
ヒ
ュ
ー
ム
の
認
識
論
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

―

―

デ
カ
ル
ト
の
認
識
論
と
の
対
比
に
お
い
て

小
林

道
夫

序

ロ
ッ
ク
に
始
ま
り
、
バ
ー
ク
リ
を
経
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
至
っ
て
大

成
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
」
が
、
彼
ら
に
先
ん
じ

る
デ
カ
ル
ト
の
、
教
科
書
的
に
い
え
ば
「
合
理
主
義
」
の
体
系
を
全

体
的
に
批
判
し
、
そ
れ
を
排
除
す
る
結
果
を
少
な
か
ら
ず
も
た
ら
し

た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
第
一
に
、
ロ
ッ
ク
は
、
デ
カ
ル
ト

の
認
識
論
の
支
柱
で
あ
る
「
生
得
説
」
を
、
そ
の
『
人
間
知
性
論
』

の
当
初
に
お
い
て
標
的
と
し

そ
れ
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

経

、

「

験
論
」
の
土
台
を
設
定
し
た
。
つ
い
で
バ
ー
ク
リ
は
、
と
り
わ
け
、

デ
カ
ル
ト
の
機
械
論
的
自
然
学
が
提
示
す
る
、
自
然
を
内
か
ら
構
成

す
る
も
の
と
し
て
の
「
自
然
法
則
」
の
概
念
を
排
除
し
、
す
べ
て
の

「
作
出
原
因
性
」
を
神
に
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
が
設

定
し
よ
う
と
し
た
自
然
観
を
退
け
た
。

最
後
に
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
と
り
わ
け
、
そ
の
『
人
間
本
性
論
』
に
よ

っ
て
、
第
一
に
、
人
間
の
認
識
の
起
源
を
す
べ
て
感
覚
印
象
に
求
め

て

「
生
得
説
」
を
ま
ず
排
除
し
、
つ
い
で
、
バ
ー
ク
リ
の
「
代
表

、」

「

」

、

説

を
受
け
継
い
で

抽
象
観
念

の
存
在
を
否
定
し

（

）

一
般
概
念

さ
ら
に

「
因
果
関
係
」
の
実
在
性
や
論
理
的
必
然
性
は
論
証
で
き

、

ず
、
ま
た
「
外
的
対
象
の
存
在
」
は
理
性
に
よ
っ
て
も
感
覚
に
よ
っ

て
も
示
し
得
な
い
と
す
る
懐
疑
論
的
議
論
を
展
開
し
た
。
こ
れ
は
、

ま
ず
、
と
り
わ
け
数
学
の
普
遍
的
抽
象
観
念
の
「
生
得
説
」
を
そ
の

認
識
論
の
軸
と
し
、
因
果
律
に
訴
え
て
「

神
の
存
在

（
結
果
か
ら
の
）

証
明
」
を
提
示
し
、
そ
し
て
最
後
に
は
「

物
質
的
事
物
の
存

（
外
的
）
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在
証
明
」
を
展
開
す
る
デ
カ
ル
ト
の
認
識
論
や
形
而
上
学
を
無
効
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
『
人
間
本
性
論
』
で
展
開
す
る
議
論

は
、
ほ
と
ん
ど
、
デ
カ
ル
ト
の
認
識
論
と
形
而
上
学
の
解
体
作
業
で

あ
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
、
お
お
い
に

注
目
す
べ
き
こ
と
と
思
わ
れ
る
の
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
そ
の
い
く
つ

か
の
中
心
的
な
議
論
に
お
い
て
、
他
な
ら
ぬ
デ
カ
ル
ト
の
認
識
論
の

根
本
的
テ
ー
ゼ
を
逆
用
し
、
そ
う
し
て
そ
の
刃
を
鋭
く
デ
カ
ル
ト
流

の
認
識
論
に
む
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
が

「
合
理
主
義
」
に
代
わ
る
「
経
験
論
」
を
展
開
し
、

、

そ
の
議
論
が
、
デ
カ
ル
ト
の
認
識
論
を
退
け
る
も
の
と
な
っ
た
と
い

う
の
は
、
哲
学
史
上
の
常
識
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
彼
が
『
人

間
本
性
論
』
を
執
筆
し
た
の
は
、
デ
カ
ル
ト
が
学
校
生
活
を
送
っ
た

ラ
・
フ
レ
ー
シ
ュ
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
の
事
実
を
も
っ
て
、
彼
が
、
そ
の
執
筆
に
お
い
て
デ
カ
ル
ト

を
意
識
し
て
い
た
と
す
る
の
は
想
像
上
の
短
絡
に
他
な
ら
な
い
。
ま

、

、

、

、

た

ヒ
ュ
ー
ム
は

用
心
深
く

自
分
は
感
覚
に
つ
い
て
の
研
究
は

「
自
然
哲
学
者
」
と
し
て
で
は
な
く
「
精
神
の
哲
学
者
」
と
し
て
議

論
を
展
開
す
る
の
だ
と
い
っ
て
い
る

こ
れ
は
、
デ

（

一
九
頁

p.8
,

）
。

（
一
）

カ
ル
ト
が
「
自
然
哲
学
者
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
初
め
か

ら
デ
カ
ル
ト
た
ち
と
は
違
う
土
俵
で
議
論
す
る
の
だ
と
い
っ
て
い
る

と
も
受
け
止
め
う
る
。
し
か
し
、
実
際
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
『
人
間
本

性
論
』
を
検
討
す
る
と
、
彼
が
、
普
通
に
考
え
ら
れ
る
以
上
に
、
デ

カ
ル
ト
の
説
を
具
体
的
に
念
頭
に
置
い
て
お
り
、
そ
れ
を
活
用
な
い

し
逆
用
し
、
そ
う
し
て
そ
れ
を
退
け
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
以
下
の
小
論
は
、
そ
う
思
わ
れ
る
い
く
つ
か

の
点
を
記
す
と
と
も
に

ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
る

感
覚
知
覚

の
分
析
・

、

「

」

理
解
を
デ
カ
ル
ト
に
よ
る
そ
れ
と
を
比
較
し
て
、
両
者
の
立
場
の
違

い
を
確
か
め
て
お
こ
う
と
い
う
さ
さ
や
か
な
覚
え
書
き
に
他
な
ら
な

い
。

一

ヒ
ュ
ー
ム
の
「
延
長

概
念
」

（
空
間
）

ヒ
ュ
ー
ム
が
デ
カ
ル
ト
の
認
識
論
を
具
体
的
に
念
頭
に
置
い
て
お

り
、
そ
う
し
て
彼
自
身
の
説
を
展
開
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
第
一
の

例
は
、
彼
の
「
延
長

概
念
」
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
第

（
空
間
）

「

」

二
部
の
第
二
節
の

空
間
と
時
間
の
無
限
分
割
の
可
能
性
に
つ
い
て

ヒュームの認識論についての覚え書き／2
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の
と
こ
ろ
で
、
次
の
よ
う
に
い
う

「

精
神
が
明
晰
に

に

。
〈

（

）

clearly

、

思
い
う
か
べ
る

も
の
は
何
で
あ
れ

（

、

）

conceive

考
え
る

思
念
す
る

可
能
的
存
在
を
含
む
〉
と
い
う
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば

〈
わ
れ
わ

、

れ
が
想
像
す
る
も
の
は
何
で
あ
れ
、
絶
対
的
に
不
可
能
で
は
な
い
〉

と
い
う
こ
と
は
、
形
而
上
学
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
原
理
で
あ
る
」

