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部
分
の
優
先
性
と
分
割
不
可
能
性
―
ス
ピ
ノ
ザ
『
エ
チ
カ
』
第
一
部
定
理
一
二
を
中
心
に

立た
ち
ば
な花　

達た
つ
や也

（
大
阪
大
学
）

序　

文

部
分
と
全
体
に
つ
い
て
の
考
え
方
（
メ
レ
オ
ロ
ジ
ー
）
は
明
に
暗
に
重
要
で
あ

り
続
け
て
き
た
。
何
が
も
っ
と
も
基
礎
的
で
あ
る
の
か
、
事
物
に
お
い
て
通
時
的

に
変
化
す
る
も
の
は
何
な
の
か
、
あ
る
も
の
は
他
の
も
の
と
比
べ
て
よ
り
統
一
的

で
あ
る
と
言
え
る
の
か
、
等
々
と
い
っ
た
哲
学
的
な
議
論
に
は
、
部
分
と
全
体
と

い
う
基
礎
概
念
と
そ
の
あ
い
だ
の
関
係
が
つ
ね
に
関
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
に
端
を
発
す
る
ス
コ
ラ
哲
学
に
お
け
る
様
々
な
対
立
や
、
形
相

と
し
て
の
魂
を
人
間
の
形
而
上
学
的
な
部
分
と
し
て
と
ら
え
る
議
論
に
つ
い
て
は

措
く
と
し
て
も
、
デ
カ
ル
ト
や
ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
と
い
っ
た
十
七
世
紀
の
哲
学
者
に

と
っ
て
も
、
物
質
の
部
分
の
ス
テ
ー
タ
ス
は
い
か
な
る
も
の
か
、
そ
し
て
部
分
か

ら
全
体
は
い
か
に
し
て
構
成
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
問
題
で
あ
り
続
け
た）

1
（

。

本
稿
で
扱
う
ス
ピ
ノ
ザ
は
『
エ
チ
カ）

2
（

』
に
お
い
て
、
物
質
的
実
体
は
唯
一
で
あ
り

か
つ
分
割
で
き
な
い
と
い
う
極
端
に
見
え
る
立
場
を
表
明
し
て
い
る
が
、
そ
う
し

た
主
張
も
ま
た
メ
レ
オ
ロ
ジ
ー
に
関
す
る
様
々
な
文
脈
の
上
で
切
実
に
な
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
し
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
跡
付
け
る
よ
う
努
力
す
べ
き
だ
ろ

う
。
本
稿
は
そ
の
た
め
の
準
備
と
し
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
テ
ク
ス
ト
に
よ
り
密
着
し

て
メ
レ
オ
ロ
ジ
ー
を
理
解
す
る
一
つ
の
試
み
で
あ
る
。

こ
の
論
文
で
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
部
分
と
全
体
と
い
う
基
礎
概
念
に
関
す

る
あ
る
一
般
的
見
解
を
批
判
的
に
検
討
す
る
。
そ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ

は
全
体
と
部
分
に
つ
い
て
語
る
際
に
、
全
体
が
部
分
に
依
存
す
る
こ
と
を
自
明
視

し
て
い
る
と
さ
れ
る）

3
（

。
だ
が
実
際
の
と
こ
ろ
、『
エ
チ
カ
』
の
な
か
に
は
部
分
の

優
先
性
が
成
り
立
た
な
い
よ
う
に
見
え
る
個
所
が
い
く
つ
か
あ
る
。
た
と
え
ば
、

無
限
な
も
の
が
部
分
を
も
っ
て
い
る
と
さ
れ
た
り
、
個
体
が
部
分
を
変
化
さ
せ
つ

つ
も
そ
れ
自
体
を
同
一
に
と
ど
め
た
り
、
人
間
の
力
能
が
神
あ
る
い
は
自
然
の
力

能
の
一
部
で
あ
る
と
さ
れ
た
り
す
る）

4
（

。
こ
う
し
た
事
例
は
い
ず
れ
も
、
部
分
の
優

先
性
を
仮
定
す
る
と
矛
盾
を
生
む
と
考
え
ら
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈

で
は
し
ば
し
ば
、
部
分
を
虚
構
的
に
解
釈
す
る
こ
と
で
矛
盾
を
回
避
す
る
と
い
う

道
が
採
ら
れ
る）

5
（

。
だ
が
し
か
し
、
そ
も
そ
も
部
分
の
優
先
性
を
ス
ピ
ノ
ザ
に
帰
す
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る
の
は
正
当
な
の
か
。
こ
の
前
提
が
問
い
に
付
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ

の
メ
レ
オ
ロ
ジ
ー
に
対
し
て
異
な
る
仕
方
で
一
貫
性
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
。

た
し
か
に
ス
ピ
ノ
ザ
は
、「
部
分
か
ら
合
成
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
合
成
諸
部
分

は
、
本
性
上
な
ら
び
に
認
識
上
、
合
成
さ
れ
た
も
の
に
優
先
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
述
べ
て
い
る
（Ep. 35

）。
と
は
い
え
、
そ
の
内
実
は
必
ず
し
も
明
確
で
は

な
い
。
本
稿
で
は
、
部
分
の
優
先
性
を
自
明
視
す
るM

átyási

（2020

）
に
な
ら

い
、
さ
し
あ
た
り
次
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
る
こ
と
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し

あ
る
全
体
が
あ
る
諸
部
分
か
ら
合
成
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
全
体
を
概
念
す
る

た
め
に
は
そ
の
諸
部
分
を
概
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
で
は
こ
れ
をPP

（Priority of Parts

）
と
略
記
す
る）

6
（

。
詳
し
く
は
第
二
節
で
論
じ
る
が
、PP

を
ス
ピ

ノ
ザ
の
あ
る
種
の
公
理
と
し
て
み
な
し
う
る
典
拠
は
複
数
存
在
し
て
い
る
。

し
か
し
『
エ
チ
カ
』
に
限
る
な
ら
ば
、PP

を
読
み
取
り
う
る
の
は
た
っ
た
一

箇
所
し
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、E1P12D

で
あ
る
。
そ
の
命
題
に
よ
れ
ば
、「
そ

れ
に
よ
っ
て
実
体
が
分
割
さ
れ
う
る
こ
と
が
帰
結
す
る
よ
う
な
い
か
な
る
実
体
の

属
性
も
概
念
さ
れ
え
な
い
」。
実
体
の
分
割
不
可
能
性
に
関
す
る
こ
の
定
理
（
お

よ
び
後
続
のE1P13

）
か
ら
、
た
と
え
ば
ギ
ゴ
ン
と
い
う
研
究
者
は
、（
実
体
と
し

て
の
）
自
然
は
分
割
不
可
能
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
メ
レ
オ
ロ
ジ
カ
ル
に
単
純
で

あ
る
こ
と
を
導
い
て
い
る
。
全
体
は
そ
の
部
分
な
し
に
在
り
え
ず
ま
た
考
え
ら
れ

え
な
い
と
い
う
主
張
は
、
非
依
存
的
で
あ
り
か
つ
非
依
存
的
に
考
え
ら
れ
る
存
在

者
と
し
て
の
実
体
の
定
義
と
と
も
に
、
い
か
な
る
実
体
も
実
体
お
よ
び
様
態
か
ら

合
成
さ
れ
な
い
こ
と
を
含
意
す
る
の
だ
と
さ
れ
る
（cf. G

uigon 2011, 188

）。
な

る
ほ
ど
、
実
体
と
は
「
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
在
り
、
か
つ
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
考

え
ら
れ
る
も
の
」（E1D

ef3

）
と
定
義
さ
れ
て
お
り
、
他
の
も
の
が
そ
れ
に
対
し

て
優
先
的
で
あ
る
こ
と
は
本
性
上
あ
り
え
な
い
（cf. E1P1

）。
実
体
の
こ
の
よ
う

な
本
性
を
考
慮
し
、
か
つ
0

0PP 0

0

に
依
拠
す
る
な
ら
ば

0

0

0

0

0

0

0

0

、
ギ
ゴ
ン
と
と
も
に
次
の
証

明
を
想
定
し
う
る
。

（
１
）
実
体
に
対
し
て
他
の
な
に
も
の
も
優
先
的
で
は
な
い
（
定
義
よ
り
）

（
２
）
部
分
は
全
体
に
対
し
て
優
先
的
で
あ
る

（
３
）
実
体
が
部
分
を
も
つ
な
ら
ば
、
そ
の
部
分
は
実
体
に
対
し
て
優
先
的

で
あ
る
（
２
よ
り
）

（
４
）
実
体
は
部
分
を
も
た
な
い
（
１
と
３
よ
り
）

し
か
し
、
こ
こ
に
奇
妙
な
点
が
あ
る
。E1P12

とP13

で
は
実
体
の
分
割
不

可
能
性
が
証
明
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ギ
ゴ
ン
は
そ
の
証
明
内
容
に
は

踏
み
込
ま
ず
、
実
際
に
は
そ
れ
ら
か
らPP

（
２
）
と
そ
れ
に
基
づ
い
た
部
分
の

否
定
（
４
）
を
引
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
際
に
注
目
さ
れ
て

い
る
テ
ク
ス
ト
はE1P12

の
み
で
あ
る）

7
（

。
だ
が
、
こ
れ
は
ギ
ゴ
ン
に
限
っ
た
こ

と
で
は
な
い
。
次
節
で
見
る
よ
う
に
、
他
の
論
者
も
こ
の
定
理
の
う
ち
に
部
分
の

優
先
性
を
ス
ピ
ノ
ザ
の
原
理
と
し
て
見
出
し
、
上
記
の
よ
う
な
仕
方
で
証
明
を
再

構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
満
足
し
て
い
る
。

と
は
い
え
、
厳
密
に
い
え
ば
こ
の
再
構
成
は
あ
く
ま
で
「
実
体
が
部
分
を
も
た

な
い
こ
と
」（
以
下
で
は
こ
れ
を
「
非
部
分
性
」
と
呼
ぶ
）
の
証
明
で
あ
り
、
実
体

の
分
割
不
可
能
性
を
導
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
再
構
成
が

E1P12

の
理
解
に
相
当
す
る
た
め
に
は
、
次
の
仮
定
を
付
け
加
え
ね
ば
な
ら
な
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い
だ
ろ
う
。

