
デ

カ

ル

ト

に

お

け

る

《

真

理

》

と

《

存

在

》

―

―

明

晰

か

つ

判

明

に

知

得

さ

れ

る

も

の

倉

田

隆

一

は
じ
め
に

clare
et

デ
カ
ル
ト
哲
学
に
お
い
て

《
明
晰
か
つ
判
明
に

、

》
と
い
う
言
葉
は
、
お
そ
ら
く
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
言

distincte

葉
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
は
こ
の
言
葉
を
用
い
て
、
次
の
よ

う
な
規
則
を
述
べ
て
い
る

「
き
わ
め
て
明
晰
か
つ
判
明
に
私
の
知

。

得
す
る<
>

と
こ
ろ
の
も
の
は
す
べ
て
真
で
あ
る<

>

」

percipere
verum

（
一
）

(
)

。

A
.T
.V
II,

35.14-15

い
わ
ゆ
る
《
明
証
性
の
一
般
的
規
則
》
で
あ
る
。
こ
の
規
則
も
ま

た
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
特
徴
を
よ
く
表
し
て
い
る
も
の
と
し
て
非
常

に
有
名
で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
の
同
時
代
人
ア
ル
ノ
ー
や
ガ
ッ
サ
ン
デ

ィ
か
ら
現
代
の
研
究
者
に
至
る
ま
で
、
多
く
の
人
々
が
議
論
の
対
象

と
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
こ
の
規
則
と

《
神
の
存

、

在
》
の
証
明
と
の
関
係
、
さ
ら
に
は
《
思
惟
す
る
私
の
存
在
》
の
定

立
と
の
関
係
が
、
循
環
に
陥
っ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
問
題
は
、
こ

の
規
則
を
巡
る
中
心
的
テ
ー
マ
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

（
二
）

本
稿
も
、
こ
の
《
明
証
性
の
一
般
的
規
則
》
に
関
し
て
一
つ
の
解

釈
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
が
、
循
環
の
問
題
を
直
接
の
対
象
と
す
る

も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
基
本
的
な
問
題

を
論
じ
た
い
。
す
な
わ
ち

「
き
わ
め
て
明
晰
か
つ
判
明
に
私
の
知

、

得
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う

問
題
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
場
合
の
「
真
で
あ
る
」
と
は
い
か
な
る

1／デカルトにおける《真理》と《存在》



意
味
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る

『
省
察
』
を
読
み
解
き

。

な
が
ら
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
一
つ
の
可
能
な
解
答
を
提
出
す
る
の

が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

（
三
）

《
明
証
性
の
一
般
的
規
則
》
が
、
知
得
さ
れ
る
も
の
の
真
偽
を
問

題
に
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば

「
き
わ
め

、

て
明
晰
か
つ
判
明
に
私
の
知
得
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
と
は
、
何
ら

か
の
命
題
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
は
、
第
四

省
察
の
議
論
か
ら
す
れ
ば
、
命
題
の
真
偽
は
判
断
に
関
わ
る
も
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
明
晰
か
つ
判
明
な
知

得
に
も
意
志
が
関
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な

ら
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
判
断
は
知
性
と
意
志
と
の
い
わ
ば
共
同

作
業
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
知
得
は
も
っ
ぱ
ら
知
性
の
役
割

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
知
性
の
知
得
に
つ
い
て
、
デ
カ
ル
ト
は
第
四

省
察
第
八
段
落
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る

「
独
り
知
性
の
み
に

。

よ
っ
て
は
私
は
た
だ
観
念
を
知
得
す
る

そ
し
て
そ
れ
ら
観
念
に

―

つ
い
て
私
は
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る

に
す
ぎ
な

―

い
の
で
あ
っ
て
、
本
来
の
意
味
で
の
過
誤<

>

は
、
こ
の
よ
う
に

error

、

」

厳
密
な
意
味
で
観
ら
れ
た
知
性
の
う
ち
に
は

何
ら
見
出
さ
れ
な
い

(
)

