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第
三
省
察
に
お
け
る

序

デ
カ
ル
ト
の
主
著
で
あ
る
に
お
い
て
は
、
彼
独
自
の
形
而

学
が
、
彼
の
一
一
一
日
う
と
こ
ろ
の
「
分
析
的
方
法
」
に
則
っ
て
開
陳
さ
れ

て
い
る
。
六
つ
の
省
察
の
内
ど
れ
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
第

一
一
一
省
察
に
お
い
て
は
周
知
の
通
り
神
の
存
在
証
明
が
遂
行
さ
れ
、
そ
れ

に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
学
を
構
築
し
て
ゆ
く
土
台
が
確
固
た
る
も
の
と
な

り
、
い
わ
ゆ
る
「
独
我
論
的
な
観
念
論
」
に
陥
る
こ
と
な
く
、
彼
の
自

然
学
(1)
な
ど
が
そ
こ
か
ら
展
開
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ

て
こ
の
第
三
省
察
で
の
議
論
は
、
そ
こ
か
ら
導
出
さ
れ
て
い
く
自
然
学

を
基
礎
付
け
る
と
い
う
点
で
、
ご
く
形
而
上
学
的
な
(
メ
タ
自
然
学
的

な
)
議
論
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
神
の
存
在
証
明
で
重
要
な
役

割
を
果
た
す
の
が
、
「
観
念
」
と
そ
れ
を
巡
る
幾
つ
か
の
概
念
装
置
で

あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
文
脈
で
用
い
ら

れ
る
と
い
う
用
語
は
、
基
本
的
に
形
而
上
学
的
な
も
の
(
自
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然
学
的
な
要
素
は
原
則
と
し
て
排
除
さ
れ
て
い
る
)
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
デ
カ
ル
ト
の
形
而
上
学
が
明
瞭
に
現
れ
る
吋
省
察
』
や
吋
哲
学
の
諸

原
理
」
な
ど
が
著
さ
れ
る
以
前
の
、
自
然
学
に
関
わ
る
幾
つ
か
の
書
物

に
お
い
て
、
こ
の
「
観
念
」
と
い
う
用
語
は
彼
の
自
然
学
の
中
で
重
要

な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
(
2
)
O

そ
の
よ
う
な

自
然
学
的
な
文
脈
に
お
け
る
「
観
念
」
用
法
は
、
後
の
吋
省
察
」
な
ど

に
お
け
る
形
而
上
学
的
な
論
証
に
お
け
る
「
観
念
」
用
法
に
、
何
ら
影

響
を
与
え
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
換
一
一
一
目
す
れ
ば
、
第
一
一
一
省
察
に
お
け

る
「
観
念
」
用
法
か
ら
は
、
自
然
学
的
な
文
脈
に
お
け
る
「
観
念
」
用

法
は
全
く
排
除
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
自
然
学
か
ら
形

而
上
学
へ
と
い
う
こ
の
逆
の
影
響
関
係
の
有
無
を
、
デ
カ
ル
ト
の
自
然

学
(
「
世
界
論
』
や
「
屈
折
光
学
」
な
ど
)
と
形
而
上
学
二
省
察
い
な

ど
)
の
両
者
の
論
証
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
の
「
観

念
」
と
い
う
用
語
を
手
掛
か
り
に
し
て
考
察
す
る
。
特
に
自
然
学
に
お

い
て
現
れ
る
用
法
を
重
視
し
そ
れ
を
念
頭
に
震
い
た
よ
で
、
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形
市
上
学
的
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
第
一
一

周
辺
に
お
い
て
、
「
観
念
」
と
い
う
用
語
と
ネ

の
も
の
の
背
景
に
自
然
学
的
な
論
理
が
隠
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
考

察
す
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
の
議
論
は
、
い
わ
ゆ
る
「
認
識
理
由
の
順

序
」
に
従
っ
て
確
証
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
論
証
に
持
ち
込
ま
な
い
と

い
う
デ
カ
ル
ト
の
態
度
(
こ
の
場
合
、
形
而
上
学
の
議
論
に
自
然
学
の

論
理
を
持
ち
込
ま
な
い
と
い
う
態
度
)
の
も
と
で
な
さ
れ
る
よ
う
な
、

「
省
察
』
に
お
け
る
「
観
念
」
に
関
す
る
通
常
の
議
論
と
は
、
い
さ
さ

か
異
な
っ
た
も
の
に
な
る
。

本
稿
で
は
以
下
次
の
よ
う
に
議
論
を
展
開
し
て
い
く
。
第
一
節
で
は

ま
ず
議
論
の
前
提
と
し
て
、
デ
カ
ル
ト
の
自
然
学
の
文
脈
に
お
け
る
「
観

念
」
と
い
う
用
語
と
、
『
省
察
』
本
文
以
外
で
世
田
及
さ
れ
て
い
る
「
観
念
」

と
い
う
用
語
が
、
い
か
な
る
意
味
内
容
を
有
し
て
い
る
か
を
簡
潔
に
確

認
す
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
本
稿
で
取
り
組
む
べ
き
問
題
を
提
示
す
る
。

次
い
で
第
二
節
で
は
、
第
三
省
察
に
お
い
て
神
の
存
在
証
明
が
遂
行
さ

れ
る
前
の
段
階
で
の
デ
カ
ル
ト
の
叙
述
に
お
い
て
、
「
観
念
」
な
る
も

の
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
て
い
く
。

こ
の
段
階
で
の
考
察
に
お
い
て
も
上
記
の
問
題
に
対
す
る
論
者
の
解
答

の
一
端
が
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
第
三
節
で
は
、
前
節
ま
で
で

確
認
し
て
き
た
「
観
念
」
用
法
を
踏
ま
え
つ
つ
、
「
神
の
存
在
証
明
」

と
い
う
文
脈
に
お
い
て
(
第
三
省
察
で
は
周
知
の
通
り
二
つ
の
神
の
存

在
証
明
が
な
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
特
に
一
番
目
の
も
の
に
つ
い
て
考

察
す
る
)
、
「
観
念
」
と
い
う
用
語
と
そ
れ
を
含
む
「
観
念
」

し
て
い
る
論
理
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

自
然
学
に
お
け
る

と
形
而
上
学
に
お
け
る

デ
カ
ル
ト
の
自
然
学
に
お
け
る
は
、
ひ
と
こ
と
で
一
一
一
…
口
う
と

笠
見
・
感
覚
録

(
8
2
5
8仲
)
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

例
え
ば
「
世
界
論
〕
第
一
章
で
は
、
「
わ
れ
わ
れ
が
光
に
つ
い
て
持
っ

て
い
る
感
覚
像
、
す
な
わ
ち
娘
を
介
し
て
わ
れ
わ
れ
の
想
像
{
想
像
力
]

に
お
い
て
形
作
っ
て
い
る
光
に
つ
い
て
の
観
念
と
、
こ
の
感
覚
像
を
わ

れ
わ
れ
の
内
に
作
り
出
す
対
象
自
体
の
内
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
す

な
わ
ち
焔
や
太
陽
の
内
に
あ
っ
て
光
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
も
の

と
の
間
に
は
、
若
異
が
あ
り
う
る
」
(
〉
]
「
リ
出
い
)
と
い
う
叙
述
が
見

受
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
「
感
覚
・
感
覚
像
」
す
な
わ
ち
「
観
念
」
は
、

わ
れ
わ
れ
の
外
に
存
主
す
る
「
対
象
」
が
原
因
と
な
っ
て
生
じ
、
そ
の

結
果
わ
れ
わ
れ
の
「
精
神
」
が
抱
く
こ
と
に
な
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ

る
(
3
)
。
ま
た
こ
の
引
用
箇
所
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

こ
の
観
念
を
生
み
出
す
「
対
象
」
と
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
「
精
神
」
の

内
に
引
き
起
こ
す
観
念
と
の
間
に
は
差
異
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
『
世
界
論
い
第
一
章
の
末
尾
で
も
繰
り
返
し
述
べ

ら
れ
て
い
る
し
、
「
対
象
と
そ
の
観
念
と
は
全
く
似
て
い
な
い
」
と
い

う
こ
と
は
の
ち
に
吋
省
察
』
の
第
三
省
察
で
も
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な