（
５
）
実
体
が
部
分
を
も
た
な
い
な
ら
ば
、
実
体
は
分
割
さ
れ
な
い

（
６
）
実
体
は
分
割
さ
れ
な
い
（
４
と
５
よ
り
）

た
し
か
に
、
実
体
が
そ
れ
へ
と
分
割
さ
れ
る
よ
う
な
部
分
を
も
つ
こ
と
が
あ
ら

か
じ
め
排
除
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
実
体
の
分
割
不
可
能
性
が
帰
結
す

る
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
次
節
で
詳
し
く
論
じ
る
よ
う
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
の

実
際
の
証
明
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
も
読
め
そ
う
な
個
所
は

あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
証
明
全
体
の
ほ
ん
の
一
部
で
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
ス
ピ

ノ
ザ
に
よ
る
実
体
の
分
割
不
可
能
性
の
証
明
に
部
分
の
優
先
性
を
見
込
む
論
者
た

ち
の
解
釈
は
、E1P12

の
一
部
だ
け
を
抜
き
出
し
て
上
記
の
よ
う
に
再
構
成
す

る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
再
構
成
は
次
の
２
つ
の
ス
テ
ッ
プ

を
踏
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
ま
ずPP

を
原
理
と
し
て
導
入
す
る
こ
と

で
実
体
の
非
部
分
性
を
証
明
し
、
次
に
実
体
の
非
部
分
性
か
ら
実
体
の
分
割
不
可

能
性
を
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
研
究
状
況
を
踏
ま
え
て
筆
者
は
、
部
分
が
全
体
に
対
し
て
優
先
的
で

あ
る
と
い
う
考
え
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
と
い
う
前
提
を
掘

り
崩
す
こ
と
を
試
み
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
上
述
の
（
２
）
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
主

張
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
の
が
本
稿
の
具
体
的
な
目
的
で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
ま
ず
、E1P12

を
部
分
の
優
先
性
な
し
に
読
む
解
釈
を
擁
護
す
る
（
第
一
節
）。

そ
の
う
え
で
、
部
分
の
優
先
性
を
自
明
視
し
て
い
る
『
エ
チ
カ
』
以
外
の
テ
ク
ス

ト
は
、
あ
く
ま
で
限
定
的
な
条
件
、
す
な
わ
ち
実
在
的
に
区
別
さ
れ
る
も
の
同
士

の
合
成
と
い
う
ケ
ー
ス
の
も
と
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
（
第
二
節
）。
以

上
よ
り
、『
エ
チ
カ
』
に
お
い
て
つ
ね
にPP

が
成
り
立
つ
と
主
張
す
る
た
め
の

十
分
な
根
拠
は
掘
り
崩
さ
れ
る
。
そ
の
あ
と
で
、
従
来
の
解
釈
が
ど
の
よ
う
な
難

点
を
抱
え
て
い
る
の
か
を
ま
と
め
、
筆
者
の
解
釈
が
ど
の
よ
う
な
射
程
を
も
ち
う

る
か
を
明
確
に
し
よ
う
（
第
三
節
）。

第
一
節　

実
体
の
分
割
不
可
能
性
の
証
明

ま
ず
は
、『
エ
チ
カ
』
に
お
け
るPP

支
持
の
唯
一
の
典
拠
で
あ
るE1P12D

が
、
そ
の
典
拠
と
し
て
の
役
割
を
必
ず
し
も
果
た
さ
な
い
こ
と
を
示
す
。
以
下
で

は
、
当
証
明
にPP

を
読
み
込
む
メ
ラ
メ
ド
と
ベ
ネ
ッ
ト
の
解
釈
（
お
よ
び
解
釈

を
再
構
成
し
た
も
の
）
の
難
点
を
指
摘
し
、
代
わ
り
に
こ
の
定
理
をPP

と
の
関
わ

り
な
し
に
読
む
ゲ
ル
ー
の
別
解
釈
を
擁
護
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
少
な
く
と

も
『
エ
チ
カ
』
に
はPP

を
支
持
す
る
テ
ク
ス
ト
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
。

E1P12

の
命
題
は
「
そ
れ
に
よ
っ
て
実
体
が
分
割
さ
れ
う
る
こ
と
が
帰
結
す
る

よ
う
な
い
か
な
る
実
体
の
属
性
も
概
念
さ
れ
え
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
い
か
な
る
属
性
の
も
と
で
考
え
ら
れ
よ
う
と
も
実
体
は
分
割
不
可
能
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
属
性
は
「
知
性
が
実
体
に
つ
い
て
そ
の
本

質
を
構
成
し
て
い
る
と
知
覚
す
る
も
の
」（E1D

ef4

）
と
定
義
さ
れ
て
お
り
、
し

ば
し
ば
実
体
と
同
一
視
さ
れ
る）

8
（

。
そ
の
際
問
題
と
な
る
属
性
は
任
意
で
あ
る
は
ず

だ
が
、E1P15S
で
物
体
的
実
体
の
分
割
不
可
能
性
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す

れ
ば
、
こ
こ
で
ス
ピ
ノ
ザ
の
念
頭
に
あ
る
の
は
延
長
属
性
の
も
と
で
の
実
体
で
あ
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る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
論
証
は
以
下
の
よ
う
に
背
理
法
で
な
さ
れ
る
。
ス
ピ

ノ
ザ
は
、
実
体
が
分
割
さ
れ
う
る
と
し
た
ら
、
あ
り
う
る
の
は
そ
の
部
分
が
実
体

の
本
性
を
保
持
す
る
ケ
ー
ス
Ａ
と
、
保
持
し
な
い
ケ
ー
ス
Ｂ
の
い
ず
れ
か
で
あ
る

と
し
た
う
え
で
、
そ
の
い
ず
れ
も
背
理
に
陥
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
本

稿
で
論
じ
る
余
裕
は
な
い
が
、E1P13

お
よ
びEp. 35

で
も
同
様
の
二
つ
の
ケ
ー

ス
が
不
条
理
で
あ
る
と
示
す
こ
と
を
通
じ
て
「
絶
対
的
に
無
限
な
実
体
」
や
「
必

然
的
存
在
を
含
む
有
」
の
分
割
不
可
能
性
が
証
明
さ
れ
て
い
る
。

PP

の
典
拠
と
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
は
ケ
ー
ス
Ａ
に
関
わ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、

ケ
ー
ス
Ａ
が
背
理
に
陥
る
根
拠
を
二
つ
与
え
て
い
る
。
も
し
実
体
が
分
割
さ
れ
て

出
て
き
た
属
性
が
当
の
実
体
の
本
性
を
保
持
す
る
な
ら
ば
、
各
々
の
部
分
も
ま

た
無
限
で
あ
り
、
自
己
原
因
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
一
つ
の
属
性
を
も
つ
一

つ
の
実
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（cf. E1P8, E1P6, E1P5

）。
そ
こ
か
ら
ス
ピ
ノ

ザ
は
「
一
つ
の
実
体
か
ら
複
数
の
実
体
が
構
成
さ
れ
う
る
」
こ
と
に
な
る
と
結
論

し
、E1P6

と
の
矛
盾
を
導
く
。「
部
分
が
実
体
の
本
性
を
保
持
す
る
」
と
は
ど
う

い
う
こ
と
か
の
説
明
は
な
い
が
、
そ
れ
は
さ
し
あ
た
り
、
部
分
が
全
体
と
同
じ
基

本
的
性
質
を
も
つ
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
部
分
が
実
体
の
資
格
を

も
つ
こ
と
を
含
意
す
る
と
考
え
ら
れ
る）

9
（

。
ま
た
、
一
つ
の
実
体
か
ら
の
複
数
の
実

体
の
「
構
成
」
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
も
明
確
で
は
な
い
が
、
こ
のE1P6

の
参
照

そ
れ
自
体
が
理
解
の
た
め
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
。
そ
こ
に
は
「
あ
る
実
体
は
他
の
実

体
か
ら
産
出
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
と
き
ス
ピ
ノ

ザ
は
、
一
つ
の
実
体
が
分
割
さ
れ
る
こ
と
で
複
数
の
実
体
が
産
出
さ
れ
る
事
態
を

想
定
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る）

10
（

。
だ
が
同
一
本
性
を
も
つ
複
数
の
実
体
は
存
在
し

え
な
い
（cf. E1P5

）
が
ゆ
え
に
、
実
体
間
に
は
因
果
作
用
も
認
め
ら
れ
ず
（cf. 

E1P3

）、
そ
れ
ゆ
え
一
つ
の
実
体
が
な
ん
ら
か
の
作
用
を
受
け
て
複
数
の
実
体
を

産
出
す
る
と
い
う
こ
と
も
起
こ
り
え
な
い
。
帰
結
が
背
理
に
陥
る
が
ゆ
え
に
、
先

の
仮
定
（
ケ
ー
ス
Ａ
）
は
否
定
さ
れ
る
。

重
要
な
の
は
ケ
ー
ス
Ａ
が
背
理
に
陥
る
も
う
一
つ
の
根
拠
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ

が
ベ
ネ
ッ
ト
が
か
つ
て
そ
の
妥
当
性
を
認
め
、
メ
ラ
メ
ド
がPP

の
典
拠
と
し
た

個
所
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
た
し
か
に
、
部
分
と
全
体
と
い
う
基
礎
概
念

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
加
え
て
、〔
も
し
あ
る
実
体
が
分
割
さ
れ
、
か
つ
こ
の
部
分
が
実

体
の
本
性
を
保
持
す
る
の
だ
と
し
た
ら
、〕
部
分
は
（E1P2

よ
り
）
そ
の

全
体
と
何
の
共
通
点
も
も
た
な
か
っ
た
﹇nihil com

m
une cum

 suo toto 

haberent

﹈
こ
と
に
な
り
〔
①
〕、
ま
た
全
体
は
（E1D

ef4

とE1P10

よ
り
）

そ
の
部
分
な
し
に
在
り
か
つ
考
え
ら
れ
え
た
こ
と
に
な
る
〔
②
〕。
こ
れ
が
不

条
理
な
こ
と
は
何
び
と
も
疑
い
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
下
で
は
ま
ず
、
彼
ら
の
証
明
は
い
か
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を