。

A
.T
.V
II,

56.15-18

「
私
の
知
得
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
が
観
念
で
あ
り
、
そ
れ
に
は

過
誤
は
見
出
さ
れ
な
い
の
だ
と
し
た
ら

「
き
わ
め
て
明
晰
か
つ
判

、

明
に
私
の
知
得
す
る
と
こ
ろ
の
」
観
念
が
「
真
で
あ
る
」
と
は
、
い

か
な
る
意
味
に
お
い
て
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

二

知
得
と
判
断

《

》

、

、

明
証
性
の
一
般
的
規
則

は

第
三
省
察
の
開
始
後
間
も
な
く

次
の
よ
う
に
導
入
さ
れ
て
い
る
。

第
三
省
察
第
二
段
落

。

私
は
私
が
思
惟
す
る
事
物
で
あ
る
こ
と
を
確
知
し
て
い
る<

>
certus

そ
れ
な
ら
ば
、
既
に
私
は
、
何
ら
か
の
事
物
に
つ
い
て
私
が
確
知

す
る
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
は
何
が
要
求
さ
れ
る
か
を
も
、
知
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
思
う
に
、
こ
の
最
初
の
認
識<

>
cognitio

の
う
ち
に
は
、
私
が
肯
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
或
る
明
晰
で
判

明
な
知
得<

>

を
ほ
か
に
し
て
は
何
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、

perceptio

デカルトにおける《真理》と《存在》／2
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そ
の
よ
う
に
明
晰
か
つ
判
明
に
私
の
知
得
す
る<

>

と
こ
ろ

percipere

の
何
も
の
か
が
偽
で
あ
る<

>

、
と
い
う
よ
う
な
事
態
が
い
つ

falsum
か
起
こ
り
う
る
と
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
知
得
が
私
に
事
物
の
真
理

<
>

に
つ
い
て
確
知
せ
し
め
る
の
に
は
い
か
に
も
不
十
分

rei
veritas

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

今
や
私
に
は
、
き
わ
め
て
明
晰
か
つ
判
明
に
私
の
知
得
す
る
と
こ

ろ
の
も
の
は
す
べ
て
真
で
あ
る<

>

と
い
う
こ
と
を
、
一
般
的

verum

な
規
則
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
（

。

A
.T
.V
II,

35.06-15

）

こ
こ
で
の
文
脈
か
ら
す
る
と

「
こ
の
最
初
の
認
識
」
と
は
、
明

、

ら
か
に

私
は
思
惟
す
る
事
物
で
あ
る

と
い
う
命
題
で
あ
る

こ

《

》

。「

の
最
初
の
認
識
」
は
明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う

か
ら
、
明
晰
か
つ
判
明
な
知
得
は
命
題
的
対
象
を
と
り
う
る
と
、
デ

カ
ル
ト
は
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
こ
の
命
題
は
、
第
二

省
察
第
三
段
落
で
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

「
わ
れ
在
り
、
わ
れ
存

、

在
す<

>

」
を
知
得
し
た
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る

ego
sum

,
ego

existo

で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
わ
れ
在
り
、
わ
れ
存
在
す
」
も
、
デ
カ
ル
ト
自

身
が

わ
れ
在
り

わ
れ
存
在
す

と
い
う
こ
の
命
題<

>

「

、

〈

〉

pronuntiatum （
四
）

は
」(

)

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
や
は
り
命
題

A
.T
.V
II,

25.11-12

で
あ
る
。

し
た
が
っ
て

「
き
わ
め
て
明
晰
か
つ
判
明
に
私
の
知
得
す
る
と

、

こ
ろ
の
も
の
」
と
は
、
何
ら
か
の
命
題
の
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
、
何
ら
か
の
命
題
を
指
す
と
考
え
ら
れ