。
こ
の
考
え
は
、
す
で
に
第
一
部
の
「
観
念
、
そ

（

四
七
頁

p.32,

）

、

、

、

」

、

の
起
源

複
合

抽
象

結
合
等
に
つ
い
て

の
第
三
節
の
末
尾
で

想
像
力
の
機
能
に
関
し
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

「
想
像

、

力
は
、
観
念
の
間
に
相
違
を
知
覚
す
れ
ば
、
ど
こ
で
で
も
、
容
易
に

観
念
を
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
ま
た
第
七
節

」（

二
一
頁

p.10
,

）

の
「
抽
象
観
念
に
つ
い
て
」
の
箇
所
で
は

「
異
な
る
対
象
は
何
で

、

あ
れ
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
、
区
別
で
き
る
対
象
は
何
で
あ
れ
、
思

惟
と
想
像
力
に
よ
っ
て
分
離
で
き
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら

の
命
題
は
そ
の
逆
も
同
じ
く
真
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
分
離
で

き
る
対
象
は
何
で
あ
れ
、
ま
た
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
、
区
別
す
る

こ
と
が
で
き
る
対
象
は
何
で
あ
れ
、
ま
た
、
異
な
る
と
い
う
こ
と
を

つ
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
わ
れ
て
い
る
。

」（

三
〇
頁
）

p.18
,

そ
し
て

「
空
間
と
時
間
の
無
限
分
割
の
可
能
性
に
つ
い
て
」
の
あ

、

a
clear

と
の
第
四
節

反
論
へ
の
答
弁

で
は

明
晰
で
判
明
な
観
念

「

」

、「

（

に
よ
っ
て
思
い
う
か
べ
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は

and
distinct

idea

）

何
で
あ
れ
、
そ
れ
の
存
在
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
必
然
的
に
含
意
す

る

、
と
い
わ
れ
て
お
り
、
第
五
節
で
も
、
再
び
、

」（

五
八
頁

p.43
,

）

「
区
別
で
き
る
観
念
は
、
す
べ
て
想
像
力
に
よ
っ
て
分
離
で
き
、
想

像
力
に
よ
っ
て
分
離
で
き
る
観
念
は
、
す
べ
て
別
々
に
存
在
す
る
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
わ
れ
て
い
る
。

」（

七
一
頁
）

p.54,

clearly
con-

と
こ
ろ
で

「
精
神
が
明
晰
に

に
思
い
う
か
べ
る

、

（

）

（

、

」

ceive

考
え
る

思
念
す
る

、

）
も
の
は
何
で
あ
れ

可
能
的
存
在
を
含
む

と
い
う
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば

「
わ
れ
わ
れ
が
想
像
す
る
も
の
は

、

何
で
あ
れ
、
絶
対
的
に
不
可
能
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
が

「
形

、

而
上
学
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
原
理
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
こ

と
は
、
こ
れ
が
ヒ
ュ
ー
ム
が
提
示
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
す
で
に
認

め
ら
れ
て
い
る
原
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、

そ
の
内
容
が

「
明
晰
で
判
明
な
観
念

に

、

（

）

a
clear

and
distinct

idea

よ
っ
て
思
い
う
か
べ
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
何
で
あ
れ
、
そ
れ
の

存
在
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
必
然
的
に
含
意
す
る
」
と
言
い
換
え
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

「
わ
れ
わ
れ
が
明
晰
判
明
に
理
解

、、

」

、

す
る
こ
と
は
す
べ
て
真
で
あ
る

す
な
わ
ち
存
在
し
う
る

と
い
う

デ
カ
ル
ト
の
「
明
証
性
の
規
則
」
の
言
い
換
え
に
他
な
ら
な
い
。
す
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な
わ
ち
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
、
こ
こ
で
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ

た
「
明
証
性
の
規
則
」
の
規
則
を
「
す
で
に
形
而
上
学
に
お
い
て
確

立
さ
れ
た
原
理
」
で
あ
る
と
し
て
援
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て

「
明
晰
判
明
な
観
念
」
は
あ
く
ま
で
、
想
像
力
に
よ
っ
て
で
は
な
く

「
知
性
」
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

、

「

、

ヒ
ュ
ー
ム
は

こ
こ
で

わ
れ
わ
れ
が
想
像
す
る
も
の
は
何
で
あ
れ

絶
対
的
に
不
可
能
で
は
な
い
」
と
し
て
、
そ
の
認
識
の
軸
を
「
想
像

力
」
に
移
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
原
理
は
、
ヒ
ュ

ー
ム
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
想
像
力
が
明
晰
判
明
に
思
い
い
だ
き

う
る
観
念
は
可
能
的
存
在
を
含
意
す
る
と
し
て
、
想
像
力
の
抱
き
う

。

る
観
念
の
み
か
ら
対
象
の
存
在
へ
と
移
る
と
す
る
論
理
を
採
用
す
る

そ
こ
で
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
こ
の
論
理
を

「
空
間
の
観
念
の
無
限
分

、

割
不
可
能
性

、
す
な
わ
ち
「
最
小
体

」
の
存
在
の
論

」

（a
m

inim
um

）

証
に
適
用
す
る
。
そ
こ
で
「
想
像
力
は
最
小
体
に
到
達
す
る
」
の
で

あ
り
、
そ
れ
以
上
分
割
不
可
能
な
観
念
や
感
覚
表
象
が
存
在
す
る
と

す
る
。
す
な
わ
ち

「
い
か
な
る
も
の
も
、
わ
れ
わ
れ
が
想
像
力
に

、

お
い
て
形
成
す
る
或
る
観
念
よ
り
も
小
さ
く
は
あ
り
得
ず
、
ま
た
、。

感
覚
に
現
れ
る
或
る
表
象

よ
り
も
小
さ
く
は
あ
り
得
な
い

（

）

im
ages

な
ぜ
な
ら
完
全
に
単
純
で
分
割
不
可
能
な
観
念
や
感
覚
表
象
が
存
在

す
る
か
ら
で
あ
る

。
こ
う
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
先

」（

四
三
頁

p.28,

）

の
原
理
に
よ
っ
て
、
ま
ず
、
そ
れ
以
上
分
割
不
可
能
な
最
小
体
と
い

う
も
の
を
想
像
力
に
よ
っ
て
思
い
抱
き
う
る
と
し
、
つ
い
で
、
想
像

力
の
達
し
う
る
と
こ
ろ
が
思
い
抱
き
う
る
観
念
の
領
域
で
あ
る
が
ゆ

え
に
、
観
念
の
無
限
分
割
は
不
可
能
で
あ
る
と
論
じ
る
。

つ
い
で
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
空
間
の
観
念
の
無
限
分
割
不
可
能
性
の
主