再
構
成
し
、
そ
の
問
題
点
を
挙
げ
る
。
そ
の
あ
と
で
、
対
案
を
提
示
す
る
と
し
よ

う
。
メ
ラ
メ
ド
は
傍
線
部
②
を
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
原
理
を
表
す
も
の
と
し
て
読
ん
で

い
る
（cf. M

elam
ed 2013, 47

）。
彼
は
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
論
証
で
あ
る
か
を
ほ

と
ん
ど
述
べ
て
い
な
い
が
、
そ
こ
で
な
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
推
論
は
以

下
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
属
性
の
も
と
で
実
体
が
分
割
さ
れ
る
と
し
た
な

ら
全
体
は
そ
の
部
分
な
し
に
在
り
か
つ
考
え
ら
れ
え
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は

部
分
が
つ
ね
に
全
体
に
対
し
て
優
先
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
基
本
的
ス

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

0

0

0

0
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タ
ン
ス
に
反
す
る
が
ゆ
え
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
不
条
理
で
あ
る
、
と
。
こ
こ
で
は
た
し
か
に
、
全

体
（
す
な
わ
ち
分
割
を
受
け
る
実
体
）、
い
い
か
え
れ
ば
、
実
体
の
本
質
を
構
成
し

て
い
る
な
ん
ら
か
の
属
性
（cf. E1D

ef4

）
が
、
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（cf. E1P10

）
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
全
体
は
他
の

も
の
な
し
に
、
し
た
が
っ
て
そ
の
部
分
な
し
に
在
り
、
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
メ
ラ
メ
ド
はPP

を
暗
黙
の
原
理
と
し
て
補
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
こ
の
原
理
と
の
矛
盾
か
ら
傍
線
部
②
の
論
証
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
み

な
す
。
こ
の
解
釈
が
正
し
け
れ
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
てPP

は
自
明
で
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
箇
所
はPP
を
原
理
と
す
る
た
め
の
典
拠
と
な
る
。

だ
が
注
意
し
て
も
ら
い
た
い
の
は
、
メ
ラ
メ
ド
は
傍
線
部
①
に
一
切
言
及
し
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
彼
に
よ
る
証
明
の
理
解
に
傍
線
部
①

は
関
与
し
て
い
な
い
。
そ
の
結
論
は
も
っ
ぱ
ら
、
傍
線
部
②
に
お
け
る
全
体
の
優

先
性
と
暗
黙
の
原
理PP

と
の
矛
盾
の
み
か
ら
引
き
出
さ
れ
る）

11
（

。
つ
ま
り
、
こ
の

解
釈
を
採
用
す
る
場
合
、
そ
の
前
提
と
し
て
傍
線
部
①
と
②
は
独
立
し
た
二
つ
の

根
拠
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ケ
ー
ス
Ａ
の
背
理
を
示
す
た
め
に

上
の
引
用
部
で
は
独
立
し
た
二
つ
の
証
明
が
与
え
ら
れ
て
い
る
（
つ
ま
り
、
先
に

示
し
たE1P6

と
の
矛
盾
に
よ
る
証
明
も
含
め
、
こ
こ
で
は
三
つ
の
証
明
が
与
え
ら
れ

て
い
る
）
と
い
う
解
釈
は
、
す
で
に
ベ
ネ
ッ
ト
の
研
究
に
見
ら
れ
る
（cf. B

ennett 

1984, 82

）。
彼
に
よ
れ
ば
、
傍
線
部
①
は
「
属
性
の
非
共
有
」
テ
ー
ゼ
に
依
拠
し

て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
はE1P2

の
参
照
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
た
だ
示
し

て
い
る
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
が
何
と
矛
盾
し
て
い
る
の
か
を
示
し
た
こ
と
に
は

な
っ
て
い
な
い）

12
（

。
実
際
の
と
こ
ろ
ベ
ネ
ッ
ト
は
、
そ
れ
が
い
か
な
る
証
明
な
の
か

を
一
切
述
べ
る
こ
と
な
く
、PP

と
の
矛
盾
を
示
す
最
後
の
証
明
だ
け
が
良
い
証

明
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
に
の
み
依
拠
す
る）

13
（

。

ベ
ネ
ッ
ト
と
メ
ラ
メ
ド
の
代
わ
り
に
、
傍
線
部
①
が
そ
れ
自
体
で
矛
盾
と
な
る

条
件
を
考
え
て
み
よ
う
。
す
る
と
、（
傍
線
部
②
と
同
様
に
）
こ
こ
で
も
別
の
隠
れ

た
原
理
を
要
請
し
、
そ
れ
と
の
矛
盾
か
ら
証
明
を
成
り
立
た
せ
る
以
外
に
手
は
な

い
。
た
と
え
ば
、
こ
こ
で
は
「
部
分
は
そ
の
全
体
と
共
通
の
も
の
を
も
つ
べ
き
で

あ
る
」
と
い
う
原
理
が
自
明
と
さ
れ
て
い
る
、
な
ど
と
い
う
よ
う
に
。
し
か
し
、

こ
の
い
わ
ば
「
部
分
と
全
体
の
共
通
性
テ
ー
ゼ
」
を
ス
ピ
ノ
ザ
が
自
明
視
し
て
い

た
か
ど
う
か
は
、
少
な
く
と
もPP

ほ
ど
確
か
ら
し
く
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
、

ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
複
数
の
も
の
は
共
通
の
も
の
を
も
た
な
い
な
ら
ば
作
用
し
あ

う
こ
と
も
あ
り
え
ず
、
し
た
が
っ
て
合
成
も
分
解
も
あ
り
え
な
い
の
だ
か
ら
、
こ

の
テ
ー
ゼ
は
言
う
ま
で
も
な
く
真
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
メ
レ
オ
ロ
ジ
カ

ル
な
関
係
が
成
り
立
つ
が
ゆ
え
に
帰
結
す
る
何
事
か
に
つ
い
て
肯
定
す
る
原
理
と

は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
（
こ
れ
は
、
メ
レ
オ
ロ
ジ
カ
ル
な
関
係
か
ら
一
般
的
に
部
分
と

全
体
の
依
存
関
係
を
引
き
出
そ
う
と
す
るPP

と
は
異
な
る
）。
少
な
く
と
も
、ベ
ネ
ッ

ト
―

メ
ラ
メ
ド
解
釈
を
採
用
す
る
者
に
は
傍
線
部
①
が
独
立
し
て
矛
盾
の
根
拠
と

な
る
こ
と
を
示
す
責
任
が
あ
る
し
、
そ
れ
が
示
せ
る
か
ど
う
か
は
な
お
開
か
れ
た

問
題
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
傍
線
部
②
に
の
み
な
ん
ら
か
の
暗
黙
の
原

理
を
、
す
な
わ
ちPP

を
見
出
し
う
る
か
ど
う
か
も
確
定
的
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
反
し
て
筆
者
は
、
傍
線
部
①
と
②
は
あ
わ
せ
て
一
つ
の
根
拠
を
形
成
す

る
の
だ
と
考
え
る
。
こ
れ
は
じ
つ
は
、
マ
ル
シ
ャ
ル
・
ゲ
ル
ー
が
提
示
し
て
い
た

解
釈
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
は
傍
線
部
①
と
②
の
連
言
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
ケ
ー
ス
Ａ

0

0

0

0

の
仮
定
と
矛
盾
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

証
明
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
ゲ

ル
ー
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
引
こ
う
：「〔
も
し
実
体
が
分
割
さ
れ
、
か
つ
分
割
さ
れ
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て
出
て
き
た
部
分
が
実
体
の
本
性
を
保
持
す
る
の
だ
と
し
た
ら
、〕
諸
部
分
は
全

体
と
共
通
の
も
の
を
も
た
ず
（
と
い
う
の
も
、
そ
の
属
性
は
全
体
の
属
性
と
比
較
し

え
な
い
の
だ
か
ら
）、
か
つ
全
体
は
部
分
な
し
に
考
え
ら
れ
う
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
こ
れ
は
結
局
、
次
の
よ
う
に
言
う
に
等
し
い
。
す
な
わ
ち
、
実
体
と

0

0

0

（
あ
る

い
は
全
体
と
）
同
じ
本
性
を
保
持
す
る
た
め
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
諸
部
分
は

0

0

0

0

各
々
が
実
体
と
異
な

る
属
性
か
ら
構
成
さ
れ
、
ま
た
し
た
が
っ
て
、
実
体
と
異
な
る
本
性
を
も
つ
の
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

！）
14
（

」
こ
れ
は
つ
ま
り
、
傍
線
部
①
に
よ
っ
て
部

分
の
全
体
に
対
す
る
非
依
存
性
が
、
傍
線
部
②
に
よ
っ
て
全
体
の
部
分
に
対
す
る

非
依
存
性
が
示
さ
れ
た
結
果
、
互
い
に
同
じ
本
性
を
も
ち
え
な
い
こ
と
が
部
分
と

全
体
の
両
方
の
側
か
ら
示
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
部
分
が
（
全
体
と
同
じ
）
実
体
の
本

性
を
も
つ
と
い
う
仮
定
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
解
釈
は
文
面
に
直
接
現
れ
て
い
な
い
原
理
を
要
請
し
な
い
し
、
メ
レ
オ
ロ

ジ
カ
ル
な
前
提
な
し
に
成
り
立
つ
。
こ
の
点
を
確
認
す
る
た
め
に
、『
エ
チ
カ
』

の
そ
れ
ま
で
の
定
義
・
公
理
・
定
理
に
よ
っ
て
ゲ
ル
ー
の
解
釈
が
再
構
成
で
き

る
か
ど
う
か
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
異
な
っ
た
属
性
を
有
す
る

二
つ
の
実
体
は
相
互
に
共
通
点
を
有
し
な
い
」（E1P2

）
こ
と
か
ら
、
そ
の
帰
結

と
し
て
「
部
分
は
そ
の
全
体
と
何
の
共
通
点
も
も
た
な
か
っ
た
」
こ
と
に
な
る
と

述
べ
て
い
る
。
仮
定
上
、
分
割
に
よ
っ
て
生
じ
た
部
分
は
元
の
実
体
（
全
体
）
と

同
じ
く
実
体
の
資
格
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
た
め
、
部
分
そ
れ
自
体
も
ま
た
実