る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
読
め
る
箇
所

が
『
省
察
』
本
文
に
は
他
に
も
あ
る
。
そ
の
一
つ
を
引
用
し
よ
う
。

《
明
証
性
の
一
般
的
規
則
》
を
提
示
し
て
か
ら
二
つ
目
の
段
落
で
あ

る
。

第
三
省
察
第
四
段
落

し
か
し
私
は
、
き
わ
め
て
明
晰
に
知
得
す
る
と
私
が
思
い
な
し
て

い
る
事
物
そ
の
も
の
の
方
へ
振
り
向
く
た
び
ご
と
に
、
ま
っ
た
く

そ
れ
ら
に
よ
っ
て
納
得
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
い
、
か
く
て
お
の
ず
と

次
の
よ
う
な
言
葉
が
口
を
つ
い
て
出
て
き
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
で
き
る
者
は
誰
で
あ
ろ
う
と
私
を
欺
く
が
よ
い
、
し

か
し
…
…
、
私
が
在
る
と
い
う
こ
と
は
既
に
真
な
の
で
あ
る
か
ら
、

私
が
い
ま
だ
か
つ
て
在
っ
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
い
つ
か

は
真
で
あ
る
と
い
う
事
態
を
、
…
…
し
つ
ら
え
る
こ
と
は
決
し
て
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で
き
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
（

。

A
.T
.V
II,

36.12-18

）

こ
の
箇
所
で

「
明
晰
に
知
得
す
る
と
私
が
思
い
な
し
て
い
る
事

、

物
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

「
私
が
在
る
と
い
う
こ
と
は

、

既
に
真
な
の
で
あ
る
か
ら

と
い
う
語
句
か
ら
わ
か
る
よ
う
に

私

」

、「

が
在
る
」
と
い
う
命
題
で
あ
る
。
そ
し
て

「
私
が
在
る
」
と
い
う

、

こ
の
命
題
が
真
で
あ
る
の
は
、
こ
れ
を
「
明
晰
に
知
得
す
る
と
私
が

思
い
な
し
て
い
る
」
だ
け
で
は
な
く
、
明
晰
に
知
得
し
て
い
る
か
ら

で
は
な
い
の
か
、
と
デ
カ
ル
ト
は
考
え
る
。
或
る
命
題
が
明
晰
に
知

得
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
命
題
は
真
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
こ

と
の
可
否
を
吟
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は

《
明

、

証
性
の
一
般
的
規
則
》
を
例
証
す
る
た
め
に
、
で
あ
る
。
や
は
り
、

《
明
証
性
の
一
般
的
規
則
》
に
お
け
る
「
き
わ
め
て
明
晰
か
つ
判
明

に
私
の
知
得
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
と
は
、
命
題
の
こ
と
を
指
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
知
得
さ
れ
る
も
の
が
命
題
だ
と
す
る
と

《
明
証
性
の
一

、

般
的
規
則
》
は
、
知
得
の
明
晰
判
明
さ
が
、
知
得
さ
れ
た
命
題
の
真

、

。

、

理
性
を
保
証
す
る

と
語
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る

そ
う
で
あ
れ
ば

真
理
は
知
得
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し

既
に
前
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
命
題
の
真
偽

は
判
断
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
か
。
デ
カ
ル
ト
が
独
自
の
判
断
論

を
展
開
し
て
い
る
第
四
省
察
は
「
真
と
偽
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
て

。

。

い
る

知
得
と
判
断
と
は
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か

ま
ず
第
一
〇
段
落
を
見
よ
う
。

第
四
省
察
第
一
〇
段
落

私
が
か
く
も
明
晰
に
知
解
す
る<

>

も
の
は
真
で
あ
る
、

intelligere （
五
）

と
私
は
判
断
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
と
い

っ
て
も
何
も
そ
れ
は
、
何
ら
か
の
外
的
な
力
に
よ
っ
て
そ
う
判
断

す
る
よ
う
に
強
制
さ
れ
た
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
知
性
に

お
け
る
大
い
な
る
光
か
ら
意
志
に
お
け
る
大
い
な
る
傾
向
性
が
相

A
.T
.V
II,

58.29

伴
わ
れ
て
き
た
か
ら
な
の
で
あ
っ
て
、
…
…
（

。

-59.03

）

確
か
に
こ
の
箇
所
で
デ
カ
ル
ト
は

「
真
で
あ
る
」
と
「
判
断
」

、

し
て
い
る
。
真
理
は
知
得
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
り
、
判
断
さ
れ
る
も