張
か
ら
、
空
間
そ
の
も
の
の
無
限
分
割
不
可
能
性
の
主
張
に
進
む
。

そ
の
根
拠
と
な
る
の
は
、
第
二
節
「
空
間
と
時
間
の
無
限
分
割
の
可

能
性
に
つ
い
て
」
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
る

「
観
念
が
対
象
の
十
全

、

な
表
象

で
あ
る
場
合
は
い
つ
で
も
、
観
念
の
間
の
関
係
や

（
再
現
）

矛
盾
や
一
致
は
す
べ
て
対
象
に
妥
当
す
る
。
一
般
に
、
こ
の
こ
と
が

人
間
の
す
べ
て
の
知
識
の
基
礎
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
」

と
す
る
原
則
で
あ
る
。
こ
の
原
則
に
従
っ
て
、
ヒ

（

四
四
頁
）

p.29,

ュ
ー
ム
は
、
想
像
力
に
よ
っ
て
延
長
の
最
も
微
小
な
部
分
に
つ
い
て

の
十
全
な
表
象
を
持
ち
う
る
の
に
対
し
て
、
そ
の
観
念
に
従
っ
て
不

可
能
で
矛
盾
を
含
む
も
の
は
「
現
実
に
も
不
可
能
で
矛
盾
を
含
む
」

と
し
、
そ
こ
か
ら

「
延
長

の
無
限
分
割

（

四
四
頁
）

（
空
間
）

p.29
,

、

は
不
可
能
で
あ
る
」
と
結
論
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば

「
ま
っ
た
く

、
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分
割
不
可
能
な
部
分
す
な
わ
ち
よ
り
小
さ
な
観
念
か
ら
成
る
、
延
長

の
観
念
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
観
念
は
ま
っ
た
く
矛
盾
を

含
ま
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
延
長
が
こ
の
観
念
に
一
致
し
て
現
実
に
存
在

す
る
こ
と
が
可
能

な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

」（

四
八
頁
）

p.32
,

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
延
長
の
無
限
分
割
可
能
性
の
論
証
は
詭
弁
で
あ
る
と

し
て
排
除
す
る
。

そ
こ
で
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
さ
ら
に
、
そ
の
こ
と
を
彼
が
最
初
に
提
示

し
た
経
験
論
の
原
則
と
抽
象
観
念
の
存
在
の
否
定
と
か
ら
発
展
さ
せ

る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
彼
の
経
験
論
の
原
則
に
よ
れ
ば

「
印

、

象
が
常
に
観
念
に
先
行
し
、
想
像
力
に
与
え
ら
れ
る
す
べ
て
の
観
念

（

四

は
、
最
初
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
印
象
と
し
て
現
れ
る
」

p.33
,

。
と
こ
ろ
で
延
長
の
観
念

八
頁
、
ま
た

一
三

一
八
頁
を
参
照

pp.1-7,
-

）

の
場
合

「
感
覚
能
力
が
私
に
伝
え
る
の
は
、
或
る
仕
方
で
配
列
さ

、

れ
た
、
色
を
も
っ
た
点
の
印
象
の
み
」
で
あ
り

「
延
長
の
観
念
と

、

,

は

こ
れ
ら
の
色
を
も
つ
点
の
模
像

に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る

、

」

（p.34

。
さ
ら
に
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
そ
の
抽
象
観
念
の
否
定
説

四
九
頁
）

か
ら
し
て

「
す
べ
て
の
抽
象
観
念
は
、
実
際
は
、
或
る
特
定
の
観

、

（

四
九

五

点
か
ら
見
ら
れ
た
個
別
的
観
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
」

p.34
,

-

〇
頁
）

（
個

の
で
あ
り
、
結
局

「
わ
れ
わ
れ
は
、
空
間
の
観
念
を

、

、

visible
and

tangible

別
的
な
）

（

見
得
る
対
象
お
よ
び
触
れ
得
る
対
象

の
配
列
か
ら
受
け
取
る
」
の
で
あ
る

。

objects

）

（

五
〇
頁

p.35
,

）

ヒ
ュ
ー
ム
は
そ
こ
で
、
延
長
を
表
す
複
合
観
念
は
、
目
あ
る
い
は

触
感
に
と
っ
て
分
割
不
可
能
な
、
色
あ
る
い
は
固
体
性
を
持
っ
た
、

原
子
あ
る
い
は
微
粒
子
の
印
象
と
も
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
小
さ
な
印

象
か
ら
成
る
、
と
い
う
言
い
方
も
す
る
が

「
そ
れ
ら
を
精
神
が
思

、

い
う
か
べ
る
こ
と
を
可
能
に
し
得
る
も
の
は
、
そ
れ
ら
の
色
あ
る
い

は
可
触
性
の
観
念
以
外
に
は
な
い
」
の
で
あ
り

「
そ
れ
ら
の
感
覚

、

可
能
な
性
質
の
観
念
を
取
り
除
け
ば
、
そ
れ
ら
は
、
思
惟
あ
る
い
は

（

五
四

想
像
力
に
対
し
て
、
ま
っ
た
く
消
滅
し
て
し
ま
う
」

pp.38-39
,

と
い
う
。
要
す
る
に

「
空
間
の
観
念
は
、
視
覚
と
触
覚
の
二
つ

頁
）

、

の
感
覚
に
よ
っ
て
、
精
神
に
も
た
ら
さ
れ
る
」
の
で
あ
り

「
見
る

、

こ
と
も
触
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
は
、
け
っ
し
て
延
長
し
た
も

の
と
し
て
は
現
れ
な
い

の
で
あ
る
。

」（

五
三
頁
）

p.38,

以
上
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
は

「
明
晰
で
判
明
な
観
念
に
よ
っ
て

、

思
い
う
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
す
べ
て
、
そ
れ
の
存
在
が
可

能
で
あ
る
こ
と
を
必
然
的
に
含
意
す
る

と
い
う

デ
カ
ル
ト
の

明

」

、

「

証
性
の
規
則
」
を
想
起
さ
せ
る
原
理
を
使
い
な
が
ら
、
そ
の
原
理
の

担
い
手
を
知
性
か
ら
想
像
力
に
移
し
、
そ
う
し
て
デ
カ
ル
ト
の
認
識
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論
と
は
対
極
の
帰
結
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
は
「
第
二
省
察
」
に
お
い
て
、
物
質
的
事
物
の
本
質
に

つ
い
て
の
観
念
を

い
か
に

（
物
質
的
事
物
が
存
在
す
る
と
す
る
な
ら
ば
）

し
て
抱
き
う
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
い
わ
ゆ
る
「
蜜
蠟
の
分
析
」
に

よ
っ
て
提
示
し
、
そ
こ
で
、
彼
は

「
蜜
蠟
」
が
与
え
る
感
覚
性
質

、

を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
が
、
蜜
蠟
の
本

。

、

質
を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
し
た
の
で
あ
る

デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば

そ
れ
は
ま
さ
に
「
見
た
り
触
れ
た
り
す
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
で
は
な

く
、
と
り
わ
け

「
想
像
力
」
に
よ
っ
て
は
把
握
す
る
こ
と
が
で
き

、

な
い
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
た
だ
「
精
神

の
洞
見
」

（
知
性
）

「

」

に
よ
っ
て
の
み
把
握
し
う
る

延
長

（

）

幾
何
学
的
で
無
限
分
割
可
能
な

。

と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
し
た
の
で
あ
る
（
『

』
、

）

省
察

A
.T

.V
II,

pp.30-32 （
二
）

こ
こ
に
、
デ
カ
ル
ト
の
認
識
論
と
ヒ
ュ
ー
ム
の
認
識
論
と
の
対
極
的

な
好
対
象
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
デ
カ
ル
ト
に
よ
る
「
蜜
蠟
の
分

析
」
を
念
頭
に
お
い
て
ヒ
ュ
ー
ム
の
、
以
上
の
「
空
間
の
観
念
」
に

つ
い
て
の
議
論
を
追
う
と
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
デ
カ
ル
ト
が
提
示
し