体
と
み
な
さ
れ
る
（
以
下
で
は
こ
う
し
た
部
分
を
「
実
体
的
部
分
」
と
呼
ぶ
）。
そ
し

て
、
部
分
と
全
体
が
同
じ
属
性
を
共
有
し
え
な
い
こ
と
は
す
で
に
参
照
さ
れ
て
い

るE1P5

に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
体
な
い
し
属
性
に
関
す
る
理

解
の
み
に
依
存
し
て
先
の
帰
結
は
導
か
れ
る
。
次
に
、
彼
は
「
属
性
に
よ
っ
て
、

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

す
る
」（E1D

ef4

）
の
で
あ
り
、「
実
体
の
各
属
性
は
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
考
え
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（E1P10

）
こ
と
か
ら
、
そ
の
帰
結
と
し
て
「
全
体
は
そ

の
部
分
な
し
に
在
り
か
つ
考
え
ら
れ
え
た
」
こ
と
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
仮
定

上
、
や
は
り
全
体
と
部
分
は
い
ず
れ
も
実
体
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
そ

の
各
々
が
有
す
る
属
性
（
そ
の
本
質
を
構
成
す
る
も
の
）
を
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
考

え
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
ま
た
も
や
実
体
な
い
し
属
性

に
関
す
る
理
解
の
み
か
ら
先
の
帰
結
が
導
か
れ
る
。
す
る
と
、
分
割
さ
れ
て
出
て

き
た
部
分
は
実
体
的
部
分
で
あ
る
と
す
る
仮
定
で
は
、
そ
の
結
果
と
し
て
全
体
と

部
分
が
同
じ
本
性
を
も
つ
こ
と
は
双
方
向
か
ら
ブ
ロ
ッ
ク
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

と
い
う
の
も
、
部
分
が
全
体
と
同
じ
本
性
を
共
有
す
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
、
か
つ

全
体
の
本
性
が
部
分
の
本
性
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
可
能
性
も
否
定
さ
れ
る
か
ら

だ
）
15
（

。
こ
の
証
明
の
鍵
は
、
実
体
が
実
体
的
部
分
を
も
つ
と
い
う
仮
定
の
特
性
を
利

用
し
て
、
そ
れ
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
あ
る
特
殊
な
部
分
全
体
関
係
が
生
じ
る
こ
と

を
示
す
点
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
証
明
は
形
式
上
、
部
分
と
全
体
を
入

れ
替
え
て
も
な
お
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

筆
者
の
目
的
か
ら
す
れ
ば
、PP

を
用
い
る
必
要
の
な
いE1P12

の
解
釈
の
可

能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
す
だ
け
で
も
十
分
で
あ
る
が
、
そ
の
う
え
で
さ
ら
に
、
ゲ

ル
ー
の
解
釈
の
利
点
を
述
べ
て
お
こ
う
。
こ
の
解
釈
は
ベ
ネ
ッ
ト
―

メ
ラ
メ
ド
解

釈
に
反
し
、
隠
れ
た
前
提
を
必
要
と
し
な
い
。
そ
こ
で
は
、
た
と
え
傍
線
部
①
に

つ
い
て
な
ん
ら
か
の
説
明
が
付
け
ら
れ
た
と
し
て
も
、
傍
線
部
②
で
は
、
そ
こ
で

0

0

0

述
べ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
と
の
矛
盾

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
背
理
法
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
が
隠
れ
た
前
提
を
利
用
し
て
い
る
と
み
な
さ
ざ
る
を
え
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な
い
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
が
、
ベ
ネ
ッ
ト
―

メ
ラ
メ
ド
解
釈
を
退
け
、
ゲ
ル
ー

解
釈
に
し
た
が
う
べ
き
理
由
に
な
る
。
な
る
ほ
ど
、
ス
ピ
ノ
ザ
と
同
時
代
の
人
々

が
自
明
視
し
て
い
た
事
柄
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
明
示
さ
れ
て

お
ら
ず
、
証
明
の
対
象
に
も
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
論
証
に
対
し
て
チ
ャ
リ
テ
ィ
を
発
揮
す
る
仕
方
は
、
そ
の
論
証
が

成
立
し
う
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
だ
け
で
な
く
、
そ
の
論
証
が
定
義
と
公
理
、
そ

し
て
そ
れ
ま
で
に
証
明
さ
れ
て
い
る
定
理
の
み
か
ら
導
出
さ
れ
う
る
か
と
い
う
観

点
か
ら
も
考
え
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

か
く
し
て
、E1P12D

を
扱
う
先
行
研
究
の
な
か
で
は
ゲ
ル
ー
の
解
釈
に
利
が

あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
、PP
に
依
拠
せ
ず
に
こ
の
証
明
を
理
解
可

能
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
だ
が
そ
れ
で
は
、
ゲ
ル
ー
の
先
行
研
究
さ
え
あ
れ

ば
十
分
だ
っ
た
の
か
。
い
や
、
そ
う
で
は
な
い
。
ゲ
ル
ー
は
こ
の
よ
う
な
簡
潔
で

は
あ
る
も
の
の
き
め
細
や
か
な
解
釈
を
こ
の
定
理
に
与
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
同
時
に
実
体
の
分
割
不
可
能
性
と
単
純
性
を
同
一
視
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、

帰
結
は
ベ
ネ
ッ
ト
や
メ
ラ
メ
ド
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る）

16
（

。
筆
者
は

E1P12

の
解
釈
に
つ
い
て
ゲ
ル
ー
に
従
う
が
、
最
終
的
な
行
き
先
は
彼
と
異
な

る
。
こ
の
点
に
は
第
三
節
で
立
ち
返
る
と
し
よ
う
。

第
二
節　

そ
の
他
の
典
拠
に
つ
い
て

―
実
体
的
な
も
の
同
士
の
合
成

前
節
で
提
示
し
た
筆
者
の
解
釈
が
正
し
か
っ
た
と
し
て
も
、『
エ
チ
カ
』
に
お

い
て
ス
ピ
ノ
ザ
はPP

を
明
示
的
に
語
る
こ
と
な
く
そ
の
他
の
箇
所
で
前
提
に
し

て
い
る
可
能
性
は
依
然
と
し
て
残
る
。
そ
れ
に
対
し
て
筆
者
は
、PP

の
典
拠
と

さ
れ
る
『
エ
チ
カ
』
以
外
の
テ
ク
ス
ト
は
、
あ
る
限
定
的
な
条
件
下
に
お
け
る
部

分
と
全
体
に
の
み
関
わ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
い
。
そ
れ
が
示
さ
れ
る
な

ら
ば
、
上
の
想
定
の
外
で
も
な
おPP

が
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
必
ず
し
も
自

明
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
筆
者
の
ね
ら
い
は
あ
く
ま
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
に

0

0

0

0

0

と
っ
て

0

0

0PP 0

0

が
成
立
し
え
な
い
と
い
う
主
張
で
は
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、PP 0

0

が
つ
ね
に
成
り
立

0

0

0

0

0

0

0

つ
こ
と
の
否
定

0

0

0

0

0

0

に
存
す
る
。

メ
ラ
メ
ド
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
がPP

を
採
用
し
て
い
る
根
拠
と
し
て
、E1P12D

以
外
に
、
以
下
の
四
箇
所
を
挙
げ
て
い
る
：『
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
原
理
』
第
一
部

定
理
一
七
、『
形
而
上
学
的
思
想
』
第
二
部
五
章
、
ス
ピ
ノ
ザ
往
復
書
簡
35
、
そ

し
て
『
神
・
人
間
な
ら
び
に
人
間
の
幸
福
に
つ
い
て
の
短
論
文
』（
以
下
、『
短
論

文
』
と
略
）
第
一
部
第
二
章
で
あ
る）

17
（

。
た
し
か
に
、
そ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
もPP

が
自
明
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
で
は
、

実
体
同
士
の
合
成
、
よ
り
一
般
的
に
い
え
ば
、
互
い
に
他
の
も
の
な
し
に
存
在
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る
も
の
同
士
の
合
成

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
ケ
ー
ス
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る）

18
（

。
以
下

で
は
こ
の
こ
と
を
、
実
際
に
テ
ク
ス
ト
の
文
脈
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
示
す
。

第
一
に
、『
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
原
理
』
と
、
そ
の
付
録
で
あ
る
『
形
而
上
学
的

思
想
』
と
か
ら
見
て
い
く
。
後
者
に
は
、「
合
成
す
る
諸
部
分
は
そ
の
本
性
上
、

少
な
く
と
も
合
成
さ
れ
た
も
の
に
先
立
つ
こ
と
が
自
明
で
あ
る
」 （C

M
2, 5/ G

I. 

258, 15 -17

）
と
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
い
か
な
る
条
件
の
も
と
で
自
明
で
あ
る

か
が
重
要
な
の
だ
。
こ
の
引
用
箇
所
を
含
む
全
体
は
、
神
の
「
単
純
性
」
を
示

す
た
め
の
議
論
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。PPC

1, 17

に
見
ら
れ
るPP

も
ま
た
同
様

に
、
こ
の
神
の
単
純
性
の
証
明
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
上
の
引
用
個
所
に
先
立
っ

て
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
事
物
の
あ
い
だ
の
三
種
の
「
区
別 distinctio

」
を
論
じ
て
い
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る
。
す
な
わ
ち
、
実
在
的
区
別
・
様
態
的
区
別
・
理
性
に
よ
る
区
別
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
三
種
の
区
別
に
対
応
し
て
三
種
の
「
合
成 com

positio

」
が
生
じ
る

と
さ
れ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
神
が
こ
れ
ら
の
仕
方
で
合
成
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
で
も
っ
て
、
神
の
単
純
性
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
の
引
用
部

は
、
実
在
的
区
別
に
対
応
す
る
合
成
に
関
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
二
つ

の
実
体

―
そ
の
区
別
は
「
そ
の
両
者
の
い
ず
れ
も
が
他
の
助
け
な
し
に
考
え
ら

れ
、
し
た
が
っ
て
ま
た
他
の
助
け
な
し
に
存
在
し
う
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
認

識
さ
れ
る
」（C

M
2, 5/ G

 I. 257, 27 -28

）

―
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
合
成
で
あ
る

（
以
下
で
は
こ
れ
を
「
実
在
的
合
成
」
と
呼
ぶ
）。
ま
た
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
神
は