る。
さ
ら
に
『
方
法
序
説
お
よ
び
一
二
試
論
」
中
の
「
屈
折
光
学
」
に
お
い

て
も
、
自
然
学
に
お
け
る
「
観
念
」
用
法
の
一
例
を
見
て
取
る
こ
と
が

で
き
る
。
例
え
ば
「
屈
折
光
学
」
第
一
講
に
お
い
て
、
「
し
た
が
っ
て

わ
れ
わ
れ
に
色
や
光
が
見
え
る
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
物
質
的
な
も
の

が
そ
れ
ら
の
対
象
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
服
ま
で
移
っ
て
く
る
と
想
定
す
る



必
要
は
な
い
し
、
同
じ
く
こ
れ
ら
の
対
象
の
中
に
は
そ
れ
に
つ
い
て
わ

れ
わ
れ
が
持
っ
て
い
る
観
念
や
感
覚
と
類
似
す
る
も
の
が
存
在
す
る
と

想
定
す
る
必
要
も
な
い
、
と
判
断
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
」
(
〉
H

三
忌
日
)
と
い
う
叙
述
が
あ
る
。
こ
の
箇
所
で
も
、
先
に
見
た
『
世
界
論
』

の
記
述
と
同
様
に
、
「
観
念
」
と
い
う
一
吉
葉
は
「
感
覚
」
と
い
う
一
一
一
一
口
葉

に
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
し
、
「
そ
れ
(
対
象
)
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ

が
持
っ
て
い
る
観
念
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
対
象
」
と
「
観
念
」
は
別

館
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

以
上
二
つ
の
例
を
参
照
し
て
分
か
る
よ
う
に
、
自
然
学
に
お
け
る
「
観

念
」
は
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
や
認
識
の
枠
組
み
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て

の
「
対
象
」
・
「
観
念
」
・
「
思
惟
(
精
神
)
」
と
い
う
三
つ
組
み
の
一
項

と
し
て
機
能
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
(
4
)
O

こ
の
三
つ
の
内
ど
の
一
つ

が
欠
け
て
も
「
観
念
」
と
い
う
用
語
は
意
味
を
成
さ
な
い
。
そ
し
て
こ

れ
ら
の
一
一
一
項
が
三
つ
組
み
に
な
っ
て
お
り
、
か
つ
そ
れ
ぞ
れ
が
別
個
に

存
在
す
る
こ
と
(
も
ち
ろ
ん
周
知
の
通
り
厳
密
に
一
一
一
日
え
ば
観
念
は
精
神

(
思
惟
)
の
一
様
態
で
あ
る
)
が
前
提
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
デ
カ

ル
ト
は
「
対
象
」
と
「
観
念
」
と
が
全
く
似
て
い
な
い
と
、
主
張
で
き
る

の
で
中
め
る
。

さ
て
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
「
観
念
」
用
法
は
、
形
而
上
学
す
な
わ

ち
「
省
察
」
と
い
う
書
物
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
構
造
を
有
す
る
の

か
。
そ
し
て
形
而
上
学
に
お
け
る
「
観
念
」
用
法
と
自
然
学
に
お
け
る

そ
れ
と
が
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
。
そ
の
詳
細
は
次
節
以
降
で
論

じ
る
が
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
先
に
議
論
を
つ
な
げ
る
た
め
に
も
、

「
省
察
』
本
文
以
外
の
箇
所
で
の
「
観
念
」
用
法
を
確
認
す
る
。
最
初

に
指
摘
す
べ
き
箇
所
は
本
文
に
入
る
前
の
「
読
者
へ
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の

箇

所

で

あ

る

。

こ

こ

で

は

デ

カ

ル

ト

は

と

い

の

両

義

性
を
指
摘
し
て
い
る

F
H
〈
戸
∞
)
。
つ
ま
り
念
」
な
る
も
の
は

二
つ
の
側
面
か
ら
解
さ
れ
う
る
と
さ
れ
(5)
、
そ
の
一
方
は
「
質
料
的

(
器
伊
丹
包
怪
奇
)
」
に
見
ら
れ
た
場
合
で
あ
り
、
こ
の
と
き
の
観
念
は
「
知

性
の
作
用
(
。
℃
o
a
g
区
忌
R
E∞
)
」
と
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
「
質
料
的
」

と
い
う
意
味
で
の
観
念
は
、
精
神
・
知
性
の
作
用
あ
る
い
は
出
来
事
で

あ
り
、
心
の
中
で
生
じ
る
何
か
で
あ
り
、
思
堆
の
様
態
と
し
て
捉
え
ら

れ
る
。
も
う
一
方
で
観
念
は
「
表
現
的
に
(
。
£

0
3
5
)
」
見
ら
れ
る
と
、

前
記
の
「
知
性
の
作
用
」
に
よ
っ
て
「
表
現
さ
れ
た
も
の
(
円
g

吋

8
5
2
8
S
S
)
」
と
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
「
表
現
的
」
と
い
う
意
味
で

の
観
念
と
は
、
精
神
・
知
性
が
そ
れ
へ
と
寵
接
向
け
ら
れ
る
何
か
、
す

な
わ
ち
精
神
・
知
性
の
対
象
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
観
念
が
有
す
る
表

現
的
な
側
面
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
重
要
に
な
る
の
が
、
周
知
の
通
り

「
観
念
の
表
現
的
実
在
性
」
で
あ
る
。
特
に
『
省
察
」
第
一
反
論
と
答

弁
に
お
い
て
、
デ
カ
ル
ト
は
こ
の
観
念
の
表
現
的
実
在
性
が
彼
の
形
而

上
学
的
な
論
証
を
遂
行
す
る
に
当
た
っ
て
必
須
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を

強
調
し
て
い
る
。
第
一
反
論
者
で
あ
る
カ
テ
ル
ス
は
、
こ
の
観
念
の
表

現
的
実
在
性
に
関
し
て
、
「
表
現
的
実
在
性
は
純
粋
な
命
名
で
あ
っ
て
、

現
実
に
は
何
も
の
で
も
な
い
」
(
〉
]
U
S
F
S
)
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ

に
対
し
て
デ
カ
ル
ト
は
、
「
太
陽
」
に
つ
い
て
の
観
念
を
例
に
出
し
つ
つ
、

「
太
陽
の
観
念
は
、
知
性
の
う
ち
に
存
在
す
る
太
陽
そ
の
も
の
な
の
だ

が
、
〔
中
略
〕
表
現
的
に
(
。
ε
2号
。
)
、
つ
ま
り
は
対
象
が
慣
わ
し
と

し
て
知
性
の
う
ち
に
あ
る
そ
の
仕
方
で
、
存
在
す
る
」
(
〉
J

「リヨ
F

M
O
N
s
ω
)

と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
コ
こ
の
太
陽
の
観
念
が
]
ま
さ
に

在
る
こ
と
の
様
態

(g∞
g忌
B
。

舌

印

)

は

、

の

外

に

存

在



58 

す
る
様
態
よ
り
も
格
段
に
不
完
全
な
の
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と

い
っ
て
、
既
に
以
前
記
し
た
よ
う
に
、
全
く
の
無
で
あ
る
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
」
(
変
色
と
、
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
観
念
の
表
現
的
実
在

性
が
デ
カ
ル
ト
の
形
而
上
学
に
お
い
て
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
は
、
本

稿
第
一
二
節
で
論
じ
た
い
。

そ
し
て
観
念
が
有
す
る
も
う
一
つ
の
側
面
、
つ
ま
り
「
質
料
的
」
な

側
面
に
関
し
て
は
、
ホ
ッ
プ
ズ
と
の
第
三
反
論
と
答
弁
お
よ
び
ガ
ッ
サ

ン
デ
ィ
と
の
第
五
反
論
と
答
弁
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
デ
カ
ル
ト
が
捉

え
て
い
る
観
念
の
存
在
様
式
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
が
明
ら

か
に
な
る
。
つ
ま
り
デ
カ
ル
ト
は
観
念
を
「
知
性
の
作
用
」
と
し
て
つ

ま
り
思
惟
の
様
態
と
し
て
捉
え
て
い
る
が
、
ホ
ッ
プ
ズ
や
ガ
ッ
サ
ン

デ
イ
は
観
念
を
物
質
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
一
言
い
換
え
れ
ば
デ
カ
ル
ト
は
観
念
を
実
体
と
し
て
の
精
神
に
属
す