た
「
空
間

の
概
念
」
の
解
体
を
意
図
し
て
展
開
さ
れ
て
い

（
延
長
）

る
か
の
ご
と
き
印
象
を
与
え
る
。
そ
れ
も
、
デ
カ
ル
ト
の
「
明
証
性

の
規
則
」
を
、
そ
の
軸
を
知
性
か
ら
想
像
力
に
置
き
換
え
る
こ
と
に

よ
り
、
そ
れ
を
鋭
く
逆
用
し
て
展
開
し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
与
え

る
の
で
あ
る
。

二

ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
る
「
因
果
性
」
の
分
析

次
に
、
有
名
な
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
る
「
因
果
関
係
」
の
分
析
を
検

討
し
よ
う
。
こ
こ
で
も
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
そ
の
議
論
の
重
要
な
部
分
に

お
い
て
デ
カ
ル
ト
の
テ
ー
ゼ
を
活
用
し
て
お
り
、
ま
た
デ
カ
ル
ト
の

説
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
る
「
因
果
関
係
」
の
分
析
の
重
要
な
部
分
は
二
つ

か
ら
な
る
。
一
つ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
普
通
に
因
果
関
係
と
見
な
す
も

、

の
に
実
際
に
い
か
な
る
関
係
が
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り

第
二
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
一
般
に
、
因
果
関
係
と
見
な
す
も
の
に
必

然
性
を
認
め
る
が
、
そ
の
こ
と
に
根
拠
は
あ
る
の
か
、
そ
の
内
実
は

何
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

第
一
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
普
通
に
因
果
関
係

と
見

（

）

causation

、

な
さ
れ
て
い
る
も
の
に
実
際
に
い
か
な
る
関
係
が
認
め
ら
れ
る
の
か

と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
答
え
は
、
そ
の
経
験
論
の
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原
則
か
ら
し
て
端
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
問
題
は
、
彼
の
、

す
べ
て
の
観
念
は
、
印
象
に
起
源
を
持
ち
、
そ
れ
が
観
念
に
先
行
す

る
と
す
る
経
験
論
の
原
則
か
ら
し
て
、
因
果
関
係
に
お
い
て
は
い
か

な
る
印
象
が
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
点
か
ら
答
え
ら
れ
れ
ば
よ
い
。

そ
こ
で
ヒ
ュ
ー
ム
が
、
因
果
関
係
に
お
い
て
見
い
だ
す
印
象
が
与
え

る
関
係
と
は
二
つ
の
み
で
あ
る
。
一
つ
は
、
原
因
ま
た
は
結
果
と
見

な
さ
れ
る
二
つ
の
対
象
が
た
が
い
に
「
隣
接
」
し
て
い
る
と
い
う
関

係
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
二
つ
の
対
象
の
間
で
一
方
が
他
方
に
先

行
し
て
い
る
と
い
う
「
継
起
」
の
関
係
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ

ば
、
因
果
関
係
を
構
成
す
る
と
さ
れ
る
対
象
の
性
質
に
お
い
て
見
い

、

、

「

」

だ
さ
れ
る
も
の
と
は

実
際
に
は

こ
れ
ら
の

隣
接
（

）

contiguity

（

因
果
関
係
を
構
成
す
る
と
す

と
「
継
起

」
し
か
な
い

「

succession

）

（
。

対
象
の
関
係
を
考
察
す
る
と
き
、
私
は
隣
接
と
継
起
の
関
係
し

る
）

か
見
出
」
さ
な
い
の
で
あ
る

。
こ
こ
で
ま
ず
、
因

（

九
八
頁

p.77
,

）

果
関
係
は
事
象
の
間
に
観
察
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
、
ヒ
ュ

ー
ム
の
、
因
果
関
係
に
つ
い
て
の
否
定
的
主
張
が
提
示
さ
れ
る
こ
と

に
な
る

し
か
し
な
が
ら

わ
れ
わ
れ
は

因
果
関
係
に
お
い
て

必

。

、

、

「

然
的
結
合

」
を
よ
り
重
要
な
関
係
と
し
て
認

（necessary
connection

）

め
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
二

つ
の
実
際
に
見
い
だ
さ
れ
る
関
係
か
ら
得
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
次
の

二
つ
の
点
が
、
解
明
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
課
題
と
な
る
。

そ
れ
は
第
一
に

「
わ
れ
わ
れ
は
い
か
な
る
理
由
で
、
そ
の
存
在

、

が
始
め
を
も
つ
も
の
は
す
べ
て
ま
た
原
因
を
も
つ
と
い
う
こ
と
が
必

、

」

、

、

然
的
で
あ
る

と
主
張
す
る
の
か

と
い
う
こ
と
で
あ
り

第
二
は

「
わ
れ
わ
れ
は
な
ぜ
、
こ
れ
こ
れ
の
特
定
の
原
因
は
こ
れ
こ
れ
の
特

定
の
結
果
を
必
然
的
に
も
つ
、
と
結
論
す
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
で

あ
る

。
第
一
の
点
は
、
原
因
と
結
果
の
間
の
必
然

（

九
八
頁

p.78,

）

性
と
い
う
原
理
的
主
張
の
論
理
的
検
討
を
意
味
し
、
第
二
の
点
は
、

わ
れ
わ
れ
は
、
事
実
問
題
と
し
て
、
特
定
の
原
因
は
特
定
の
結
果
を

必
然
的
に
も
つ
と
見
な
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
何
に
基
づ
く
の
か
と

い
う
生
成
論
的
説
明
の
必
要
性
を
意
味
す
る
。

そ
こ
で
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
第
一
の
点
、
す
な
わ
ち
「
存
在
し
始
め
る

も
の
は
何
で
あ
れ
存
在
の
原
因
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い

う

「
哲
学
に
お
け
る
一
般
的
原
理

と
見
な
さ
れ

、

」（

九
九
頁
）

p.78,

て
来
た
主
張
を
検
討
し
、
こ
れ
に
対
し
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
否
定
的
帰

結
を
も
た
ら
す
。
そ
こ
で
そ
の
否
定
的
帰
結
の
た
め
の
論
理
的
根
拠

と
な
る
の
が
、
デ
カ
ル
ト
の
「
明
証
性
の
規
則
」
の
「
系
」
と
み
ら

れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
第
三
部
「
知
識
と
蓋
然
性
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に
つ
い
て
」
の
第
三
節
「
な
ぜ
原
因
は
常
に
必
然
的
で
あ
る
の
か
」

で
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
す
べ
て
の
別
個
な

な
観
念
は
た
が
い
に
分

（
判
明
な

）

distinct

evidently
dis-

離
で
き

原
因
と
結
果
の
観
念
は
明
ら
か
に

別
個
な

、

（

）

（

も
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
、
或
る
対
象
を
こ
の
瞬
間

tinct

）

に
は
存
在
せ
ず
次
の
瞬
間
に
は
存
在
す
る
と
思
念
し
、
そ
の
際
そ
の

対
象
に
、
別
個
な
、
原
因
す
な
わ
ち
産
出
原
理
の
観
念
を
結
び
つ
け

な
い
と
い
う
こ
と
が
、
容
易
に
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
原

因
の
観
念
を
存
在
の
始
ま
り
の
観
念
か
ら
分
離
す
る
こ
と
は
、
想
像存

力
に
と
っ
て
明
白
に
可
能
で
あ
り

し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
対
象

、

（

の
実
際
の
分
離
は
ま
っ
た
く
可
能
で
あ
り
、
何

在
の
始
ま
り
と
原
因
）

ら
の
矛
盾
も
不
合
理
も
含
ま
な
い

。

」（

一
〇
〇
頁

pp.79-80,
）

こ
の
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
結
果
と
原
因
、
あ
る
い
は
存
在
の