不
変
で
あ
る
が
ゆ
え
に
様
態
を
も
ち
え
な
い
と
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
様
態
的
に
区

別
さ
れ
た
も
の
同
士
の
合
成
に
よ
っ
て
神
が
つ
く
ら
れ
る
可
能
性
は
あ
ら
か
じ
め

排
除
さ
れ
、
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
（
こ
の
推
論
の
前
提
は
明
ら
か
に
『
エ
チ

カ
』
の
枠
組
み
と
は
異
な
っ
て
い
る
）。
ま
た
、
理
性
的
に
区
別
さ
れ
た
も
の
同
士

の
合
成
は
、
そ
れ
ら
は
い
わ
ば
わ
れ
わ
れ
の
頭
の
な
か
だ
け
で
区
別
さ
れ
る
に
す

ぎ
な
い
の
で
、
実
際
に
は
生
じ
え
な
い
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
神

が
実
在
的
合
成
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
せ
ば
十
分
と
な
る
。
要

す
る
に
、
こ
こ
で
のPP

は
、
神
が
実
体
か
ら
合
成
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
検

討
す
る
際
に
現
れ
て
お
り
、
そ
の
他
の
適
用
は
周
到
に
除
外
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。こ

の
文
脈
上
で
は
、PP

は
難
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
、

各
々
が
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
も
の
の
合
成
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
つ

く
ら
れ
る
も
の
よ
り
も
そ
の
部
分
の
ほ
う
に
優
先
性
が
あ
る
の
は
自
明
で
あ
る
と

言
え
そ
う
で
あ
る
。
合
成
物
と
し
て
の
全
体
は
、
そ
れ
ら
の
部
分
が
集
ま
ら
な
け

れ
ば
存
在
し
え
な
い
が
、
部
分
そ
れ
自
体
は
そ
う
し
た
合
成
物
を
つ
く
る
こ
と
と

は
無
関
係
に
存
在
し
う
る
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
、
実
在
的
合
成
に
お
い
て
は
、

PP

が
成
立
す
る）

19
（

。
そ
し
て
、
神
が
部
分
を
も
ち
う
る
と
し
た
ら
、
神
を
合
成
す

る
仕
方
は
実
在
的
合
成
以
外
に
な
い
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
実
在
的
に
区
別
さ
れ
た

部
分
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
神
が
部
分
か
ら
合
成
さ
れ
る
と
し

た
ら
、
そ
れ
ら
の
部
分
は
（
誰
で
も
容
易
に
容
認
す
る
だ
ろ
う
よ
う
に
）
少
な
く
と

も
そ
の
本
性
上
、
神
に
優
先
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（PPC

1P17D

）
こ
と
に
な

る
）
20
（

。
か
く
し
て
、
部
分
を
有
さ
な
い
と
い
う
意
味
で
の
実
体
の
単
純
性
を
示
す
た

め
に
、PP

と
の
矛
盾
が
持
ち
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、Ep. 35

に
は
「
部
分
か
ら
複
合
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
複
合
す
る
諸
部

分
は
、
本
性
上
な
ら
び
に
認
識
上
、
複
合
さ
れ
た
も
の
に
先
立
た
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」（Ep. 35

）
と
あ
る
。
だ
が
、
そ
こ
で
検
討
さ
れ
て
い
る
の
も
ま
た
「
必
然

的
存
在
を
含
む
有
」、
す
な
わ
ち
『
エ
チ
カ
』
で
実
体
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
合
成

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
引
用
部
も
ま
た
、『
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
原
理
』
お

よ
び
『
形
而
上
学
的
思
想
』
で
の
議
論
と
同
様
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。こ

の
書
簡
に
つ
い
て
補
足
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
そ
こ
で
、「
自

己
の
力
能
あ
る
い
は
自
己
の
力
に
よ
っ
て
存
在
す
る
有
」
す
な
わ
ち
実
体
が
そ

の
本
性
と
し
て
も
つ
特
徴
を
列
挙
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
中
で
分
割
不
可
能
性

を
、
上
で
引
い
た
メ
レ
オ
ロ
ジ
カ
ル
な
説
明
と
は
独
立
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、Ep. 35

に
お
い
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
神
の
単
純
性
を
示
す
際
にPP

に

依
拠
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
は
別
に
、
神
の
分
割
不
可
能
性
を
示
す
際
に

はE1P12D

と
ほ
ぼ
同
型
の
証
明
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
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少
な
く
と
も
彼
自
身
に
と
っ
て
、
実
体
の
分
割
不
可
能
性
の
証
明
と
、
合
成
に
お

け
る
議
論
（
と
そ
れ
に
と
も
な
うPP

）
と
は
独
立
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

第
三
に
、『
短
論
文
』
の
該
当
箇
所
は
擬
人
化
さ
れ
た
「
理
性
」
と
「
欲
望
」

に
よ
る
対
話
篇
と
な
っ
て
い
る
。
議
論
の
さ
な
か
で
「
意
志
や
感
覚
や
認
識
や
愛

な
ど
」
が
「
思
惟
的
実
体
」
に
依
存
し
か
つ
こ
れ
を
形
成
す
る
と
述
べ
た
「
理

性
」
に
対
し
て
、「
欲
望
」
は
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。「〔
…
〕
お
前
は
全
体
を

原
因
と
混
同
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
全
体
は
部
分
か
ら
の
み
成
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
あ
る
い

0

0

0

は
部
分
に
依
っ
て
存
在
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
私
が
言
う
の
と
同
じ
意
味
で
お
前
は
思
惟
力
を
知

性
や
愛
な
ど
の
依
存
す
る
も
の
と
思
っ
て
い
る
の
だ
」（K

V
 I, 2/ G

 I, 30, 8 -12. 

傍
点
引
用
者
）。
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
対
話
は
最
終
的
に
「
欲
望
」
が
「
理
性
」

に
論
駁
さ
れ
る
と
い
う
帰
結
に
至
る
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
上
の
引
用
部
で
の
主
張

も
誤
り
を
含
む
と
考
え
ら
れ
る
た
め
に
、
こ
の
箇
所
を
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
の
主
張
と

し
て
と
ら
え
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
ス
ピ

ノ
ザ
の
考
え
で
、
ど
こ
か
ら
が
そ
う
で
な
い
の
か
の
判
断
は
な
お
困
難
で
あ
る
こ

と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、「
理
性
」
か
ら
の
再
反
論
に
よ
れ
ば
、
知
性
（
思

惟
的
実
体
あ
る
い
は
思
惟
力
）
は
意
志
や
愛
と
い
っ
た
諸
概
念
の
「
内
在
的
原
因
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
知
性
は
そ
れ
ら
が
依
存
す
る
限
り
で
原
因
と
呼
ば

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

れ0

、
か
つ
そ
れ
ら
か
ら
成
る
限
り
で
全
体
と
呼
ば
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
だ
と
言
う
。
い
い
か
え

れ
ば
、
こ
こ
で
は
部
分
と
し
て
の
諸
能
力
が
全
体
と
し
て
の
知
性
に
依
存
す
る
状

況
も
ま
た
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る）

21
（

。
こ
の
対
話
を
解
釈
す
る
こ
と
は
容
易

で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
む
し
ろPP

の
反
例
と
も
な
り

う
る
よ
う
な
曖
昧
さ
を
も
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

な
お
、
あ
え
て
メ
ラ
メ
ド
の
リ
ス
ト
を
補
完
す
る
な
ら
ば
、『
短
論
文
』
に
は

他
に
も
「
時
計
」
を
例
と
し
て
と
り
あ
げ
て
、
部
分
に
対
す
る
全
体
の
依
存
を
自

明
な
こ
と
と
し
て
述
べ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
（K

V
1, 2; I. 24, 20 - 25, 9

）。
だ
が

こ
こ
で
も
、
時
計
を
合
成
す
る
歯
車
や
フ
レ
ー
ム
と
い
っ
た
諸
部
分
が
「
そ
れ
だ

け
で
考
え
ら
れ
、
理
解
さ
れ
、
そ
の
合
成
か
ら
で
き
て
い
る
全
体
は
そ
う
し
た
理

解
に
必
要
で
な
い
」
こ
と
が
仮
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
形
而
上
学
的
思
想
』

に
お
い
て
見
ら
れ
た
条
件
と
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
も
ま
た
、

実
在
的
合
成
に
お
い
てPP

を
自
明
と
す
る
も
の
と
解
釈
で
き
る
。

以
上
よ
り
、PP

の
典
拠
と
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
は
す
べ
て
、
実
体
的
な
も
の
同

士
の
合
成
に
関
わ
る
か
、
あ
る
い
はPP

と
は
無
関
係
で
あ
る
か
で
あ
る
こ
と
が

示
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
本
節
で
は
最
後
に
、
以
上
の
議
論
とE1P12

と
の
関

係
に
つ
い
て
二
点
補
足
し
よ
う
。
ま
ず
、PP

を
措
い
て
帰
結
の
み
を
考
慮
す
る

な
ら
、
実
体
が
実
体
的
部
分
を
も
ち
え
な
い
こ
と
を
示
す
と
い
う
点
でE1P12

と
以
上
の
議
論
（
と
り
わ
けPPC

1P17D

）
は
一
致
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
筆
者

は
、E1P12

に
お
い
て
も
実
体
的
部
分
の
観
点
か
ら
す
れ
ばPP

が
成
立
し
う
る

こ
と
を
あ
え
て
否
定
す
る
こ
と
は
な
い
。
だ
が
重
要
な
の
は
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ

う
るPP

は
あ
く
ま
で
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
部
分
と
全
体
の
あ
い

だ
に
一
般
的
に
そ
う
し
た
関
係
が
成
り
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
前
提
か

ら
述
べ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
次
に
、
も
し
仮
に
「PP

は
実
在
的
合
成
に
の
み
関
わ
る
」
と
ま
で
一
般
的
に
主
張
し
う
る
と
す
る
な
ら
、

ベ
ネ
ッ
ト
―

メ
ラ
メ
ド
解
釈
を
採
用
し
て
も
な
お
、PP

が
グ
ロ
ー
バ
ル
で
あ
る

と
は
言
え
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
傍
証
に
と
ど
ま
る
が
、『
エ
チ