の
で
も
あ
る
。
知
得
と
判
断
と
は
同
じ
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
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ら
く
そ
う
で
は
な
い

《
真

》
と
い
う
語
の
用
い
方
に
若
干

。

verum
の
混
乱
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
デ
カ
ル
ト
は
、
知
得
と
判
断
と
を
は

っ
き
り
区
別
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
こ
の
点
を
整
理
し
て
お

こ
う
。
第
三
省
察
第
三
段
落
に
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。

第
三
省
察
第
三
段
落

certa

と
は
い
う
も
の
の
、
以
前
に
は
お
よ
そ
確
実
で
明
瞭
な
も
の<

>

と
し
て
私
が
受
け
入
れ
て
い
て
、
後
に
な
っ
て
か
ら

&
m
anifesta

そ
れ
は
し
か
し
疑
わ
し
い
と
思
い
知
ら
さ
れ
た
も
の
は
、
数
多
く

あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
そ
れ
で
あ
っ
た
か
。

思
う
に
、
大
地
、
天
空
、
星
、
お
よ
び
そ
の
他
の
私
が
い
つ
も
感

覚
に
よ
っ
て
取
り
込
ん
で
い
た
す
べ
て
の
も
の
、
が
そ
れ
で
あ
っ

た
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、
そ
れ
ら
の
も
の
に
つ
い
て
、
私
は
何
を

明
晰
に
知
得
し
て
い
た
の
か
。
思
う
に
、
そ
の
よ
う
な
事
物
の
観

念
そ
の
も
の
、
言
う
な
ら
思
惟
、
が
私
の
精
神
に
顕
在
し
て
い
る

<
>

と
い
う
こ
と
を
、
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在

obversari

で
も
そ
れ
ら
の
観
念
が
私
の
う
ち
に
在
る
と
い
う
こ
と
を
、
私
は

否
認
し
た
り
な
ど
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
は

別
の
或
る
、
私
が
肯
定
し
て
い
て
、
さ
ら
に
［
そ
れ
を
］
信
ず
る

習
慣
の
た
め
に
明
晰
に
私
は
知
得
し
て
い
る
と
私
が
思
い
な
し
て

い
て
、
し
か
し
実
際
に
は
私
が
知
得
し
て
は
い
な
か
っ
た
、
と
こ

ろ
の
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
私
の
外
に
何
ら
か
の

事
物
が
在
っ
て
、
そ
れ
ら
か
ら
今
述
べ
た
よ
う
な
も
ろ
も
ろ
の
観

念
は
出
来
し<

>

、
そ
し
て
そ
れ
ら
観
念
は
そ
れ
ら
事
物
に

procedere

お
よ
そ
類
似
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
な
の
で
あ
る
。
実

際
、
私
が
誤
っ
て
い
た<

>

か
、
私
の
判
断
が
真
で
あ
っ
た

falli

―

<
>

と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
そ
れ
は
、
私
の
知
得
の
力
に
よ

verum （
六
）

っ
て
起
こ
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た

の
は
、
そ
の
点
に
お
い

―

て
だ
っ
た
の
で
あ
る
（

。

A
.T
.V
II,

35.16-29

）

感
覚
的
事
物
に
関
し
て
、
私
が
明
晰
に
知
得
す
る
の
は

「
そ
れ

、

ら
の
観
念
が
私
の
う
ち
に
顕
在
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
だ
け
だ
、

と
い
う
点
に
つ
い
て
は
後
で
論
ず
る
こ
と
に
し
て

こ
こ
で
は

私

、

、「

が
知
得
し
て
い
な
か
っ
た
」
も
の
が
何
で
あ
る
か
に
注
目
し
た
い
。

「
私
が
知
得
し
て
い
な
か
っ
た
」
も
の
は

《
私
の
外
に
事
物
が
在

、

っ
て
、
感
覚
的
事
物
に
関
す
る
私
の
観
念
は
そ
れ
ら
事
物
か
ら
出
来

し
、
そ
れ
ら
事
物
に
類
似
し
て
い
る
》
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
こ
れ
は
、
私
が
《
肯
定
し
た
》
こ
と
、
つ
ま
り
《
判
断
し
た
》
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こ
と
で
あ
る
が