始
ま
り
と
そ
の
原
因
と
い
う
二
つ
の
観
念
に
つ
い
て
、
ま
ず
そ
れ
ら

が
別
個

な
観
念
で
あ
る
と
し
、
つ
い
で
、
別
個
な
観

（

判
明
）

distinct

念
は
分
離
可
能
で
あ
り
、
そ
の
観
念
が
別
個
で
分
離
可
能
な
対
象
は

実
際
に
分
離
さ
れ
て
存
在
し
う
る
、
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
、
別
個

な
観
念
は
、
た
が
い
に
分
離
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
観
念
が
分
離

可
能
な
対
象
は
分
離
し
て
存
在
し
う
る
と
す
る
考
え
は
、
よ
り
原
理

的
な
言
い
方
で
、
第
四
部
第
五
節
の
「
魂
の
非
物
質
性
」
の
箇
所
で

次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る

「
明
晰
に

に
考
え
ら
れ
る

。

（

）

clearly

も
の
は
何
で
あ
れ
存
在
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
或
る
仕
方
で
明

晰
に
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
そ
の
仕
方
で
存
在
す
る
こ
と
が
可
能
で

。

、

。

、

あ
る

こ
れ
は
す
で
に
承
認
さ
れ
た

一
つ
の
原
理
で
あ
る

ま
た

異
な
る
も
の
は
す
べ
て
区
別
で
き
、
区
別
で
き
る
も
の
は
す
べ
て
想

像
力
に
よ
っ
て
分
離
で
き
る
。
こ
れ
が
も
う
一
つ
の
原
理
で
あ
る

。」

こ
の
二
つ
の
原
理
か
ら
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
彼
の
場
合
は
あ
く
ま
で
知
覚

に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
異
な
り
別
個
で
分
離
可
能
な
も
の
は
、
分
離

さ
れ
て
存
在
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
し
た
が
っ
て
分
離
さ
れ

て
存
在
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
を
引
き
出
し
て
い

（

二
六
六
頁

。

る

p.233,

）

（
三
）

こ
れ
ら
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
考
え
に
は
、
単
に
表
現
上
で
「
明
晰
に
」

あ
る
い
は
「
別
個
の

と
い
う
言
葉
が
現
れ
る
と

」（

判
明
に
）

distinct

い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
次
の
、
デ
カ
ル
ト
が
「
第
六
省
察
」
に

お
け
る
「
精
神
と
身
体

の
実
在
的
区
別
」
の
論
拠
と
し
て

（
物
体
）

い
る

「
明
晰
判
明
の
規
則
」
の
「
系
」
に
相
当
す
る
も
の
を
認
め

、

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
デ
カ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
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「
私
は
、
私
が
明
晰
判
明

に
理
解
す
る
も
の

（

）

clare
et

distincte
は
す
べ
て
、
私
が
理
解
す
る
よ
う
に
神
に
よ
っ
て
作
ら
れ
う
る
と
い

う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
私
が
一
方
の
も
の
を
他
方

の
も
の
な
し
に
明
晰
判
明
に
理
解
で
き
れ
ば
、
そ
れ
で
一
方
の
も
の

が
他
方
の
も
の
と
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
信
で
き
る
。
と

seorsim
,

い
う
の
は
、
そ
れ
は
少
な
く
と
も
神
に
よ
っ
て
分
離
し
て
（

séparém
en

A
.T

.V
II,

p.78,
A

.T
.IX

,
t

）

（

定
立
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
」

。

p.62

）

（

）

デ
カ
ル
ト
は

こ
の
テ
ー
ゼ
を
根
拠
に
し

精
神
と
身
体

、

、

物
体

に
つ
い
て
、
一
方
に
つ
い
て
の
明
晰
判
明
な
観
念
を
ま
っ
た
く
他
方

の
観
念
な
し
に
把
握
し
う
る
が
ゆ
え
に
、
一
方
が
他
方
な
し
に
存
在

し
う
る
と
し
て
、
精
神
と
身
体

の
間
の
「
実
在
的
区
別
」

（
物
体
）

を
立
て
る
の
で
あ
る
。

（

）

こ
こ
で

上
述
の
ヒ
ュ
ー
ム
の

二
つ
の
明
晰
で
別
個
な

、

、

distinct

観
念
は
分
離
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
観
念
が
分
離
可
能
な
も
の
は

実
際
に
分
離
し
て
存
在
し
う
る
と
す
る
主
張
と
、
デ
カ
ル
ト
の
、
一

方
に
つ
い
て
の
明
晰
判
明
な
観
念
を
他
方
の
観
念
な
し
に
把
握
し
う

る
な
ら
ば
、
一
方
の
も
の
は
他
方
な
し
に
存
在
し
う
る
と
す
る
考
え結

の
間
に
、
共
通
の
テ
ー
ゼ
を
認
め
う
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
彼
の
「
（

神
の
存
在
証
明
」
を
「
因
果
性
の
原
理
」
に
依
拠
し
て

果
か
ら
の
）

展
開
し
、
そ
の
神
の
存
在
証
明
に
よ
り

「
明
証
性
の
規
則
」
を
根

、

拠
づ
け
、
そ
れ
の
「
系
」
と
な
る
こ
の
テ
ー
ゼ
に
よ
っ
て

「
精
神

、

」

。

、

と
身
体

の
実
在
的
区
別

を
果
た
し
た

こ
れ
に
対
し
て

（

）

物
体、

、

ヒ
ュ
ー
ム
は

そ
の
テ
ー
ゼ
を

（

）

も
ち
ろ
ん
神
の
存
在
は
抜
き
に
し
て

他
な
ら
ぬ
、
原
因
と
結
果
の
二
つ
の
観
念
に
適
用
し
、
そ
う
し
て
、

そ
の
間
の
論
理
的
必
然
性
を
排
除
し
、
一
方
は
他
方
な
し
に
存
在
し

う
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
デ
カ
ル
ト
の

認
識
論
の
要
を
鋭
く
逆
用
し
、
そ
れ
を
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
、
そ
の

形
而
上
学
の
構
成
を
可
能
に
す
る
「
因
果
性
の
原
理
」
の
解
体
に
援

用
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
は

「
因
果
関
係
」
の
「
必
然
的
結
合
」

、

に
つ
い
て
の
第
二
の
点
、
す
な
わ
ち
、
何
故
に
、
或
る
特
定
の
結
果

に
あ
る
特
定
の
原
因
が
必
然
的
に
結
合
し
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
る
の

か
、
と
い
う
事
実
問
題
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
よ
う
に

「
恒
常
的

、

随
伴

」
の
概
念
に
訴
え
て
、
そ
れ
は
、
原
因

（constant
conjunction

）

に
相
当
す
る
も
の
と
、
結
果
に
相
当
す
る
も
の
と
が
、
わ
れ
わ
れ
の

こ
れ
ま
で
の
経
験
に
お
い
て

「
隣
接
」
と
「
継
起
」
の
関
係
に
加

、

え
て
、
常
に
あ
い
伴
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
起
因
す
る
と
し
た
。
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す
な
わ
ち
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
二
つ
の
事
象
に
関
し