カ
』
の
メ
レ
オ
ロ
ジ
ー
は
多
く
の
場
合
、
様
態
的
に
区
別
さ
れ
た
部
分
同
士
の
合

成
（cf. E1P15S
）、
い
わ
ば
様
態
的
合
成
に
関
す
る
場
面
で
現
れ
て
く
る
と
い
う



 314

事
実
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
本
節
で
見
て
き
た
よ
う
な
実
体
間
の
合
成
の
考
え

方
を
そ
こ
に
即
座
に
適
用
さ
せ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る）

22
（

。

第
三
節　

従
来
の
解
釈
は
い
か
な
る
難
点
を
抱
え
て
い
る
か

最
後
に
、
従
来
の
解
釈
はPP

を
ス
ピ
ノ
ザ
に
帰
す
る
た
め
に
不
十
分
で
あ
る

だ
け
で
な
く
、
そ
の
他
の
観
点
か
ら
見
て
も
難
点
を
抱
え
て
い
る
こ
と
を
示
そ

う
。
な
る
ほ
ど
、PP

と
（
全
体
と
し
て
の
）
実
体
の
独
立
性
と
が
矛
盾
す
る
こ
と

か
ら
実
体
の
分
割
不
可
能
性
が
導
か
れ
る
と
す
る
解
釈
は
、
非
常
に
強
力
で
シ
ン

プ
ル
な
も
の
で
は
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
い
ま
ま
で
と
く
に
疑
い
の
目
を
向
け
ら

れ
ず
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
し
か
し
、
こ
の
解
釈
は
お
そ
ら

く
、
字
義
ど
お
り
に
見
た
テ
ク
ス
ト
に
比
べ
て
強
す
ぎ
る

0

0

0

し
、
か
つ
シ
ン
プ
ル
す0

ぎ
る
0

0

よ
う
な
解
釈
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
示
し
た
こ
と
を
ま
と
め
つ
つ
、
こ
の
二

つ
の
点
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
従
来
の
解
釈
は
ス
ピ
ノ
ザ
が
提
示
し
て
い
る
論
証
よ
り
も
強
す
ぎ
る
と

い
う
点
か
ら
見
て
い
こ
う
。
た
し
か
に
実
体
の
非
部
分
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
そ
こ
か
ら
実
体
が
分
割
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
帰
結
す
る
だ
ろ
う
。
実
体
の

分
割
不
可
能
性
の
証
明
にPP

を
援
用
す
る
解
釈
は
ま
さ
に
こ
の
推
論
を
行
っ
て

い
る
（
序
文
参
照
）。
し
か
し
、
い
っ
た
んPP

を
措
い
て
い
ま
実
体
の
分
割
不
可

能
性
の
み
考
慮
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
非
部
分
性
を
含
意
す
る
と
は
言
え
な
い）

23
（

。
こ

の
よ
う
な
非
対
称
性
は
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
。
筆
者
が
依
拠
し
て
い
る

ゲ
ル
ー
に
よ
っ
て
さ
え
も
、
で
あ
る
。

こ
の
点
が
看
過
さ
れ
る
理
由
は
お
そ
ら
く
、「
分
割 divisio

」
と
い
う
語
の
意

味
が
明
示
的
で
な
い
点
に
あ
る
だ
ろ
う
。
従
来
の
解
釈
で
は
、
こ
の
分
割
と
い
う

概
念
そ
れ
自
体
が
、
分
割
さ
れ
う
る
も
の
の
特
定
の
部
分
構
造
を
含
意
し
て
い
る

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、E1P12D

を
追
う
限
り
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
分
割
を

あ
る
種
の
作
用
と
し
て
み
な
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
分
割
と
は
、
そ

れ
に
よ
っ
て
実
体
が
な
ん
ら
か
の
部
分
を
生
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
作
用
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
定
理
で
は
分
割
と
い
う
作
用
が
実
体
に
生
じ
う
る
と
仮
定
す
る
な

ら
ば
背
理
に
陥
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
り
、
分
割
と
い

う
作
用
を
受
け
な
い
も
の
が
備
え
る
べ
き
部
分
構
造
に
つ
い
て
は
中
立
的
で
あ
る

と
言
え
る
。

ま
た
、E1P12

とP13

に
お
い
て
部
分
構
造
が
問
題
と
な
る
の
は
、
実
体
が

0

0

0

分
割
さ
れ
て
出
て
き
た
部
分
が
実
体
の
本
性
を
保
持
す
る
ケ
ー
ス

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

に
限
ら
れ
る
こ

と
も
注
目
に
値
す
る
。
こ
う
考
え
る
と
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る

の
は
、
実
体
が
実
体
的
部
分
を
も
つ
可
能
性
以
上
の
こ
と
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か

る
。
つ
ま
り
、
実
体
が
実
体
的
で
な
い
部
分
を
も
つ
可
能
性
は
な
お
排
除
さ
れ
て

い
な
い
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
の
二
つ
の
定
理
は
実
体
的
で
な
い
部
分
に
対
す
る

肯
定
も
否
定
も
な
し
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
ス
ピ
ノ
ザ
の
論
証
が
示
す
の

は
、
分
割
可
能
で
あ
る
よ
う
な
も
の
は
、
そ
れ
へ
と
分
割
さ
れ
る
よ
う
な
互
い
に

独
立
し
た
部
分
か
ら
あ
ら
か
じ
め
合
成
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点

に
尽
き
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
実
体
が
分
割
さ
れ
る
こ
と
で
出
て
く
る
部
分
も

ま
た
実
体
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
デ
カ
ル
ト
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
か
ら
す
れ
ば
あ
る
意

味
で
妥
当
な
推
論
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
批
判
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
（
注
19
参
照
）。
つ
ま
り
、
実
体
の
分
割
可
能
性
を
認
め
る
な

ら
ば
、
そ
の
部
分
も
ま
た
実
体
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
は
理
に
適
う
が
、
そ
の
帰
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結
は
背
理
に
陥
る
が
ゆ
え
に
、
実
体
の
分
割
不
可
能
性
こ
そ
が
真
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

次
に
、
従
来
の
解
釈
が
シ
ン
プ
ル
す
ぎ
る
と
い
う
点
を
見
て
い
こ
う
。
た
し
か

に
、PP
を
暗
黙
の
公
理
と
し
て
置
く
な
ら
ば
、E1P12

とP13

は
と
も
に
、
実

体
は
い
か
な
る
部
分
も
も
た
な
い
こ
と
を
示
す
定
理
と
し
て
き
わ
め
て
シ
ン
プ
ル

に
理
解
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
理
解
が
テ
ク
ス
ト
を
過
度
に
刈
り
込

ん
だ
も
の
で
あ
る
と
い
う
根
拠
が
少
な
く
と
も
二
点
挙
げ
ら
れ
る
。

第
一
に
、E1P12D

がPP
を
利
用
し
た
実
体
の
非
部
分
性
の
証
明
と
し
て
理

解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
検
討
さ
れ
る
二
つ
の
ケ
ー
ス
は
お
ろ
か
、E1P13

を
別
項
と
し
て
立
て
る
必
要
も
な
く
な
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

実
体
の
部
分
を
想
定
し
た
時
点
で
そ
こ
に
矛
盾
が
生
ず
る
と
い
う
推
論
を
ス
ピ
ノ

ザ
に
帰
し
、
そ
れ
を
ス
ピ
ノ
ザ
の
目
的
と
し
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
彼
が
計
四
つ
の

ケ
ー
ス
を
検
討
し
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
駄
に
な
る
か
ら
だ
。
だ
が
実
際
に
は
、

分
割
に
つ
い
て
考
え
る
べ
き
二
つ
の
ケ
ー
ス
はE1P12

とE1P13
の
両
方
に
お

い
て
検
討
さ
れ
て
お
り
、
両
者
は
異
な
っ
た
仕
方
で
証
明
さ
れ
て
い
る
。PP

を

介
し
た
解
釈
は
、
こ
れ
ら
の
記
述
に
対
し
て
充
足
理
由
を
与
え
な
い
。

第
二
に
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
、Ep. 35

に
お
い
て
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
が
合
成
の

問
題
と
分
割
の
問
題
を
区
別
し
て
提
示
し
て
い
る
と
い
う
点
が
傍
証
と
な
る
。
実

体
の
分
割
不
可
能
性
が
結
局
の
と
こ
ろ
実
体
の
非
部
分
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で

あ
れ
ば
、
実
体
の
本
性
を
説
明
す
る
際
に
両
者
を
独
立
さ
せ
る
必
要
は
な
い
だ
ろ

う
。
し
か
も
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
両
項
目
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
記
述
を
与
え
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
見
か
け
の
余
剰
を
ど
う
説
明
し
た
ら
よ
い
の
か
。
む
し
ろ

わ
れ
わ
れ
は
、PP

が
グ
ロ
ー
バ
ル
に
成
り
立
つ
と
い
う
偏
見
を
捨
て
去
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
る
合
成
や
分
割
の
議
論
を
丁
寧
に
た
ど
り
な
お
す
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

結　

論

部
分
の
優
先
性
（PP

）
を
ス
ピ
ノ
ザ
の
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
と
し
て
認
め
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
が
本
稿
の
結
論
で
あ
る
。E1P12

の
う
ち
にPP

を
見
出

そ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
はPP

を
ス
ピ
ノ
ザ
の
原
理
と
し
て
認
め
る
に
は
不
十
分

で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
実
際
に
テ
ク
ス
ト
が
意
味
す
る
よ
り
も
過
剰
な
読
解
を

生
ん
で
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
、
あ
ま
り
に
強
く
シ
ン
プ
ル
す
ぎ
る
解
釈
で
あ
る
た

め
、
そ
の
他
の
多
く
の
テ
ク
ス
ト
を
説
明
で
き
ず
に
放
置
す
る
こ
と
に
な
る
。
ス

ピ
ノ
ザ
は
む
し
ろ
、E1P12

（
お
よ
びP13

）
に
お
い
て
実
体
が
実
体
的
な
部
分

0

0

0

0

0

0

を
も
ち
え
な
い
と
い
う
よ
り
穏
健
な
主
張
を
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
証
明
し
て
お

り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
根
拠
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ス

