
づ
け
る
も
の
と
し
て
の
モ
ナ
ド
の
実
体
の
世
界
の
判
明
な
表
象
に
至
ら
な
け
れ
ぽ
な

ら
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
人
間
精
神
は
、
単
に
「
魂
」
と
し
て
「
被
造
物
の
宇
宙
の
生
き
た
鏡
な
い
し
似
姿
」
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、

「
宇
宙
の
体
系
を
知
り
、
そ
れ
を
建
築
術
上
の
標
本
を
頼
り
に
い
く
ぶ
ん
か
模
倣
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
が
ゆ
え
に
、
「
神
ぞ
の
も
の
、
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
5
）

る
い
は
自
然
の
作
者
そ
の
も
の
の
似
姿
」
た
り
う
る
の
で
あ
り
、
「
神
と
の
一
種
の
交
際
関
係
に
入
り
う
る
」
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
自
然
哲
学
に
お
い
て
は
、
人
聞
は
、
自
然
の
動
力
学
的
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
現
象
的
理
解
に
と
ど
ま
ら
ず
、

精
神
的
実
体
と
し
て
の
モ
ナ
ド
の
宇
宙
の
判
明
な
表
象
に
ま
で
至
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
考
え
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
を
望
み
う

る
と
考
え
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
そ
の
数
理
概
念
に
お
い
て
は
、
無
限
に
展
開
す
る
記
号
的
認
識
を
発
展
さ
せ
、
そ
れ
は
対
象
そ
の
も
の

を
表
出
し
て
い
る
と
考
え
た
。
そ
の
場
合
、
そ
の
対
応
関
係
の
根
拠
は
神
の
無
限
知
性
に
求
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
宇
宙
の
理
解
に
お

い
て
は
、
世
界
は
無
数
の
モ
ナ
ド
か
ら
な
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
幾
何
学
的
・
動
力
学
的
理
解
を
こ
え
て
、
モ
ナ
ド
の
宇
宙
体
系
を
判
明
に

表
象
す
る
こ
と
が
希
求
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
こ
と
の
意
義
と
根
拠
は
神
の
無
限
能
力
に
よ
る
最
善
の
豊
穣
な
世
界
の
建
設
に
求
め
ら
れ

ラ
イ
プ
ニ
ヅ
ツ
に
お
け
る
数
理
と
自
然
の
概
念
と
形
而
上
学
（
下
）

一
＝
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ニ
ニ

た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
思
想
体
系
は
、
「
漏
し
て
、
神
の
無
限
知
性
と
無
限
能
力
の
形
而
上
学
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

　　　　　　　　　　　　　　　　La　metaphysique　de　Leibniz

et　ses　conceptions　des　math6matiques　et　de　la　physique
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（suite）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Par

　　　　　　　　　　　　　　　Michio　KoBAyAsHi

Professeur　d’histoire　moderne　de　la　philosophie　occidentale

　　　　　　　　Institut　des　lettres，　Universite　de　Kyoto

　　Apres　avoir　analyse　la　conception　leibnizienne　des　mathematiques　dans　le

numero　prec6dent，　nous　cominencerons　dans　ce　num6ro　par　traiter　du　sens　et　de　la

structure　de　la　m6taphysique　qui　fonde　“la　loi　de　continuit6”　jouant　un　r61e

d6terminant　dans　la　justification　du　calcul　infinitesimal　et　de　la　notion　de　“limite”．

　　Nous　procederons　ensuite　dans　le　deuxieme　chapitre　aux・　analyses　de　la　philoso－

phie　naturelle　de　Leibniz．　Dans　ce　chapitre，　apres　avoir　pr6sente　dans　la　premiere

section　quelques　id6es　particulieres　a　la　premiere　pensee　de　sa　philosophie　natur－

elle，　nous　traiterons　dans　la　deuxibme　section　de　la　forniation　du　“principe　de　la

conservation　de　la　force　vive　（vis　viva）”　chez　lui　et　de　sa　conception　de　la

causalite　qu’il　fait　intervenir　dans　son　systeme　philosophique　et　definit　comme

equivalence　parfaite　entre　cause　et　effet．　En　outre，　dans　la　troisieme　section，　nous