る
も
の
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
ホ
ッ
プ
ズ
や
ガ
ッ
サ
ン
デ
イ
は
逆
に
観

念
を
実
体
と
し
て
の
物
体
に
属
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

さ
て
以
上
の
よ
う
に
確
認
し
た
上
で
、
本
稿
の
次
節
以
降
で
特
に
開

題
と
し
た
い
の
は
以
下
の
こ
と
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
「
観
念
」
と
い

う
用
語
は
「
省
察
」
本
文
に
限
っ
て
い
う
な
ら
第
三
省
察
に
な
っ
て
初

め
て
導
入
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
の
観
念
は
周
知
の
通
り
、
方
法
的

壊
疑
を
遂
行
し
た
結
果
精
神
内
の
存
在
と
し
て
措
定
さ
れ
、
外
的
事
物

と
の
関
係
を
全
く
絶
た
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
司
省
察
い
以
前
の

『
世
界
論
』
や
吋
方
法
序
説
お
よ
び
三
試
論
』
中
の
「
屈
折
光
学
」
な

ど
で
は
、
「
観
念
」
が
概
し
て
「
精
神
」
内
の
存
在
で
あ
る
こ
と
に
変

わ
り
は
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
や
認
識
を
説
明
す
る
枠
組
み
の
一

項
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
外
的
事
物
と
の
関
係
で
語
ら
れ
て
い
る
。

換
一
一
一
目
す
れ
ば
「
観
念
」
と
い
う
用
語
は
、
一
方
で
『
省
察
」
特
に
第
三

省
察
に
お
い
て
は
デ
カ
ル
ト
の
形
市
上
学
の
論
証
構
造
に
大
き
く
関

わ
っ
て
お
り
、
他
方
で
内
世
界
論
』
や
「
屈
折
光
学
」
な
ど
に
お
い
て

は
デ
カ
ル
ト
の
自
然
学
の
枠
組
み
に
大
き
く
関
係
し
て
い
る
。
つ
ま
り

デ
カ
ル
ト
の
「
観
念
」
用
法
は
、
形
市
上
学
の
場
面
に
お
い
て
と
自
然

学
の
場
面
に
お
い
て
と
で
は
、
一
見
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら

れ
る
。
し
か
し
同
じ
「
観
念
」
と
い
う
用
語
を
使
用
し
て
い
る
以
上
、

そ
れ
ら
の
用
法
は
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
だ
ろ
う
。
特
に
私
見
に
よ

れ
ば
、
自
然
学
に
お
け
る
「
観
念
」
用
法
は
形
而
上
学
に
お
け
る
そ
れ

に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
以
下
問
題

と
し
た
い
の
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。

第
一
一
一
雀
察
に
お
け
る
「
観
念
」

ー
太
陽
に
関
す
る
一

つ
の
「
観
念
」

本

節

以

降

で

は

、

特

に

デ

カ

ル

ト

の

第

一

一

の

が

見

か
け
と
は
異
な
り
、
論
理
上
、
外
的
事
物
と
は
十
分
に
切
り
離
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
を
論
じ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
本
節
で
は
、
デ
カ
ル
ト
が
第
三

省
察
で
外
的
事
物
と
観
念
と
が
八
五
く
類
似
し
て
い
な
い
こ
と
を
強
調
す

る
筒
所
(
太
揚
に
関
す
る
二
つ
の
別
個
の
観
念
)
を
手
掛
か
り
に
議
論

を
進
め
て
い
く
。
し
か
し
そ
の
前
に
、
そ
の
笛
所
に
辿
り
着
く
ま
で
の

第
三
省
察
の
「
観
念
」
を
め
ぐ
る
議
論
(
6
)
を
確
認
し
て
お
く
。

第
三
省
察
で
ま
ず
デ
カ
ル
ト
は
、
第
一
・
第
二
省
察
で
の
懐
疑
の
過

程
を
振
り
返
り
つ
つ
、
感
覚
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
と
(
懐
疑
以
前
は
)

考
え
ら
れ
て
い
た
多
く
の
事
柄
に
つ
い
て
言
及
し
、
そ
れ
ら
を
ま
ず
「
も
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の
の
観
念
(
吋
O
E
S
E
S
O
)
」
と
言
い
直
し
て
い
る
(
〉
〕
U
S
F
ω
印)。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
観
念
が
「
私
の
内
に
あ
る
こ
と

(
3
5
0
0的
由
。
)
」
を

デ
カ
ル
ト
は
否
定
し
な
い
。
こ
こ
で
注
目
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の

は
、
「
観
念
」
な
る
も
の
が
「
私
の
内
に
あ
る
」
と
明
ニ
一
目
さ
れ
て
い
る

点
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
観
念
は
あ
く
ま
で
何
ら
か
の
あ
る
「
も
の
」

の
観
念
で
あ
る
。
さ
ら
に
す
ぐ
後
で
、
「
志
の
外
に
あ
る
も
の
」
と
観

念
と
の
関
係
が
疑
い
に
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
観
念
の
「
私
の

内
に
あ
る
」
と
い
う
性
格
は
度
を
増
す
こ
と
に
な
る
。

さ
て
デ
カ
ル
ト
は
さ
ら
に
、
「
私
の
思
堆

(
E
8
0
8
m
S
5
5切)」

の
す
べ
て
が
っ
定
の
類
(
。

2
2山

8
0誌
に
に
分
類
さ
れ
る
、
と
指

摘
す
る
。
大
き
く
分
け
て
二
つ
に
分
類
さ
れ
る
が
、
そ
の
一
つ
自
に
つ

い
て
は
、
「
私
の
思
惟
の
内
の
あ
る
も
の
は
、
あ
た
か
も
も
の
の
像
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
そ
れ
ら
に
対
し
て
の
み
本
来
は
観
念
と

い
う
名
称
が
適
合
す
る
」
(
〉
吋
リ
〈
戸
ω
吋
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
(
7
)
O

こ
こ
で
は
「
私
」
の
思
惟
の
内
の
「
も
の
の
像

(
E
g
g
s
m
m
3
2こ

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
そ
れ
に
対
し
て
「
観
念
」
と
い

う
名
称
が
と
り
あ
え
ず
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
吋
省
察
』
の
第
一
ニ

反
論
と
答
弁
や
第
五
反
論
と
答
弁
な
ど
も
考
患
に
入
れ
る
と
、
こ
れ
が

狭
い
意
味
で
の
「
観
念
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
な
ろ
う
(
デ
カ
ル
ト
が

挙
げ
る
例
で
は
「
人
間
」
「
キ
マ
イ
ラ
」
「
天
空
」
「
天
使
」
「
神
」
と
い
っ

た
も
の
)
。

続
い
て
デ
カ
ル
ト
は
、
観
念
に
は
一
一
一
種
類
の
も
の
(
「
生
得
的
な
観

念
(
広

0
3
5
3
)」
、
「
外
来
的
な
観
念
(
広

g
包
5
3
g
)
」
、
「
私
自

身
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
観
念
(
広
g
m
g
o
苦

S
F
E
ω
)
」
)
が
あ
り
う
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
三
つ
の
区
分
は
あ
く
ま
で
可
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能
的
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
ら
観
念
の
真
の
起

源
を
明
射
に
私
は
潟
察
し
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
」
(
〉
吋
リ
〈
戸
ω∞
)
で

あ
る
。
し
か
し
デ
カ
ル
ト
は
そ
の
よ
う
に
一
宮
い
つ
つ
も
、
考
察
の
焦
点

を
「
外
来
的
な
観
念
」
に
合
わ
せ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
本
有
的
な
観
念
」

と
「
私
自
身
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
観
念
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
起
掠
を

「
私
」
に
求
め
る
こ
と
が
容
易
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
考
察
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
も
の
と
し
て
残
る
の
は
「
外
来
的
な
観
念
」
の
み
に
な
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
外
来
的
な
観
念
」
に
つ
い
て
省
察
す
る
過
程
で
、