ピ
ノ
ザ
の
メ
レ
オ
ロ
ジ
ー
を
理
解
す
る
た
め
に
は
ま
ず
、
彼
が
基
本
的
に
はPP

を
徹
底
し
て
い
る
と
い
う
偏
見
を
取
り
払
う
必
要
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
、『
エ

チ
カ
』
に
お
い
て
中
心
的
に
論
じ
ら
れ
る
様
態
の
存
在
論
、
あ
る
い
は
「
様
態
的

に
区
別
さ
れ
る
部
分
」（E1P15S

）
に
対
し
てPP

が
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、

PP
の
典
拠
と
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
か
ら
は
判
断
で
き
な
い
し
、
し
て
は
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

本
稿
の
目
的
は
あ
く
ま
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
研
究
に
お
い
て
無
批
判
に
前
提
さ
れ
る

PP

を
弱
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
だ
が
そ
こ
か
ら
先
の
展
望
を
示
す
た
め
に
、
前

節
の
最
後
に
述
べ
た
合
成
の
問
題
と
分
割
の
問
題
と
の
区
別
に
関
す
る
論
点
を
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も
う
一
度
取
り
上
げ
よ
う
。
そ
れ
は
、
実
体
の
分
割
不
可
能
性
か
ら
非
部
分
性

が
た
ん
に
形
式
的
に
導
か
れ
な
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
う
し
た
理
解
の
ほ

う
が
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
の
意
図
に
適
う
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
原
理

と
し
てPP
を
読
み
込
も
う
と
す
る
論
者
はC

M
2, 5

とEp. 35

を
援
用
す
る
の

だ
が
、
そ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
てPP

が
現
れ
る
の
は
あ
く
ま
で
「
単
純
性 

sim
plicitas

」
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
、
別
の
箇
所
で
ス
ピ
ノ

ザ
は
「
単
純
性
と
い
う
こ
と
を
、
合
成
物
で
な
い
も
の
の
こ
と
と
の
み
理
解
し
て

い
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
（Ep. 36
）。
つ
ま
り
、
彼
はEp. 35

に
お
い
て
、
分

割
不
可
能
性
と
単
純
性
と
を
実
体
に
帰
し
て
い
る
が
、
し
か
し
単
純
性
の
み
が
非

0

0

0

0

0

0

0

部
分
性
に
か
か
わ
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は
し
ば
し
ば
見
過

ご
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、『
エ
チ
カ
』
に
お
い
て
「
単
純
性
」
と
い
う
語
彙
は

も
は
や
実
体
に
は
用
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る）

24
（

。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う

に
読
む
こ
と
は
あ
る
程
度
の
説
得
力
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
『
エ
チ

カ
』
に
お
い
て
は
、
実
体
を
も
っ
ぱ
ら
分
割
不
可
能
な
も
の
と
し
て
考
え
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
実
体
を
「
合
成
物
で
は
な
い
」
と
い
う
仕
方
で
特
徴
づ
け

る
こ
と
を
や
め
、
新
し
い
部
分
の
概
念
に
向
け
て
舵
を
切
っ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
。
む
ろ
ん
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
は
部
分
を
も
た
な
い
と
い
う
解
釈
が
定
石
で
あ

る
）
25
（

。
ま
た
た
し
か
に
、
様
態
を
実
体
の
（
一
般
的
な
意
味
で
解
さ
れ
る
よ
う
な
）
部

分
と
混
同
す
る
こ
と
は
ま
ず
も
っ
て
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
は
あ
る
。
だ

が
わ
れ
わ
れ
に
は
む
し
ろ
、「
部
分
」
と
い
う
基
礎
概
念
を
相
互
に
依
存
し
あ
う

「
様
態
」
と
い
う
概
念
の
側
か
ら
捉
え
な
お
す
こ
と
が
な
お
可
能
な
の
で
は
な
い

か
。
そ
れ
に
つ
い
て
論
じ
る
に
は
稿
を
改
め
る
必
要
が
あ
る
。
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注（
1
）C

f. Pasnau 2011, §26; A
rlig 2019. 

パ
ス
ノ
ー
は
メ
レ
オ
ロ
ジ
ー
も
含
め
た
様
々
な

ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
、
ス
コ
ラ
学
者
か
ら
機
械
論
者
に
至
る
ま
で
の
議
論
を
一
貫
し
た
枠

組
み
の
な
か
で
と
ら
え
よ
う
と
試
み
て
い
る
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
そ
の
極

端
さ
ゆ
え
に
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。

（
2
）
『
エ
チ
カ
』
か
ら
の
引
用
は
以
下
の
よ
う
に
略
記
す
る
。D

ef

＝
定
義
、A

x

＝
公
理
、

P

＝
定
理
、D

＝
証
明
、S

＝
備
考
、C

＝
系
、L

＝
補
助
定
理
、Post

＝
要
請
、
付
録

＝A
pp

、
感
情
の
包
括
的
定
義
＝A

D
G

。
テ
ク
ス
ト
はSpinoza O

pera, 4vols., C
arl 

G
ebhardt, C

arl W
inters, 1925

を
用
い
、
邦
訳
に
関
し
て
は
畠
中
尚
志
訳
（『
エ
チ
カ
』

上
下
巻
、
岩
波
書
店
、1951

）
を
参
考
に
、
適
宜
表
現
を
変
え
て
用
い
た
。
ま
た
、
ス
ピ

ノ
ザ
の
そ
の
他
の
著
作
に
つ
い
て
は
、『
ス
ピ
ノ
ザ
往
復
書
簡
』
＝Ep., 『
神
・
人
間
な
ら

び
に
人
間
の
幸
福
に
つ
い
て
の
短
論
文
』
＝K

V., 『
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
原
理
』
＝D

PP, 

『
形
而
上
学
的
思
想
』
＝C

M

と
略
記
し
、
必
要
に
応
じ
て
ゲ
プ
ハ
ル
ト
版
の
巻
数
と
頁
数

を
指
示
す
る
。

（
3
）C

f. M
elam

ed 2013, 47; G
uigon 2011, 187 -8, N

ew
lands 2018, 611.

（
4
）
「
無
限
知
性
の
部
分
」（E2P11C

）、 

個
体
の
本
性
を
維
持
し
な
が
ら
も
そ
の
部
分

が
入
れ
替
わ
り
、
大
き
さ
を
変
え
、
様
々
な
方
向
に
運
動
し
う
る
と
い
う
思
想
（cf. 

E2P13SL4 -L7

）、「
人
間
の
力
能
は
神
あ
る
い
は
自
然
の
無
限
の
力
能
の
一
部
で
あ
る
」

（E4P4D

）。

（
5
）
こ
う
し
た
方
向
性
で
現
在
も
っ
と
も
エ
レ
ガ
ン
ト
な
解
釈
はM

átyási

（2020

）
で

あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
メ
レ
オ
ロ
ジ
ー
を
虚
構
主
義
的
に
読
む
解
釈
を
よ
り

洗
練
さ
せ
、
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
相
対
的
な
メ
レ
オ
ロ
ジ
ー
を
提
示
し
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
の
大
前
提
に
は
部
分
の
優
先
性
テ
ー
ゼ
が
検
討
の
余
地
が
な
い
も
の
と
し
て
置
か

れ
て
い
る
。

（
6
）C

f. M
átyási 2020, 2. 

ス
ピ
ノ
ザ
は
部
分
の
優
先
性
に
つ
い
て
述
べ
る
際
に
し
ば
し

ば
、
部
分
が
認
識
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
本
性
に
お
い
て
も
全
体
に
優
先
す
る
と
述
べ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
概
念
的
な
依
存
関
係
だ
け
で
な
く
、
存
在
論
的
な
依
存
関
係
が
考

え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
確
か
ら
し
い
。
し
か
し
、
こ
の
依
存
関
係
の
性
質
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
は
筆
者
の
目
的
で
は
な
い
の
で
、
ご
く
一
般
的
な
観
点
か
ら
、
よ
り
弱
い

主
張
と
な
る
よ
う
に
概
念
的
な
依
存
関
係
と
し
て
の
み
部
分
の
優
先
性
を
特
徴
づ
け
る
。

（
7
）
ギ
ゴ
ン
はE1P12

とP13

の
証
明
が
部
分
の
優
先
性
、
実
体
の
無
限
性
、
実
体
の
自

己
原
因
性
、
二
つ
の
実
体
が
共
通
の
属
性
を
も
ち
え
な
い
こ
と
、
実
体
の
永
遠
性
に
訴
え

か
け
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
が
い
か
な
る
証
明
で
あ
る
か
は
論
じ
て

い
な
い
（cf. G

uigon 2011, 187, 202 n. 7

）。
と
こ
ろ
で
、E1P12

とP13

の
証
明
そ
れ

自
体
を
軽
視
す
る
傾
向
は
他
の
研
究
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。H

uenem
ann

（2004

）

とSm
ith and N

elson

（2010

）
は
い
ず
れ
も
、
定
理12

と13

を
実
体
の
分
割
不
可
能

性
の
定
理
と
し
て
援
用
す
る
が
、
そ
の
証
明
内
容
へ
の
言
及
は
な
い
。G

arrett

（2009

）

で
はE1P12, P13

の
全
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
証
明
の
具
体
的
な
検
討

は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

（
8
）
「
実
体
、
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
だ
が
（E1D

ef4

よ
り
）
そ
の
属
性
」（E1P4

）。
こ
の

点
は
、
実
体
が
属
性
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
と
き
、「
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
す
で
に
、
同
一

属
性
を
有
す
る
実
体
は
一
つ
し
か
存
在
し
な
い
こ
と
が
容
認
さ
れ
る
」 （E1P5D

）
と
い
う

ス
ピ
ノ
ザ
の
推
論
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る
。

（
9
）
そ
の
根
拠
と
し
て
、「
無
限
に
多
く
の
属
性
を
も
つ
実
体
」
の
分
割
不
可
能
性
を
証
明

す
るE1P13

で
同
じ
操
作
が
な
さ
れ
る
際
に
、
分
割
に
よ
っ
て
生
じ
た
部
分
は
た
ん
に
実

体
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、「
無
限
に
多
く
の
属
性
を
も
つ
実
体
」
で
あ
る
と
仮
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
属
性
は
実
体
の
本
質
を
構
成
す
る
と
さ
れ
て
い
る
（E1D

ef4

）

の
で
、
少
な
く
と
も
こ
の
操
作
で
は
全
体
が
有
し
て
い
る
属
性
を
す
べ
て
複
製
す
る
こ
と

は
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
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（
10
）
筆
者
と
同
様
、
こ
こ
で
実
体
に
よ
る
実
体
の
産
出
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
す
る
解

釈
と
し
て
、cf. D

onagan 1988, 90.
（
11
）
こ
の
点
は
、B

ennett 1984, 82

やM
átyási 2020, 3

で
も
同
様
で
あ
る
。

（
12
）E1P2
「
異
な
っ
た
属
性
を
有
す
る
二
つ
の
実
体
は
相
互
に
共
通
点
を
有
し
な
い
」

（
13
）
ち
な
み
に
ベ
ネ
ッ
ト
は
、
最
初
の
証
明
に
あ
た
るE1P6

と
の
矛
盾
を
示
す
証
明
に

つ
い
て
は
、
不
可
解
で
あ
る
と
切
り
捨
て
て
い
る
（cf. B

ennett 1984, 84

）。

（
14
）G

ueroult 1968, 209. 