consid6rerons　son　id6e　de　“la　loi　de　continuit6”　dans　son　application　a　la　physique，

a　travers　le　postulat　que：“La　nature　ne　fait　jamais　des　sauts”．　Nous　tacherons　de

mettre　en　lumiere　la　structure　de　son　systeme　dynamique．　Et　dans　la　derniere

section　de　ce　chapitre，　nous　soulignerons　que　la　dynamique　n’est　pas　le　point

terminal　et　definitif　de　la　conception　de　la　nature　chez　Leibniz，　mais　qu’il　faut　selon

luj　aboutir　a　travers　la　conception　dynamique　de　la　nature　au　systeme　de　la

“monadologie”　de　1’univers，　bas6　sur　la　notion　de　“force　primitive　（vis　primitiva）　”．

　　Dans　le　troisieme　et　dernier　chapitre，　nous　tacherons　d’analyser　la　conception

ultime　de　1’univers　chez　Leibniz　et　son　systeme　metaphysique　de　la　monadologie．
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Ce　chaPitre　se　divise　en　trois　sections．　Dans　la　premibre　section，　hous　analyserons

sa　conception　de　la　cr6ation　divine　du　“meilleur　monde”，　en　remarquant　surtout　qu’

il　la　congoit　cornme　constitution　rationnelle　par　Dieu　，　tout　en　admettant　1’interven－

tion　du　“decret　libre”　de　celui－ci．　Ensuite．　dans　la　deuxierne　section．　nous　nous
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　一L一一一w　一一　一w－4＃sv一一一v　w－vviv一一｝

attaquerons　a　la　notion　lelbnizienne　de　substance　qui　se　base　fondamentalement

sur　“1’unicite”　et　qui　doit　s’exprimer　logiquement　par　：　“Praedicatum　inest　sub－

jecto”．　Enfin，　nous　terminerons　ce　chapitre　par　1’explicitation　des　relations　entre

les　“monades”　et　1’univers　et　par　celle　de　la　structure　de　leur　perception　de　celui－

ci，　en　examinant　le　statut　et　la　fonction　du　corps　organique　congu　comme　appar－

tenant　a　chaque　monade　dans　la　perception　de　1’univers．

Appearance　of　the　Doxographies　and　Jaina　Perspectivism
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　lndia

　　Akihil〈o　AKAMATsu

Professor　of　lndian　Philosophy

　Graduate　School　of　Letters

　　　　　　Kyoto　University

　　The　aim　of　this　paper　is　to　discuss　how　philosophers　in　ancient　lndia　recognized

their　own　modes　of　thinl〈ing　about　things　by　themselves　self－consciously，　and　how

they　estimated　such　self－reflexive　attitudes　of　themselves．　As　is　well　1〈nown，

Aristotle　talked　about　the　first　philosophers　in　his　Metaphysics．　When　he　talked

about　“those　who　first　formed　the　systems　of　philosophy，”　he　made　reference

retrospectively　to　the　beginning　of　phi｝osophy　among　the　Greeks，　but　he　might　be

simultaneously　aware　that　it　was　when　philosophy　just　began　as　a　science．

Therefore，　we　will　be　allowed　to　say　that　philosophy　itself，　intimately　related　to

the　consciousness　of　＃he　beginning，　could　be　a　peculiarity　of　the　Greel〈s．　But，　if

“philosophy一”　as　such　is　considered　as　a　characteristic　method　of　self－understand－

ing　of　the　Greeks，　it　will　be　possible　to　consider　a　traditional　lndian　attitude　of　self

－understanding　as　being　“philosophical”．

　　This　attitude　is　obviously　reflected　in　lndian　doxographic　literature．　The　doxo－

graphie　is　a　1〈ind　of　historiography　of　philosophy，　typical　one　of　which　is　shown　in

the　first　book　of　the　fi’letaPhysics　of　Aristotle，　in　・European　context．　The　traditional

Indian　“doxographie，”　however，　summarizes　and　classifies　various　philosophica1

2