て
、
こ
れ
ま
で
常
に
経
験
さ
れ
た
「
随
伴
」
に
基
づ
き
想
像
力
が
心

に
形
成
し
た
「
習
慣
」
に
よ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
原
因
と
結
果

と
の
間
に
感
じ
ら
れ
る
「
必
然
性
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
習
慣
が
心

に
働
く
「
拘
束
性

、
あ
る
い
は
逆
に
、
習
慣
に
よ
っ
て
心
が
感
じ

」

the
determ

ination
of

the
m

ind
p.166,

さ
せ
ら
れ
る
「
被
決
定
性
（

（
）
」

p.169,
an

一
九
六
頁
、
一
九
九
頁
）

（

す
な
わ
ち
「
精
神
の
内
的
印
象

に
他
な
ら
な

internal
im

pression
of

the
m

ind
p.165

）
」（

一
九
五
頁
）

,

い
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
因
果
関
係
に
関
す
る
結
果
か
ら
原

因
へ
の
推
理
に
お
い
て
「
推
理
が
必
然
的
結
合
に
依
存
す
る
の
で
は

な
く
、
必
然
的
結
合
が
推
理
に
依
存
す
る

の
で

」（

一
一
〇
頁
）

p.88
,

あ
り

「
精
神
的
必
然
性
と
自
然
学
的
必
然
性
と
の
間
の
通
常
の
区

、

別
は
自
然
の
う
ち
に
根
拠
を
も
た
な
い

の
で

」（

二
〇
一
頁
）

p.171,

あ
る

こ
う
し
て

ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば

因
果
関
係
が
与
え
る

必

。

、

、

「

然
性
」
は
、
精
神
が
感
じ
る
「
被
決
定
性
」
に
帰
せ
ら
れ
、
そ
れ
と

は
別
の
自
然
学
的
必
然
性
に
起
因
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
に

な
る
。

三

ヒ
ュ
ー
ム
の
「
感
覚
知
覚

概
念
」

（
印
象
）

こ
の
よ
う
な
ヒ
ュ
ー
ム
と
デ
カ
ル
ト
と
の
立
場
の
違
い
は
、
そ
も

そ
も
「
印
象
」
あ
る
い
は
「
感
覚
知
覚
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
で
の

概
念
の
違
い
に
現
れ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は

『
人
間
本
性
論
』
の
第
三

、

部
の
「
知
識
と
蓋
然
性
に
つ
い
て
」
の
第
五
節
「
感
覚
の
印
象
と
記

憶
の
印
象
に
つ
い
て
」
で
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

「
感
覚
か
ら
生
じ
る
印
象
に
つ
い
て
は
、
私
の
意
見
で
は
、
そ
れ

ら
の
究
極
的
原
因
は
、
人
間
理
性
に
よ
っ
て
は
ま
っ
た
く
解
明
で
き

ず
、
そ
れ
ら
が
対
象
か
ら
直
接
生
じ
る
の
か
、
精
神
の
創
造
的
能
力

に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
わ
れ
わ
れ
の
存
在
の
創

造
主
か
ら
得
ら
れ
る
の
か
を
、
確
実
に
決
定
す
る
こ
と
は
、
常
に
不

可
能
で
あ
ろ
う

。

」（

一
〇
五
頁

p.84
,

）

こ
こ
で
極
め
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
印
象
の
原

因
と
し
て
、
対
象
自
体
か
、
精
神
の
創
造
的
能
力
か
、
あ
る
い
は
神

か
と
い
う
、
三
つ
の
可
能
性
を
考
え
、
そ
の
い
ず
れ
と
も
確
実
に
は

、

、

。

決
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

と
い
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
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と
い
う
の
も
、
こ
の
三
つ
の
可
能
性
は
、
デ
カ
ル
ト
が

「
第
六
省

、

察
」
に
お
い
て
、
物
質
的
事
物
の
存
在
証
明
を
展
開
す
る
最
後
の
と

こ
ろ
で

「
感
覚
的
事
物
の
観
念
を
受
容
し
認
識
す
る
受
動
的
能
力
」

、

と
い
う
も
の
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
の
能
動
的
原
因
と
し
て
考
え
る
三

つ
の
可
能
性

す
な
わ
ち

物
体

か

神

か

あ
る
い
は

物

、

、「

」

、「

」

、

「

体
よ
り
も
高
貴
な
被
造
物

」
に
対
応
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る

（
天
使
）

。
こ
の
後
で
論
述
す
る
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
は
、
こ

（A
.T

.V
II,

p.79

）

（
四
）

の
外
的
感
覚
の
受
動
性
を
決
定
的
な
根
拠
の
一
つ
と
し
て
、
外
的
物

質
的
事
物
の
存
在
証
明
を
果
た
す
の
で
あ
る
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
お

そ
ら
く
、
こ
の
デ
カ
ル
ト
の
「
第
六
省
察
」
の
箇
所
を
念
頭
に
置
き

つ
つ
、
上
述
の
三
つ
の
可
能
的
な
選
択
肢
か
ら
い
ず
れ
と
も
確
実
に

決
定
で
き
ず
、
印
象
の
原
因
の
解
明
は
人
間
理
性
に
よ
っ
て
は
で
き

な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
感
覚
か
ら
生
じ
る
印
象
の
原

因
は
解
明
さ
れ
え
な
い
。
そ
も
そ
も
、
彼
に
よ
れ
ば

「
精
神
に
は
、

、

知
覚
以
外
の
何
も
の
も
け
っ
し
て
現
前
せ
ず
、
す
べ
て
の
観
念
は
、

そ
れ
よ
り
先
に
精
神
に
現
前
し
た
も
の

か
ら
生
じ
る
の
で

（
印
象
）

あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
に
は
観
念
や
印
象
と
種
的
に
異
な
る
よ
う
な

も
の
は
、
思
い
う
か
べ
る
こ
と
、
観
念
を
抱
く
こ
と
さ
え
不
可
能
」

な
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
想
像
力
を
宇
宙
の
果
て
に
ま
で
駆
り
立

て
て
も

「
実
際
は
わ
れ
わ
れ
自
身
か
ら
一
歩
も
で
て
い
な
い
の
で

、

あ
り
、
こ
の
狭
い
範
囲
に
現
れ
た
こ
と
の
あ
る
知
覚
以
外
に
は
、
い

か
な
る
種
類
の
存
在
者
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る

。
」

要
す
る
に

「
こ
の
想
像
力
の
宇
宙
に
生
じ
る
観
念
の
ほ
か
に
は
、

、

」

。

い
か
な
る
観
念
も
も
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る

（

）

pp.67-68,

八
六
頁

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
こ
の
よ
う
な
「
知
覚

概
念
」
に
基

（
印
象
と
観
念
）

づ
き
、
第
四
部
の
「
懐
疑
論
的
お
よ
び
そ
の
他
の
哲
学
体
系
に
つ
い

て
」
の
第
二
節
「
感
覚
能
力
に
関
す
る
懐
疑
論
に
つ
い
て
」
に
お
い

て
、
外
的
対
象
と
し
て
の
「
物
体

、
正
確
に
い
え
ば
「
連
続
的
で

」

独
立
の
存
在
と
し
て
の
物
体
」
に
つ
い
て
の
、
感
覚
に
よ
る
論
証
に

対
す
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
懐
疑
論
を
展
開
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
第

一
に
、
感
覚
能
力
は
そ
の
機
能
が
中
断
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
機
能
か
ら
し
て