傍
線
部
は
原
文
の
イ
タ
リ
ッ
ク
に
対
応
し
て
い
る
。
引
用
し

た
箇
所
の
後
半
部
分
の
原
文
を
以
下
に
示
す
。“ pour conserver la m

êm
e nature que la 

substance (ou que le tout), les parties devraient chacune être constituée d ’un autre 

attribut qu ’elle et, par conséquent, être d’une autre nature qu’elle!”

（
15
）
傍
線
部
①
と
②
の
ど
ち
ら
か
一
方
し
か
な
い
場
合
に
は
、
全
体
と
部
分
が
同
一
で
あ

る
と
い
う
オ
プ
シ
ョ
ン
が
残
る
と
考
え
ら
え
る
。
こ
の
点
を
明
確
に
す
る
に
は
さ
ら
に
形

式
化
の
努
力
が
必
要
だ
ろ
う
。

（
16
）
そ
の
原
因
は
ス
ピ
ノ
ザ
が
無
限
な
も
の
と
そ
の
部
分
に
つ
い
て
述
べ
て
い
るEp. 12

に
対
す
る
ゲ
ル
ー
自
身
の
解
釈
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（G
ueroult 1968, 500 -528

）。
ス

ピ
ノ
ザ
の
メ
レ
オ
ロ
ジ
ー
を
探
求
す
る
際
、
こ
の
書
簡
お
よ
び
そ
れ
と
深
い
関
係
に
あ
る

E1P15S

に
つ
い
て
も
詳
細
な
議
論
を
要
す
る
が
、
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
ゲ
ル
ー
へ
の
異

論
と
し
てLaveran

（2014

）
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
る
。

（
17
）C

f. M
elam

ed 2014, 47, 102. 

こ
の
よ
う
に
メ
ラ
メ
ド
は
テ
ク
ス
ト
の
列
挙
と
そ
れ

に
お
け
るPP

の
自
明
性
の
み
か
ら
自
ら
の
解
釈
を
主
張
し
て
い
る
。
な
お
、
ス
ピ
ノ
ザ
が

PP

を
自
明
で
あ
る
と
す
る
理
由
を
、
ギ
ゴ
ン
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
の
伝
統
の
う
ち
に

見
出
し
て
い
る
（cf. G

uigon 2011, 188

）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
彼
ら
の
論
拠
はPP

が
説

明
な
く
主
張
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
尽
き
る
の
で
あ
り
、
積
極
的
な
論
拠
は
示
さ
れ
て

い
な
い
。

（
18
）Schm

altz

（2020

）
で
は
、
筆
者
と
ほ
ぼ
同
様
の
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
。
彼
は

C
M

2, Ep. 35, K
V

1, 2

に
関
し
て
、
そ
こ
で
部
分
の
優
先
性
が
言
わ
れ
て
い
る
の
は
「
実

体
的
な
部
分
」
の
み
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
（Schm

altz 2020, 241

）。

（
19
）
正
確
に
は
、
合
成
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
に
依
存
す
る
と
思
わ
れ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ

はC
M

に
お
い
て
合
成
の
種
類
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
合
成
が
い
か
な
る
も
の
か
は

述
べ
て
い
な
い
。
と
は
い
え
、
先
行
者
で
あ
る
デ
カ
ル
ト
に
は
類
似
の
思
考
が
見
ら
れ
る
。

実
体
か
ら
分
割
さ
れ
て
出
て
き
た
部
分
も
実
体
で
あ
る
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
実
体
が
実

体
か
ら
合
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
は
肯
定
さ
れ
て
い
る
。「
私
は

二
つ
に
割
っ
た
物
質
の
部
分
は
、
ど
ん
な
に
小
さ
く
と
も
、
二
つ
の
完
全
な
実
体
で
あ
る

と
考
え
ま
す
」（D

escartes 1989, 477. G
ibieuf

宛
て
の
書
簡
）。
ま
た
彼
の
考
え
に
し
た

が
え
ば
、
物
体
の
部
分
が
わ
ず
か
で
も
変
化
す
る
な
ら
ば
当
の
物
体
の
数
的
同
一
性
が
脅

か
さ
れ
る
（cf. AT. IV

 166. M
esland

宛
て
の
書
簡
）。
要
す
る
に
、
全
体
は
部
分
に
依

存
し
、
そ
れ
な
し
に
は
在
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

（
20
）
あ
る
い
は
『
形
而
上
学
的
思
想
』
に
お
け
る
証
明
に
し
た
が
う
な
ら
、
も
し
神
が
実

体
的
に
合
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
ら
、
各
々
の
実
体
も
ま
た
そ
れ
自
体
の
力
で
存

在
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、「
神
を
合
成
す
る
と
想
定
さ
れ
た
実
体
の
数
だ
け
神
が
存
在
し

う
る
こ
と
に
な
る
」（C

M
2, 5

）。
し
か
し
そ
れ
は
神
の
唯
一
性
と
矛
盾
す
る
だ
ろ
う
。

（
21
）
こ
こ
に
、
中
世
の
メ
レ
オ
ロ
ジ
ー
に
お
け
る
「
能
力
的
全
体
」
の
議
論
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
能
力
的
全
体
と
部
分
の
典
型
例
は
「
魂
」
と
、「
感
覚
」
や

「
認
識
」
と
い
っ
た
そ
の
諸
能
力
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
議
論
と
ぴ
っ
た
り
あ
う
か
ら
だ
（cf. 

A
rlig 2019

）。
な
お
、
こ
の
個
所
が
神
に
つ
い
て
メ
レ
オ
ロ
ジ
カ
ル
な
説
明
を
与
え
て

い
る
こ
と
に
対
し
て
ギ
ゴ
ン
は
、
そ
れ
は
神
が
他
動
原
因
で
な
く
内
在
原
因
で
あ
る
こ
と

を
理
解
さ
せ
る
た
め
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
す
ぎ
な
い
と
弁
明
し
て
い
る
（cf. G

uigon 2011, 

199 -200

）。

（
22
）Schm

altz

（2020

）
は
、E1P12

に
つ
い
て
は
従
来
の
解
釈
の
ま
ま
で
、
実
体
間
と

様
態
間
で
異
な
る
メ
レ
オ
ロ
ジ
ー
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
こ
と
で
整
合
性
を
保

と
う
と
し
て
い
る
。
だ
が
こ
の
や
り
方
で
は
、
実
体
と
様
態
の
あ
い
だ
の
メ
レ
オ
ロ
ジ
ー

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
るE4P4D

な
ど
は
扱
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
23
）
ギ
ゴ
ン
は
現
代
形
而
上
学
者
の
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
シ
ャ
フ
ァ
ー
か
ら
の
指
摘
を
受
け
、

注
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
、
分
割
は
合
成
と
は
異
な
り
、
あ
る
プ
ロ

セ
ス
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
あ
る
全
体
を
部
分
に
分
割
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
全
体
は
存
在
す
る
こ
と
を
や
め
る
。
分
割
が
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
な
ら
、
あ
る

全
体
が
部
分
か
ら
合
成
さ
れ
る
が
な
お
分
割
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
論
理
的
に
は

可
能
で
あ
る
」（G

uigon 2011, 202 -3

）。
と
こ
ろ
が
、
彼
はPP

に
よ
っ
てE1P12

を
解
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す
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
論
理
的
可
能
性
は
検
討
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
24
）
そ
れ
は
む
し
ろ
、『
エ
チ
カ
』
第
二
部
の
物
体
論
に
お
い
て
合
成
物
で
あ
る
個
体

の
部
分
と
な
る
「
最
単
純
物
体
」
が
論
じ
ら
れ
る
と
き
に
は
じ
め
て
用
い
ら
れ
る
（cf. 

E2P13L3A
x2

）。

（
25
）
た
と
え
ば
ハ
レ
ッ
ト
は
、
そ
う
し
た
解
釈
は
「
否
定
す
る
価
値
も
な
い
ほ
ど
未
熟
な

も
の
」（H

allett 1990, 13

）
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
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Priority of Parts and Indivisibility in Spinoza’s Ethics
Reading Proposition 12 of Part I

Tatsuya TACHIBANA

Several studies have argued that one of Spinoza’s principal ideas is that parts are prior to their 
whole, in reference to Proposition 12 of Part I of the Ethics, wherein he demonstrates the indivisibility 
of substance, and by appealing to other texts. This study shows that such an idea is not Spinoza’s 
principal idea, that is, he does not propose that the priority of parts should always hold. First, I argue 
that Proposition 12, which is seemingly the only textual basis for the priority of parts thesis in the Ethics, 
should be read independently of the thesis. Then, I demonstrate that any textual basis found in the other 
works than the Ethics is only concerned with mereology under the following condition: the whole is 
composed of parts distinct in reality. Thus, there is not sufficient evidence for Spinoza to consider that a 
part should always be prior to its whole under any conditions. By further arguing that the conventional 
interpretation of Proposition 12 understands it as too strong and too simple, perhaps more so than 
Spinoza intended, I conclude that such an interpretation that directly connects the priority of parts to 
indivisibility is also insufficient to explain the richness of his argument.