ま
た
も
や
あ
の
「
私
の
内
に
あ
る
観
念
が
私
の
外
に
置
か
れ
で
あ
る
も

の
に
類
似
し
て
い
る
」
と
い
う
意
見
を
徹
底
的
に
斥
け
る
議
論
を
行
う
。

こ
こ
で
デ
カ
ル
ト
は
、
な
ぜ
以
前
そ
の
よ
う
な
意
見
を
信
じ
て
い
た
の

か
と
い
う
理
由
を
二
つ
挙
げ
、
そ
の
理
由
が
薄
弱
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

す
る
。さ

ら
に
デ
カ
ル
ト
は
、
仮
に
「
私
」
と
は
別
個
の
も
の
か
ら
観
念
が

出
来
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
は
そ
れ
ら
の
観
念
が
そ
う
し
た

も
の
に
類
似
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
帰
結
し
な
い
、

と
主
張
す
る
。
こ
の
議
論
に
お
い
て
デ
カ
ル
ト
は
、
次
の
よ
う
な
興
味

深
い
例
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
太
陽
に
つ
い
て
の
二
つ
の
異
な
る
観

念
で
あ
る
。
そ
の
一
方
に
つ
い
て
は
、
「
あ
た
か
も
感
覚
か
ら
汲
ま
れ

た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
特
に
私
が
外
来
的
な
も
の
と
見
な
し
た
も

の
の
内
に
列
挙
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
極
め
て

小
さ
な
太
陽
が
私
に
現
れ
出
る
こ
と
に
な
る
」
(
〉
叶
w

〈
口
い
中
)
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
も
う
一
方
に
つ
い
て
は
、
「
天
文
学
上
の
諸
理

由
[
根
拠
]
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
何
か
私
に
生

得
的
な
諸
概
念
に
よ
っ
て
取
り
出
さ
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は
侍
か
他
の
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方
法
に
よ
っ
て
私
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ

る
と
太
陽
は
地
球
よ
り
も
何
倍
も
大
き
い
こ
と
が
表
示
さ
れ
る
」

(
在
仏
・
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
デ
カ
ル
ト
は
、
「
こ
れ
ら
二
つ

の
観
念
の
内
の
ど
ち
ら
も
が
、
私
の
外
に
実
際
に
存
在
し
て
い
る
同
じ

一
つ
の
太
陽
に
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
(
変
色
、
と

述
べ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
す
ぐ
さ
ま
、
「
太
陽
そ
の
も
の
か
ら
最
も

直
接
に
出
て
き
た
と
思
わ
れ
る
観
念
が
最
も
太
陽
に
似
て
い
な
い
」

(
変
色
と
結
論
付
け
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
結
論
付
け
る
の
は
果

た
し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
こ
の
箇
所
は
第
一
・
第
二
省
察
で
の
方
法
的
懐
疑
を
経
て

い
る
の
で
、
「
私
の
外
」
に
存
在
す
る
も
の
に
関
し
て
は
一
律
懐
疑
に

付
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
こ
の
議
論
も
「
仮
に
」
の
も
の
で
あ
る
の
だ

が
、
「
似
て
い
な
い
」
と
結
論
付
け
る
の
は
ど
う
い
う
根
拠
か
ら
で
あ

ろ
う
か
。
「
太
陽
」
と
い
う
何
一
の
対
象
に
つ
い
て
別
儒
の
捜
数
の
観

念
が
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
根
拠
に
乏
し
い
。
こ
こ
で
は
「
仮

に
」
と
は
い
え
「
私
」
と
は
別
個
の
も
の
か
ら
観
念
が
出
来
す
る
と
い

う
前
提
で
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
段
階
で
そ
れ
ら
の
類
似
/

非
類
似
を
論
じ
る
こ
と
が
可
能
な
の
は
、
対
象
と
観
念
と
が
加
個
の
存

在
者
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
て
(
こ
れ
は
こ
の
箇
所
の
議
論
の
前
提
に

含
ま
れ
る
て
そ
れ
に
加
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
そ
れ
ら
が
何
も

の
で
あ
る
の
か
(
こ
の
議
論
の
場
合
、
真
に
存
在
す
る
「
太
陽
」
と
そ

れ
に
つ
い
て
の
二
つ
の
別
舗
の
観
念
)
が
知
ら
れ
て
い
る
と
き
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
そ
れ
ら
が
真
に
何
も
の
で
あ
る
の
か
が
知
ら
れ
て
い
な
け

れ
ば
、
特
に
観
念
が
そ
れ
に
つ
い
て
の
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
「
当
の

も
の

(
2
2丸
山
)
」
(
打
「
対
象
」
)
が
知
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
れ

に
つ
い
て
の
観
念
が
複
数
あ
る
と
い
う
こ
と
て
も
、
の
も

の
」
が
何
で
あ
る
か
分
か
ら
な
い
以
上
、
そ
れ
ら
の
類
似
/
非
類
似
に

つ
い
て
は
確
言
で
き
な
い
。
つ
ま
り
『
世
界
論
同
や
「
屈
折
光
学
」
な

ど
の
自
然
学
に
お
け
る
「
観
念
」
を
含
む
知
覚
・
認
識
の
枠
組
み
が
確

保
さ
れ
て
い
て
こ
そ
、
こ
こ
で
デ
カ
ル
ト
が
結
論
付
け
よ
う
と
し
て
い

る
観
念
と
「
当
の
も
の
」
と
の
類
似
/
非
類
似
の
議
論
は
可
能
と
な
る

の
で
あ
る
(
8
)
O

し
か
し
な
が
ら
太
陽
に
つ
い
て
の
こ
つ
の
観
念
を
め
ぐ
る
こ
の
議
論

は
、
そ
も
そ
も
外
的
事
物
の
存
在
自
体
が
懐
疑
に
付
さ
れ
て
い
る
最
中

で
の
議
論
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
自
然

学
と
形
而
上
学
と
の
影
響
関
係
を
論
じ
る
に
当
た
っ
て
は
、
こ

は
付
属
的
な
も
の
で
あ
る
、
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、

最
も
形
而
上
学
的
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
箇
所
の

神
の
存
在
証
明
に
お
け
る
「
観
念
」
用
法
を
考
察
す
る
。

神
の
奔
在
証
明
に
お
け
る
「
観
念
」
用
法

以

下

こ

の

神

の

存

在

証

明

の

段

階

で

は

観

念
の
自
然
学
的
側
面
が
、
れ
ば
「
感
覚
像
」
と
し
て
の
観
念
と

い
う
意
味
合
い
が
、
槌
力
排
除
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
「
省
察
』
と
い
う
書
物
の
性
格
上
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
少
な
く
と
も
吋
世
界
論
』
や
「
屈
折
光
学
」
な
ど
の
『
省

察
』
以
前
の
審
物
に
お
い
て
は
、
「
観
念
」
と
い
う
用
語
は
、
認
識
の

枠
組
み
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
の
、
「
対
象
」
・
「
観
念
」
・
「
思
惟
」

と
い
う
三
つ
組
み
の
一
項
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
第
三
省
察
に
お

い
て
は
こ
の
つ
組
み
の
内
の
「
(
外
的
)
対
象
」
に
つ
い
て
は
疑
い
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に
付
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
第
一

に
お
い
て
は
、
こ
の
三
つ
組
み
は
い
わ
ば
壊
れ
た
状
態
で
観
念
お
よ
び

そ
れ
に
付
随
す
る
用
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
よ
っ
て
そ

の
様
な
状
況
で
「
観
念
」
と
い
う
一
一
一
日
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
成

否
も
考
慮
に
入
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
以
下
で
は
上
記
の
よ
う
な

点
に
留
意
し
つ
つ
、
神
の
存
在
証
明
の
成
否
は
ひ
と
ま
ず
脇
に
措
い
て

考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

さ
て
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
は
「
外
来
的
な
観
念
」

に
つ
い
て
は
否
定
的
で
あ
っ
た
が
、
「
し
か
し
な
が
ら
今
な
お
、
そ
の

観
念
が
私
の
内
に
あ
る
も
の
の
内
の
あ
る
も
の
が
、
私
の
外
に
存
在
し

て
い
る
か
ど
う
か
、
を
探
求
す
る
た
め
の
あ
る
抽
出
の
道
が
私
に
立
ち
現

れ
て
く
る
」
(
〉
H
〈
F
8
)
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
探
求
の
道

で
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
が
、
観
念
の
「
表
現
的
実
在
性
(
円
g
E
g

o
S
0
3
5
)
」
と
「
因
果
性
の
原
理
」
で
あ
る
。

ま
ず
「
表
現
的
実
在
性
」
で
あ
る
が
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
諸
々
の