「
連
続
し
た
存
在
」
と
い
う
も
の
を
与
え
る
も

、

の
で
は
な
い
。
第
二
に
、
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
は

「
何
か
別
個
の
も

、

の
、
す
な
わ
ち
独
立
し
た
外
的
な
も
の
の
像
と
し
て
そ
の
印
象
を
与

え
る
と
い
う
こ
と
も
な
い

。
と
い
う
の
も
、
感
覚
は
た
だ
一
個
の

」

知
覚
を
与
え
る
の
み
で
、
そ
れ
を
超
え
た
何
も
の
も
ほ
の
め
か
す
こ

と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
一
個
の
知
覚
が
、
知
覚
と
対
象
と
い
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う
「
二
重
存
在
の
観
念

」
を
生
み
出

（the
idea

of
a

double
existence

）

す
こ
と
は
け
っ
し
て
な
い
の
で
あ
る

。

（

二
二
〇
頁

p.189
,

）

さ
ら
に
、
感
覚
が
、
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
外
的
で
、
わ
れ
わ
れ
と

独
立
の
も
の
と
し
て
の
印
象
を
与
え
う
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は

「
自
我

」
あ
る
い
は
「
人
格

」
に
つ
い
て
の
明
確
な

（

（

self
person

）

）

観
念
を
持
ち
合
わ
せ
、
そ
れ
と
の
比
較
に
お
い
て
「
外
的
」
あ
る
い

「

」

、

は

独
立
の

と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が

ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば

「
自
我
や
人
格
の
観
念
は
け
っ
し
て
そ
れ
ほ

、

」。

、「

、

ど
固
定
さ
れ
た
確
定
的
な
も
の
で
は
な
い

そ
れ
ゆ
え

感
覚
が

、

わ
れ
わ
れ
自
身
と
外
的
対
象
と
を
区
別
で
き
る
と
想
像
す
る
こ
と
は

馬
鹿
げ
て
い
る
」
の
で
あ
る

。

（

二
二
一
頁

pp.189-190
,

）

そ
れ
に
加
え
て

「
す
べ
て
の
印
象
は
、
外
的
で
あ
れ
内
的
で
あ

、

れ
、
情
念
で
あ
れ
、
感
情
で
あ
れ
、
感
覚
で
あ
れ
、
苦
で
あ
れ
、
快

で
あ
れ
、
も
と
も
と
同
じ
出
所

の
も
の
」
で
あ
っ
て

「
精

（
資
格
）

、

神
の
作
用
と
感
覚
と
は
す
べ
て
意
識
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
知
ら
れ

る
」
の
で
あ
り

「
精
神
に
入
っ
て
く
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
事
実

、

に
お
い
て
知
覚
で
あ
る
の
で
、
何
か
が
感
じ

に
と
っ
て
違

（

）

feeling

,

っ
た
も
の
と
し
て
現
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
の
で
あ
る
（p.190

。
そ
こ
で
ヒ
ュ
ー
ム
は
さ
ら
に
こ
の
点
を
一
般
化

二
二
一

二
二
二
頁

-

）

し
、
形
や
嵩
や
運
動
や
固
さ
の
印
象
、
さ
ら
に
色
や
味
や
香
や
音
、

熱
と
冷
の
印
象
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
ら
は
同
じ
様
式
で
存
在
す
る
と

し
、
後
者
に
つ
い
て
は
快
や
苦
は
も
と
も
と
出
所
は
同
じ
で
あ
る
と

し
て
、
結
局

「
感
覚
が
判
定
者
で
あ
る
限
り
で
は
、
す
べ
て
の
知

、

覚
は
そ
の
存
在
の
仕
方
に
お
い
て
同
等
で
あ
る
」
と
結
論
す
る

。

（

二
二
四
頁

pp.192-193,

）

こ
の
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
感
覚
が
与
え
る
す
べ
て
の
印
象
に

つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
出
所
や
存
在
様
式
は
同
質
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
、
感
覚
印
象
に
お
い
て
内
的
・
外
的
の
区
別
は
不
可
能
で
あ
る
こ

と
、
し
た
が
っ
て
当
然
、
そ
こ
か
ら
何
ら
か
の
外
的
で
独
立
な
対
象

を
引
き
出
し
え
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
留
意
し
て
お
く
べ

き
こ
と
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
、
普
通
に
何
ら
か
の
外
的
対
象
を
示
す
と

involun-

考
え
ら
れ
る
、
あ
る
種
の
印
象
が
与
え
る
「
不
随
意
性
（

」
に
言
及
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
ヒ
ュ

tariness

）

ー
ム
は
、
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
の
苦
や
快
や
、
わ
れ
わ
れ
の
情
念
や

感
情
を
引
き
合
い
に
出
し
、
そ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
不
随
意
的
で
あ
り

な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
け
っ
し
て
そ
こ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
を

超
え
た
何
ら
か
の
存
在
を
想
定
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
、

「
不
随
意
性
」
か
ら
「
外
的
対
象
」
を
引
き
出
し
う
る
と
す
る
議
論
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を
退
け
る

。
こ
の
点
は
、
あ
ら
ゆ
る
印
象
は
、

（

二
二
六
頁

p.194
,

）

快
や
苦
、
情
念
や
感
情
を
含
め
て
出
所
や
様
式
は
同
質
で
あ
る
と
す

る
彼
の
説
で
突
き
放
す
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
は
い
ず
れ

に
し
て
も
、
彼
の
「
感
覚
印
象
」
の
概
念
か
ら
し
て
、
感
覚
に
よ
っ

て
は
「
連
続
し
た
外
的
対
象
の
存
在
」
の
証
明
は
不
可
能
で
あ
る
と

す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
に
対
し
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
念
頭
に
置
い
て

い
た
と
思
わ
れ
る
デ
カ
ル
ト
の
「
第
六
省
察
」
に
お
け
る
「
物
質
的

事
物
の
存
在
証
明
」
は
ま
っ
た
く
異
な
る
論
理
に
従
っ
て
展
開
さ
れ

る
。
そ
こ
で
は
、
第
一
に
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
初
め
の
「
省
察
」

に
お
い
て
「
私

の
存
在
と
本
質
」
が
「
心
身
分
離
の

（
自
我
・
人
格
）

作
業
」
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
明
確
な
認
識
が
与

え
ら
れ
て
あ
る
。
そ
こ
で
、
外
的
物
質
的
事
物
の
存
在
は
、
す
で
に

把
握
さ
れ
て
あ
る
「
私
の
存
在
」
と
そ
の
本
質
が
対
極
で
あ
る
も
の

を
探
求
す
る
と
い
う
仕
方
で
追
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
、

「
想
像
力
」
が
検
討
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
そ
の
作
用
様

式
か
ら
し
て
主
観
性
を
含
ん
で
お
り
、
外
的
対
象
へ
の
必
然
的
な
通

路
と
は
見
な
さ
れ
な
い
。
つ
い
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
は

「
原

、

因
」
と
「
結
果
」
の
二
つ
の
観
念
に
つ
い
て
援
用
さ
れ
た

「
明
証

、

性
の
規
則
」
の
「
系
」
が
、
精
神
と
物
体

の
観
念
に
適
用

（
身
体
）

さ
れ
、
そ
こ
で
、
一
方
に
つ
い
て
明
晰
で
判
明

な

（

別
個
な
）

distinct

観
念
を
他
方
の
も
の
の
観
念
な
し
に
持
ち
う
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、