観
念
は
そ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
「
思
惟
の
様
態
」
で
あ
る
点
に
お
い
て
は
な

ん
ら
差
が
な
い
と
す
る
。
つ
ま
り
観
念
そ
れ
自
体
の
実
在
性
(
現
実
的

あ
る
い
は
形
相
的
実
在
性
(
自
丘
町
2
2
E弘
仲
間
丘
志
向
。

B
色
白
)
)
は
、

そ
れ
が
「
思
惟
の
様
能
と
で
あ
る
こ
と
に
存
し
て
い
る
。
し
か
し
「
あ

る
観
念
が
あ
る
も
の
を
、
他
の
観
念
が
他
の
も
の
を
表
現
し
て
い
る

(
同

8
3
2
0
E
R
O
)
限
り
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
が
互
い
に
大
き
く
異
な

る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
」

(
F
E・
)
と
さ
れ
る
。
そ
し
て

そ
の
「
表
現
し
て
い
る
」
と
い
う
点
に
お
い
て
各
観
念
間
に
差
を
も
た

ら
す
も
の
が
、
観
念
が
含
む
「
表
現
的
実
在
性
」
で
あ
る
(
9
)
O

そ
れ

は
あ
る
観
念
が
あ
る
も
の
を
表
現
し
て
い
る
限
り
で
の
そ
の
も
の
の
内

61 

実
で
あ
る
と
い
え
る
。
よ
っ
て
そ
れ
は
基
本
的
に
、
表
現
さ
れ
て
い
る

「
当
の
も
の
」
が
観
念
か
ら
離
れ
て
現
実
に
有
し
て
い
る
実
在
性
(
形

相
的
実
在
性
)
と
は
別
個
の
実
在
性
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
段
階
で
は

こ
れ
ら
二
つ
の
実
在
性
の
間
の
関
係
は
ま
だ
明
瞭
で
は
な
い
が
、
デ
カ

ル
ト
は
そ
れ
ら
を
明
確
に
別
個
の
も
の
と
し
て
一
区
別
し
て
認
め
て
い
る

の
で
あ
る
。

他
方
「
因
果
性
の
原
理
」
で
あ
る
が
、
デ
カ
ル
ト
は
簡
潔
に
「
い
ま

や
実
に
自
然
の
光
に
よ
っ
て
明
白
な
こ
と
で
あ
る
が
、
作
出
的
で
か
つ

全
体
的
な
原
因
の
内
に
は
、
そ
の
原
因
の
結
果
の
内
に
あ
る
の
と
少
な

く
と
も
同
じ
だ
け
の
実
在
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(
E
F
)
と
述

べ
て
い
る
。
こ
の
原
理
は
ま
さ
に
第
三
省
察
冒
頭
で
提
示
さ
れ
る
「
明

証
性
の
一
般
的
規
則
」
に
拠
っ
て
い
る
が
、
こ
の
原
理
は
形
相
的
実
在

性
を
有
す
る
結
果
に
つ
い
て
妥
当
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
お
い
て

「
表
現
的
実
在
性
」
が
考
察
さ
れ
る
観
念
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
と
デ

カ
ル
ト
は
主
張
す
る
。
さ
ら
に
そ
の
こ
と
の
み
な
ら
ず
デ
カ
ル
ト
は
、

「
こ
の
あ
る
観
念
が
他
の
あ
る
表
現
的
実
在
性
を
含
む
よ
り
は
、
む
し

ろ
こ
の
あ
る
い
は
あ
の
表
現
的
実
在
性
を
含
む
、
と
い
う
ま
さ
に
こ
の

こ
と
を
、
観
念
は
、
そ
の
観
念
そ
の
も
の
が
表
現
的
に
含
ん
で
い
る
の

と
少
な
く
と
も
閉
じ
だ
け
の
実
在
性
を
形
相
的
に
含
ん
で
い
る
あ
る
原

因
か
ら
、
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
戸
H
〈
戸
品
む
と
断
じ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
こ
こ
に
お
い
て
、
観
念
が
含
む
「
表
現
的
実
在
性
」
と
観
念

に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
「
当
の
も
の
」
の
形
相
的
実
在
性
と
の
間

に
、
明
確
な
つ
な
が
り
が
で
き
あ
が
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
デ
カ
ル
ト
が
こ
の
よ
う
に
観
念
と
観
念
に
お
い
て
表
現
さ
れ

思
惟
さ
れ
て
い
る
「
当
の
も
の
」
と
の
開
に
国
果
関
係
を
認
め
る
と
い
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う
こ
と
に
関
し
て
は
、
彼
の
論
証
が
十
分
に
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
も
あ
り
、
議
論
の
余
地
が
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ

の
探
求
は
、
そ
の
よ
う
な
観
念
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
「
当
の
も

の
」
が
「
私
の
外
」
に
あ
る
か
ど
う
か
、
を
調
べ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

第
二
省
察
ま
で
で
い
わ
ゆ
る
「
私
の
外
」
に
存
在
す
る
と
さ
れ
た
も
の

は
、
そ
の
実
在
性
に
つ
い
て
は
懐
疑
に
付
さ
れ
拒
絶
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
よ
う
な
状
況
の
中
、
観
念
が
含
む
「
表
現
的
実
在
性
」
を
認
め
る
こ

と
と
、
そ
れ
に
「
悶
果
性
の
原
理
」
を
適
用
す
る
こ
と
の
妥
当
性
は
、

ど
こ
に
存
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
換
一
一
一
目
す
れ
ば
デ
カ
ル
ト
が
観
念
の
含
む

「
表
現
的
実
在
性
」
を
認
め
、
そ
れ
に
「
因
果
性
の
原
理
」
を
適
用
し

よ
う
と
し
た
背
景
に
は
何
が
潜
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
疑
問
を
解
消
す
る
た
め
に
も
、
今
し
ば
ら
く
神
の
存
在

を
証
明
す
る
に
至
る
ま
で
の
デ
カ
ル
ト
の
議
論
を
追
っ
て
み
よ
う
。
彼

は
先
ほ
ど
の
引
用
笛
所
に
続
い
て
、
観
念
が
含
む
「
表
現
的
実
在
性
」

と
観
念
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
「
当
の
も
の
」
の
「
形
相
的
実
在

性
」
が
結
び
つ
く
理
由
と
し
て
、
例
え
ば
観
念
の
原
菌
に
無
か
っ
た
何

も
の
か
が
そ
の
観
念
に
見
出
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
無
」
に
起

因
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
言
う
。

「
も
の
が
観
念
を
通
し
て
知
性
の
内
に
表
現
的
に
存
在
す
る
そ
の
あ
り

方

(
5
0
2∞
g在
留
。
含
♂
台
。
号
∞

2
件
。
在

0
2
5
5
5丘
町
立
ロ
ゆ

2

E
8
5
)
は
、
ど
れ
ほ
ど
不
完
全
で
あ
ろ
う
と
も
、
し
か
し
決
し
て
無

で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
」
(
笠
ふ
・
)
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
注

意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
「
も
の
が
観
念
を
通
し
て
知
性
の
内
に
」
と

い
う
表
現
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
「
観
念
」
と
い
う
詩
句
は
、
「
も

の
(
対
象
ご
と
「
知
性
(
思
惟
こ
を
何
ら
か
の
形
で
媒
介
す
る
も
の

と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

さ
て
デ
カ
ル
ト
は
考
察
を
先
に
進
め
る
た
め
に
、
「
表
現
的
な
あ
り

方
が
観
念
に
は
そ
の
本
性
上
適
合
し
て
い
る
が
、
し
か
し
時
様
に
形
相

的
な
あ
り
方
は
観
念
の
原
因
に
、
少
な
く
と
も
最
も
始
原
的
な
原
因
に

そ
の
本
性
上
適
合
し
て
い
る
」
(
〉
叶
リ
〈
F
b
s
N
)
と
い
う
こ
と
を
認
め

る
。
こ
こ
で
観
念
の
原
因
・
結
果
関
係
を
さ
か
の
ぼ
る
過
程
に
お
い
て
、

単
に
観
念
間
だ
け
(
あ
る
観
念
が
加
の
観
念
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
場

合
も
あ
る
)
で
な
く
、
観
念
を
超
え
た
「
私
の
外
」
に
実
在
す
る
も
の

へ
と
辿
り
着
く
可
能
性
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
こ

の
よ
う
に
観
念
の
原
因
・
結
果
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
に
お
い
て
「
無
限

に
進
む
こ
と
」
は
あ
り
え
ず
、
最
終
的
に
は
観
念
の
第
一
の
原
因
に
辿

り
着
か
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
第
一
の
原
因
と
は
、

「
観
念
に
お
い
て
単
に
表
現
的
に
あ
る
と
こ
ろ
の
す
べ
て
の
実
在
性
が

形
相
的
に

λ

(

泊
ま
れ
る
涼
型
」
(
〉
H
〈
戸
お
)
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と

デ
カ
ル
ト
は
言
う
。

さ
ら
に
デ
カ
ル
ト
は
、
「
私
が
有
す
る
観
念
の
内
の
あ
る
も
の
の
表

現
的
実
在
性
が
、
あ
ま
り
に
も
大
き
く
て
、
そ
れ
と
同
じ
実
在
性
が
私

の
内
に
形
相
的
に
も
優
勝
的
に
も
存
在
し
な
い
、
つ
ま
り
私
自
身
が
そ

の
観
念
の
原
閣
で
は
あ
り
え
な
い
」
(
庄
三
と
い
う
「
も
の
」
が
あ

れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
「
私
の
外
」
に
実
在
す
る
「
あ
る
他
の
も
の
」
で
あ

る
と
結
論
付
け
る
。
デ
カ
ル
ト
は
こ
の
帰
結
に
従
い
様
々
な
観
念
を
精

査
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
彼
の
考
察
に
拠
れ
ば
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん

ど
に
つ
い
て
は
「
私
」
自
身
に
出
来
す
る
と
思
わ
れ
な
い
も
の
は
何
も

無
い
と
さ
れ
る
。
残
る
の
は
た
だ
「
神
」
の
観
念
の
み
で
あ
る
(
〉
吋
リ

〈
戸
合
)
。
そ
し
て
そ
の
「
神
」
な
る
も
の
は
、
ど
う
し
て
も
「
私
」
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独
り
の
み
に
由
来
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
(
つ
ま
り
「
私
」
が
原
因
と

な
り
え
な
い
)
ほ
ど
偉
大
な
も
の
で
あ
る
と
結
論
付
け
、
こ
れ
こ
そ
「
私
」

以
外
に
存
在
す
る
も
の
と
な
る
。

以
上
が
第
三
省
察
に
お
け
る
神
の
存
在
証
明
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
こ
と
で
分
か
る
よ
う
に
、
観
念
に
関
し
て
そ

の
「
表
現
的
実
在
性
い
な
る
も
の
を
認
め
る
こ
と
と
、
そ
の
表
現
さ
れ

て
い
る
内
容
(
観
念
が
含
む
「
表
現
的
実
在
性
」
)
に
対
し
て
「
因
果

性
の
原
理
」
を
適
用
す
る
こ
と
の
二
つ
が
、
神
の
存
在
証
明
の
論
証
構

造
の
要
と
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
観
念
が
含
む
「
表
現
的
実
在
性
」
な
る

も
の
を
認
め
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
観
念
に
つ
い
て
そ
の
形
相
的
実
在

性
の
み
し
か
認
め
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
観
念
は
単
に
「
私
」
日
「
考
え

る
も
の
」

H

「
精
神
」
の
一
様
態
で
あ
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
場
合
に

は
「
私
の
外
」
な
ど
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
カ
テ
ル
ス
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
「
知
性
の
う
ち
に
表
現
的
に

あ
る
こ
と
」
つ
ま
り
「
表
現
的
実
在
性
」
を
、
「
純
粋
な
命
名
」
で
あ
っ

て
「
現
実
に
は
何
も
の
で
も
な
い
」
、
と
捉
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
カ
一
ア
ル
ス
に
応
え
て
デ
カ
ル
ト
は
、
「
表
現
的
に

あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
全
く
の
「
鑑
に
で
は
な
く
対
象
で
あ
る
事
物

に
か
か
わ
る
何
ら
か
の
実
在
性
を
有
し
て
い
る
、
と
主
張
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
た
め
に
は
、
彼
の
「
観
念
」
理
論
が
そ
の
よ
う

な
全
く
の
「
無
」
で
は
な
い
「
表
現
的
実
在
性
」
を
必
須
の
も
の
と
す

る
よ
う
な
構
造
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う

な
構
造
の
原
型
と
な
る
の
が
、
や
は
り
デ
カ
ル
ト
の
自
然
学
の
文
脈
に

お
け
る
「
観
念
」
理
論
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
然
学
に
お
け
る
「
観

念
」
と
い
う
用
語
は
、
「
(
外
的
)
対
象
」
・
「
観
念
」
・
「
精
神
」
と
い
う
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つ
組
み
構
造
を
有
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
こ
で
の
「
観
念
」
と
「
(
外

的
)
対
象
」
と
は
、
記
号
的
関
係
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
あ
る

も
の
を
表
現
す
る
観
念
は
、
あ
る
「
(
外
的
)
対
象
」
に
記
号
的
に
対

応
し
て
お
り
、
別
の
も
の
を
表
現
す
る
観
念
は
、
別
の
「
(
外
的
)
対
象
」

に
記
号
的
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
点
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、

形
而
上
学
の
文
脈
で
導
入
さ
れ
た
観
念
の
「
表
現
的
実
在
性
」
を
支
え

る
論
理
構
造
と
し
て
、
自
然
学
に
お
け
る
「
観
念
」
理
論
を
そ
の
背
後

に
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
第
三
省
察
に
お
い
て
「
観
念
」
な
る

も
の
が
「
私
の
内
に
あ
る
」
と
明
一
一
一
目
さ
れ
て
い
る
以
上
、
「
私
の
外
」

な
る
も
の
が
何
ら
か
の
形
で
確
保
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
「
観
念
」
と

い
う
用
語
は
そ
の
役
割
を
十
分
に
果
た
し
え
な
い
(
少
な
く
と
も
本
稿

第
一
節
で
見
た
よ
う
に
、
自
然
学
に
お
け
る
「
観
念
」
と
い
う
用
語
は

「
(
外
的
)
対
象
」
・
「
観
念
」
・
「
精
神
」
と
い
う
三
つ
組
み
に
お
い
て
こ

そ
機
能
し
て
い
た
)
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
観
念
が
含
む
「
表

現
的
実
在
性
」
な
る
も
の
を
認
め
る
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
「
精
神
」
の

内
に
在
る
観
念
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
限
り
で
は
あ
る
が
、
(
「
私
」

と
は
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
)
あ
る
「
も
の
」
の
存
在
を
認
め
る
こ
と

に
な
る
。
つ
ま
り
自
然
学
に
お
け
る
場
合
と
は
異
な
る
が
(
論
証
の
前

提
に
お
い
て
外
的
事
物
の
存
在
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
)
、
こ
の

段
階
に
お
い
て
は
「
(
外
的
)
対
象
」
・
「
観
念
?
「
精
神
」
と
い
う
三

つ
組
み
に
つ
な
が
り
う
る
、
「
(
外
的
)
対
象
」
と
「
観
念
」
と
を
橋
渡

し
す
る
も
の
と
し
て
、
観
念
が
含
む
「
表
現
的
実
在
性
」
な
る
も
の
が

認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
こ
の
ま
ま
で
は
デ
カ
ル
ト
が
望
む
よ
う
な
「
私
の
外
」
へ
の
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超
出
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
こ
で
そ
れ
を
可
能
に
す
る
た
め
に
導
入
さ

れ
た
の
が
「
因
果
性
の
原
理
」
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
因
果
性
の
原

理
」
を
適
用
す
る
の
を
可
能
と
す
る
の
が
、
観
念
が
含
む
「
表
現
的
実

在
性
」
と
そ
の
原
因
と
な
る
形
相
的
実
在
性
を
別
個
の
も
の
と
し
て
認

め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
自
然
学
に
お
い
て
は
「
(
外
的
)
対
象
」
と
「
観

念
い
と
の
悶
果
関
係
は
、
そ
れ
ら
が
似
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調