一
方
は
他
方
な
し
に

存
在
し
う
る
と
さ
れ
る
。
こ
う

（
分
離
さ
れ
て
）

し
て
、
精
神

に
つ
い
て
の
明
晰
判
明
な
観
念
を
十
分
に
持

（
知
性
）

ち
合
わ
せ
た
う
え
で
、
そ
れ
を
何
ら
前
提
と
し
な
い
、
そ
れ
と
対
極

な
も
の

が
追
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
外

（
延
長
せ
る
も
の
）

的
感
覚
能
力
の
う
ち
に
探
し
だ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
デ
カ
ル
ト
が
第
一
に
着
目
す
る
の
は

「
位
置
を
変
え
た

、

り
、
様
々
な
姿
勢
に
身
を
置
く
」
と
い
う
「
身
体
の

操

（
空
間
的
）

」

。

、

、

作
的
能
力

で
あ
る

こ
れ
に
つ
い
て
デ
カ
ル
ト
は

こ
の
能
力
は

そ
の
操
作
の
た
め
に

延
長
を
必
要
と
す
る
が
、
何
ら
「
知

（
空
間
的
）

性
作
用
」
を
含
ん
で
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
延
長
せ
る
実
体
に
帰
属

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
さ
ら
に
、
デ
カ
ル
ト
は
、
上
で
言

及
し
た
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
念
頭
に
置
い
た
と
思
わ
れ
る
「
感
覚
的
事
物

の
観
念
を
受
容
し
認
識
す
る
受
動
的
能
力
」
に
着
目
す
る
。
こ
こ
で

、

「

」

、

も
デ
カ
ル
ト
は

こ
の
能
力
が
何
ら

知
性
作
用

を
前
提
と
せ
ず

「
私
の
意
に
反
し
て

」
働
く
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ

（
不
随
意
的
に
）

。

、

れ
は
私
と
は
異
な
っ
た
能
動
的
実
体
に
起
因
す
る
と
す
る

そ
こ
で



ヒュームの認識論についての覚え書き／14

そ
の
事
態
が
、
わ
れ
わ
れ
が
「
物
体
的
事
物
」
に
起
因
す
る
と
す
る

「
大
き
な
傾
向
」
を
持
つ
に
も
拘
ら
ず
「
神
自
身
」
あ
る
い
は
「
ほ

か
の
よ
り
高
貴
な
被
造
物

」
か
ら
来
る
の
で
あ
れ
ば
、
神
が

（
天
使
）

欺
瞞
者
と
な
る
と
い
う
論
拠
か
ら
、
そ
れ
は
物
体
的
事
物
の
存
在
を

証
す
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
。

こ
う
し
て
デ
カ
ル
ト
は
、
コ
ギ
ト
か
ら
出
発
し
な
が
ら
、
そ
れ
の

明
晰
判
明
な
観
念
を
把
握
し
た
う
え
で
、
そ
れ
と
は
対
極
の
も
の
を

探
索
す
る
と
い
う
仕
方
で
外
的
物
質
的
事
物
の
存
在
の
証
明
を
展
開

し
た
。
そ
こ
で
、
感
覚
知
覚
は
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
よ
う
に
、
す
べ

て
一
様
で
、
そ
の
存
在
様
式
が
同
じ
も
の
と
は
見
な
さ
れ
ず
、
そ
の不

間
に
異
質
性
が
見
い
だ
さ
れ

身
体
の
操
作
能
力
や
外
的
受
動
的

、

（

感
覚
能
力
の
特
異
性
が
取
り
出
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
知
性

随
意
的
）

作
用
に
主
導
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る

実
体
を
前
提
と
す
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
的
物
質
的
事

物
の
存
在
を
示
す
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
こ
に
、
逆
説
的
な
こ
と
に
、

感
覚
印
象
を
ベ
ー
ス
と
す
る
経
験
論
の
ヒ
ュ
ー
ム
よ
り
も
、
コ
ギ
ト

を
哲
学
の
第
一
原
理
と
し
た
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
、
身
体
作
用
や
外

的
感
覚
の
特
異
性
が
明
る
み
に
だ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
認
め

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

註

A
T

reatise
of

H
um

an
N

ature,
(

一)

以
下

『
人
間
本
性
論
』
か
ら
の
引
用
は
、

、

edited,
w

ith
an

A
nalytical

Index,
by

L
.A

.Selby-B
igge,

Second
E

dition,に

w
ith

text
revised

and
notes

by
P.H

.N
idditch,

O
xford

U
niv.

P
ress,

1978.

よ
り
、
そ
の
頁(

)

を
本
文
中
に
記
す
。
ま
た
訳
文
は
、
木
曽
好
能
訳
『
人
間
本

p.

性
論

、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
五
年
、
に
従
い
（
た
だ
し
部
分
的
に
変
え

』

た
と
こ
ろ
が
あ
る

、
そ
の
頁
を
本
文
中
に
、
原
典
か
ら
の
引
用
頁
の
あ
と
に
記

）

し
た
。

O
euvres

de
(

二)

は
、

と

に
よ
る
『
デ
カ
ル
ト
全
集(

A
.T

.
C

h.A
dam

P.T
annery

)

』
の
略
称
。
な
お
、
こ
の
デ
カ
ル
ト
に
よ
る
「
蜜
蠟
の
分
析
」
に
つ

D
escartes

い
て
詳
し
く
は
、
拙
著
『
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
体
系

自
然
学
・
形
而
上
学
・
道

－

徳
論

、
勁
草
書
房
、
一
九
九
五
年
、
一
五
五

一
五
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

』

-

(

三)

ヒ
ュ
ー
ム
の
こ
れ
ら
の
原
理
に
つ
い
て
は
、
木
曽
好
能
氏
が
、
前
掲
邦
訳

『
人
間
本
性
論
』
所
収
の
「
ヒ
ュ
ー
ム
『
人
間
本
性
論
』
の
理
論
哲
学
」
に
お

い
て
参
照
す
べ
き
論
述
を
展
開
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
三
九
一

三
九
四
頁
参

－

照
。

(

四)

こ
の
点
は
、
木
曽
好
能
氏
が
、
彼
の
『
人
間
本
性
論
』
の
訳
の
注
釈
で
極

め
て
適
切
に
指
摘
し
て
い
る

『
人
間
本
性
論
』
訳
注
、
三
四
四
頁
、
１
・
３
・

。

５

（

。

、

）
３
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Remarques sur la théorie de la connaissance de David Hume
― ―Par rapport à la théorie cartésienne de la connaissance

Michio KOBAYASHI

On sait bien que la théorie de la connaissance de David Hume s'oppose
d un bout à l autre à celle de Descartes. Hume exclut de sa philosophie' '
presque toutes les thèses principales de Descartes (innéisme, existence
des idées universelles, réalité de la causalité, démonstration des choses
matérielles extérieures etc.). Parfois, on a même l impression que la'
théorie de la connaissance n'est pas autre chose qu'un travail d'exclusion
totale de la théorie cartésienne de la connaissance.

Cependant, il faudrait remarquer que Hume a bien profiter para-
doxalement de plusieurs thèses cartésiennes en les modifiant plus ou
moins afin de développer et construire sa propre théorie de la
connaissance. Autrement dit, Hume a retourné à Descartes le même
argument de celui-ci.

Dans cet article, nous essaierons de faire remarquer ces points. Nous
présenterons selon l'ordre suivant. (1) La notion d'extension chez Hume,
(2) l'analyse de la causalité par Hume, (3) la notion de la perception chez
Hume.