す
る
た
め
も
あ
っ
て
機
会
図
的
な
対
応
関
係
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

「
(
外
的
)
対
象
」
と
「
観
念
」
と
を
別
儲
な
も
の
と
し
て
認
め
、
そ
の

間
に
あ
る
種
の
因
果
関
係
を
-
認
め
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
自
然

学
に
お
い
て
の
も
の
と
は
要
素
が
多
少
異
な
る
に
せ
よ
(
観
念
が
含
む

「
表
現
的
実
在
性
」
と
そ
の
原
因
と
な
る
形
相
的
実
在
性
)
、
自
然
学
に

お
い
て
考
察
さ
れ
た
よ
う
な
因
果
関
係
の
構
造
を
、
神
の
存
在
証
明
に

お
け
る
「
観
念
」
用
法
に
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
(
迎
。

士
ロ
窓
口

φ
会
叩

Z
=
口

以

上

本

稿

で

は

、

デ

カ

ル

ト

の

最

も

形

而

上

学

(

メ

的

論
証
の
一
つ
で
あ
る
『
省
察
』
第
三
省
察
の
神
の
存
在
証
明
に
お
い

て
、
特
に
そ
の
論
証
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
「
観
念
」
用
法
か
ら
、

自
然
学
的
な
論
理
が
全
く
排
除
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
検
討
し
て

き
た
。
本
稿
で
は
自
然
学
に
お
け
る
「
観
念
」
用
法
を
重
視
し
て
考
察

を
進
め
て
き
た
の
で
、
い
わ
ゆ
る
「
認
識
理
由
の
順
序
」
に
従
っ
た
確

証
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
論
証
に
持
ち
込
ま
な
い
と
い
う
態
度
の
も
と

で
な
さ
れ
る
よ
う
な
、
円
省
察
」
に
お
け
る
「
観
念
」
に
関
す
る
通
常

の
議
論
と
は
、
本
稿
の
上
記
の
よ
う
な
議
論
は
相
容
れ
な
い
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
も
デ
カ
ル
ト
は
そ
の
意
図
か
ら
し
で
も
、
形
而
上
学
に
お

け
る
論
証
構
造
に
自
然
学
的
な
論
理
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
明
一
一
一
目
し

て
は
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
上
記
の
検
討
に
よ
っ
て
、
最
も
形
而
ト

学
的
と
さ
れ
る
神
の
存
在
証
明
に
お
い
て
も
、
そ
の
背
景
に
は
自
然
栄

的
な
論
理
構
造
が
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
し
て
潜
ん
で
い

る
と
い
う
こ
と
は
示
唆
さ
れ
た
と
考
え
る
。

(
l
)
デ
カ
ル
ト
哲
学
解
釈
史
に
お
い
て
、
特
に
一
一

O
世
紀
後
半
以
降
に

は
、
そ
れ
ま
で
後
世
の
自
然
科
学
の
歩
み
か
ら
す
れ
ば
誤
っ
て
い
る

と
し
て
あ
ま
り
省
み
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
デ
カ
ル
ト
の
自
然
学
に
関

す
る
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
し
か
し
あ
く
ま
で
デ
カ
ル
ト
の
意

図
に
従
い
、
「
形
而
上
学
か
ら
自
然
学
へ
」
と
い
う
流
れ
に
則
っ
て
解

釈
さ
れ
た
も
の
が
多
い
。
参
考
ま
で
に
デ
カ
ル
ト
の
自
然
学
に
焦
点

を
当
て
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
比
較
的
最
近
出
版
さ
れ
た
審
物
・
論
文

集
を
幾
っ
か
挙
げ
て
お
く
。
∞
・
0
2
町
。
m
R
H
∞の
V
5
5
8
2・∞塁。ロ

(O円山田-YU2nhqHE噌~〈むさミ~、守口三。HU在、(円、。HH仏。ロ恥
W

2

0
当
J
1
0

井一

H
N
O
C
昨
日
誌
∞
P
N
c
o
g
・
0
・
0
m
四
円
ゲ
O
F
U
2
ミ
ミ
g
hミ~芯込町九(内同四回σユ円四∞。一

門町凶器σユハ同
m

目。戸川忠〈O吋∞玉、

F
・0
印印リNCCH)・∞・cm凶口町円。∞opbmhhhq町
内
旬
、

~
ざ
た
さ
ミ
ミ
ミ
ミ
可
ミ
N
U
E
~
2
§
守
(
門
担
問
H
M
ぴ
叫
ん
円
W
O
一
円
自
岳
民
仏
∞
o
c
E
〈
O
同
氏
q

M
M

同
町
田
的
ゆ
N
O
O
N
)
・
玄
・
穴
。
σ
3
2
叩
ユ
リ
h
む
、
訟
に
2
8
P
R
ミ
ミ
ミ
ミ
守

b

ussミ
2
(
喝
さ
∞
一
Z
S
U
M
S
ω
)
[
日
本
一
語
版
一
小
林
道
夫
で
ア
カ
ル

ト
の
自
然
哲
学
』
(
岩
波
書
脂
、
一
九
九
六
年
)
〕
・

(
2
)
し
か
し
な
が
ら
「
省
察
』
以
前
の
「
世
界
論
」
な
ど
の
自
然
学
的

幸
一
一
同
物
を
著
す
さ
ら
に
そ
の
前
に
、
デ
カ
ル
ト
は
一
時
期
「
形
而
上
学

の
小
篇
」
の
執
筆
に
着
手
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
に
後

の
吋
省
察
』
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
観
念
」
用
法
が
既
に
成
立
し
て



デ、カルトの自然主義的性格

い
た
の
か
ど
う
か
は
、
草
稿
が
失
わ
れ
て
い
る
の
で
不
明
で
あ
る
。

ま
た
、
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
自
然
学
の
基
礎
付
け
に
重
要
な
役
割
を

果
た
し
た
形
而
上
学
的
テ

i
ゼ
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
永
遠
真
理
創

造
説
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
テ

i
ゼ
に
関
し
て
は
、
本
稿
に
お
い

て
は
論
旨
も
異
な
る
し
、
ま
た
紙
数
の
関
係
上
論
及
で
き
な
い
。
こ

れ
ら
「
形
而
上
学
の
小
篇
」
や
「
永
遠
真
理
創
造
説
」
に
つ
い
て
は
、

メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
、
二
ハ
一
一
一

0
年
四
月
十
支
日
(
〉
]
U
F
Z
U
ふ
吋
)
、
十
一

月
二
五
日
(
〉
]
『
ト
口
刊
∞
N
)

な
ど
の
書
簡
を
参
照
。
な
お
、
本
稿
で
は

以
下
、
デ
カ
ル
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
ア
ダ
ン
・
タ
ヌ
リ

版
「
デ
カ
ル
ト
全
集
』

(
Q号
S
h
r
u
s
gミ
兵
吉
宮
広

g
吉
岡
内

E
ュ2

〉
m
U
5
2
M
M
山
富
山
、
出
話
口
2
u〉

P
5
F

阿

L
5
3
広
O
M
M
庄一
C
問
。
目

u
E
A
E
O
』
・
〈
江
戸

H
M
g
u
J
呂
志
)
に
よ
る
。
ロ
ー
マ
数
字
は
巻
号
を
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字

は
ペ
ー
ジ
数
を
表
す
。

(
3
)
こ
こ
で
用
い
た
「
原
因
・
結
果
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
、
「
世

界
論
』
第
一
章
で
デ
カ
ル
ト
が
光
の
「
観
念
」
と
そ
れ
を
生
み
出
す
「
対

象
い
と
の
関
係
を
「
こ
と
ば
(
官
gw)
」
の
場
合
に
な
ぞ
ら
え
て
説

明
し
て
い
る
笛
所
を
参
照
さ
れ
た
い
。
そ
こ
で
デ
カ
ル
ト
は
、
「
自
然

も
ま
た
あ
る
記
号

(amg)
を
設
け
て
い
て
、
こ
の
記
号
そ
れ
自
体

は
わ
れ
わ
れ
が
光
に
つ
い
て
持
っ
て
い
る
こ
の
感
覚
と
似
た
も
の
を

何
一
つ
持
っ
て
い
な
く
て
も
、
光
の
感
覚
を
わ
れ
わ
れ
に
持
た
せ
る

と
い
う
こ
と
は
ど
う
し
て
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
か
?
」
(
〉
叶
リ
U
Q
h
)

と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
デ
カ
ル
ト
は
「
観
念
」
と
「
対
象
」

と
を
記
号
的
関
係
で
捉
え
て
お
り
、
「
原
田
・
結
果
」
と
い
う
強
い
直

接
的
な
結
び
つ
き
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
あ
る
種
の
対
応
関
係
と
し

て
捉
え
て
い
る
。

(
4
)
こ
の
よ
う
な
、
認
識
に
お
け
る
「
対
象
干
「
観
念
」
・
「
精
神
(
あ

る
い
は
思
惟
ご
と
い
う
一
一
一
つ
組
み
構
造
に
つ
い
て
は
、
富
田
恭
彦
に
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よ
る
ロ
ッ
ク
や
パ

i
ク
リ
の
観
念
説
に
関
す
る
一
連
の
研
究
に
示
唆

を
受
け
た
。
富
田
恭
彦
「
ロ
ッ
ク
哲
学
の
隠
さ
れ
た
論
理
竺
勤
草
書
房
、

一
九
九
一
年
)
お
よ
び
「
観
念
説
の
謎
解
き
』
(
世
界
思
想
社
、

一一

O
O
六
年
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
5
)
こ
の
よ
う
な
観
念
の
ご
つ
の
側
面
に
関
し
て
は
、
デ
カ
ル
ト
以
後
、

様
々
な
議
論
が
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
向
時
代
や
す
ぐ
の
ち
の
時
代
で

は
、
ア
ル
ノ
ー
や
ラ
イ
フ
ニ
ッ
ツ
の
よ
う
に
、
質
料
的
な
知
性
の
作

用
と
し
て
の
観
念
を
重
視
す
る
立
場
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
マ
ル

プ
ラ
ン
シ
ュ
の
よ
う
に
、
表
現
的
な
側
面
で
の
観
念
を
重
視
す
る
立

場
も
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
次
の
文
献
に
詳
し
い
。
日
2
8
Y向・

2
a
}
R
Aミ
き
ミ
s
hご
宮
内
h
q
H
g
s
h
u訟
を
さ
豆
、
ミ
ミ
sh(MdHMnoZ口一

涼
5
8
gロ
ピ
ヨ
〈
2
3
M々M吋

g
タ

H
C

∞h
w
)

・

(
6
)
た
だ
し
「
観
念
」
に
つ
い
て
論
究
し
て
い
く
前
に
、
次
の
一
点
を

確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
明
証
性
の
一

般
的
規
則
」
な
る
も
の
が
第
三
省
察
の
冒
頭
で
提
示
さ
れ
て
い
る
(
〉
ベ
ゆ

zpω
印
)
と
い
う
点
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
こ
の
「
明
証
性
の
一
般
的

規
則
」
を
用
い
て
第
一
一
一
省
察
で
の
神
の
存
在
証
明
を
遂
行
し
て
い
く
。

そ
し
て
こ
の
規
則
に
か
か
わ
る
重
大
な
問
題
の
一
つ
が
「
デ
カ
ル
ト

の
循
環
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
論
辺
確
実
か
つ
不
可
疑
』

l

方
法
的
懐
疑
の
基
準
再
考
」
(
吋
人
間
存
在
論
』
第
一
五
号
、

一一

O
O
九
年
、
四
一

l

五
一
頁
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
本
稿
で
は
こ

の
「
デ
カ
ル
ト
の
循
環
」
に
つ
い
て
は
論
究
せ
ず
に
、
神
の
存
在
証

明
の
文
脈
に
現
れ
る
「
観
念
」
な
る
も
の
に
絞
っ
て
考
察
を
深
め
て

い
く
。

(
7
)
も
う
一
つ
の
「
私
の
思
惟
」
に
つ
い
て
デ
カ
ル
ト
は
、
「
例
え
ば
、

私
が
思
惟
す
る
と
き
、
恐
れ
る
と
き
、
肯
定
す
る
と
き
、
否
定
す
る

と
き
に
は
、
も
ち
ろ
ん
い
つ
も
私
は
何
ら
か
の
事
物
を
私
の
思
唯
の
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対
象
・
主
題
と
し
て
捉
え
て
い
る
(
哲
三
0
8
忠
告
白
g
お
百
三

E
S
E
E
S

自

g
o
g∞
吉
氏
。
史
的
品
開

5FO足
。
)
が
、
し
か
し
さ
ら
に
は
当
の
事
物

の
似
姿
以
上
の
何
も
の
か
を
思
惟
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う

も
の
の
内
、
あ
る
も
の
は
意
志
あ
る
い
は
感
情
と
呼
ば
れ
、
他
の
も

の
は
判
断
と
呼
ば
れ
る
」
(
〉
]
『
リ
〈
戸
ω
吋
)
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
具

体
的
に
は
「
意
志
」
「
感
情
」
「
判
断
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
ら
は
「
も
の
の
像
」
と
呼
べ
る
も
の
で
は
な
い
。

(8)
感
覚
に
関
わ
る
観
念
が
有
す
る
虚
偽
性
に
関
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る

観
念
の
「
質
料
的
最
偽
」
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は

紙
幅
の
関
係
上
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
次
の
文
献
に
所
収
の

E
E
E忌
S
E
V。
ゅ
ピ
山
口
〉

E
D
O
P
E
C
E
r
M
W
O古
田
知
号
の
論
文
を
参

照
さ
れ
た
い
。
同
甘
og釦gロI
玄
向3F5。切

0a可苦∞訟∞器印怠仏号。。又件』
r。g白gロg
阿円

r宮
k

レヒ戸ロ告Hお
の
宗
§
。
gロ(芯
ι怠仏仕含印少乞.U)γゆ

同む
)
2内口h叫

H

∞一吋
12Nh品肝広A岱
凶
)
.

(9)
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
る
「
観
念
」
の
こ
の
「
表
現
的
実

在
性
」
は
、
概
念
史
的
に
は
デ
カ
ル
ト
以
前
の
ス
コ
ラ
哲
学
(
ド
ウ

ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
の
「
表
現
的
存
在

(g問。。♂
0
3
g
B
)
」
や
ス
ア

レ
ス
の
「
表
現
的
概
念

(
8
5
8
E目。
S
0
3
5
)
」
)
に
由
来
す
る
も
の

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
本
書
で
は
中
世
哲
学
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
諸
概

念
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
関
係
上
論
及
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ

れ
ら
の
諸
概
念
に
関
し
て
は
次
の
文
献
に
お
い
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The naturalistic character of Descartes: 

'Idea' in the Third Meditation 
Keishi Matsue 

In the Third Meditation, as you know, Descartes intends to prove the existence of God. 

For this purpose, he analyzes various 'ideas' which are in our minds. In this case, according to 

the demonstration in the First and Second Meditation, the existence of external world hasn't 

yet been established. After he has proved the existence and veracity of God, Descartes 

establishes his natural philosophy (or physics). Consequently, the argument in the Third 

Meditation apparently doesn't include the logic of natural philosophy and is extremely 

metaphysical. It is also the term 'idea' and several concepts concerning it, as you know, that 

play an important role in the proof of God's existence. Therefore the term 'idea' used in this 

context may be metaphysical in principle. 

In The World and The Dioptrics (they were written before the Meditations and the 

Principles), however, Descartes frequently used the term 'idea' in explaining how we perceive 

objects in the external world. Doesn't the use of the term 'idea' in this context of natural 

philosophy influence to a large degree the metaphysical demonstration in the Third 

Meditation? In other words, does Descartes utterly remove the use of it in the context of 

natural philosophy from the argument proving the existence of God? 

The aim of this paper is to clarify the relationship between Descartes's metaphysics and 

his natural philosophy, especially how the logic of natural philosophy enters the metaphysical 

demonstration of the existence and veracity of God. In order to achieve this aim, I will 

examine carefully how Descartes uses the term 'idea' in demonstrating the existence of God. 

Needless to say, Descartes doesn't declare the structure of this metaphysical argument to 

possess physical logic. This paper will suggest, however, that the logic of his natural 

philosophy is latent in the metaphysical argument of the Third Meditation. 

(Part-time Lecturer at Osaka Institute of Technology) 