《
知
得
し
た
》
こ
と
で
は
な
い
、
と
デ
カ
ル
ト
は

、

述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
判
断
と
知
得
と
は
明
ら
か
に
別
物
な
の
で

あ
る
。

ま
た
、
こ
の
箇
所
で
は
「
判
断
が
真
で
あ
っ
た
と
し
て
も
」
と
い

う
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
肯
定
さ
れ
た
命
題
が
偶
然

真
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
判
断
に
よ
っ
て

命
題
の
真
偽
が
決
定
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
、
な
ど
と
言
っ
て
い
る
わ

。

《

》

、

《

》

け
で
は
な
い

判
断
の

真
偽

は

知
得
さ
れ
た
も
の
の

真
偽

と
直
接
的
に
は
関
係
し
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
明
晰
か
つ
判
明
な

る
知
得
は
、
そ
の
明
証
性
の
ゆ
え
に
、
知
得
さ
れ
る
命
題
の
真
理
性

を
保
証
す
る
、
と
《
明
証
性
の
一
般
的
規
則
》
は
主
張
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
点
を
明
ら
か
す
る
た
め
に
、
さ
ら
に
次
の
箇
所
を
検

討
し
よ
う
。

第
四
省
察
第
一
二
段
落

し
か
し
、
何
が
真
で
あ
る<

>

か
を
十
分
に
明
晰
か
つ
判
明
に

verum

私
が
知
得
し
て
い
な
い
と
い
う
場
合
は
、
私
が
判
断
を
差
し
止
め

る
と
す
る
な
ら
ば
、
私
は
正
し
く<

>

対
処
し
て
い
る
の
で
あ
っ

recte

て
、
私
は
誤
る<

>

こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

falli

る
。
し
か
し
な
が
ら

［
こ
の
よ
う
な
場
合
に
］
肯
定
す
る
か
否
定

、

す
る
か
、
私
が
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
は
意
志
決
定
の
自
由
を

私
は
正
し
く
使
用
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
り
、
か
く
て
、
偽<

>
falsa

で
あ
る
側
に
私
を
振
り
向
け
る
と
す
る
な
ら
ば
、
全
面
的
に
私
は

誤
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
他
の
側
を
掴
み
取
る
と
す
る
な

ら
ば
、
な
る
ほ
ど
偶
然
に
真
理<

>

に
行
き
当
た
り
は
す
る
で

veritas

あ
ろ
う
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
私
に
落
度<

>

が
な
い
こ
と
に

culpa

は
な
ら
な
い

な
ぜ
な
ら
ば
、
知
性
の
知
得
が
意
志
の
決
定
に

―

常
に
先
行
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
自
然
の
光
に
よ
っ
て

明
瞭
で
あ
る
か
ら

で
あ
ろ
う
（

。

―

A
.T
.V
II,

59.28-60.05

）

こ
の
箇
所
の
冒
頭
の
文
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に

「
何
が
真
で
あ

、

る
か
」
は
《
知
得
》
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
判
断
の
際
に
問

、

「

」

題
に
な
る
の
は

知
得
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て

正
し
く
対
処
す
る

か
否
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
デ
カ
ル
ト
が
判
断
に
お
い
て
問
題
に
し
て

い
る
の
は
、
知
得
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
正
し
い
判
断
を
下
す
か
誤

っ
た
判
断
を
下
す
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
知
得
さ
れ
た
も
の

が
真
で
あ
る
か
偽
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

《

》

明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
さ
れ
た
も
の

明
証
性
の
一
般
的
規
則

―
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に
よ
れ
ば
こ
れ
は
真
で
あ
る

を
肯
定
す
る
こ
と
が
《
正
し
い
》

―

判
断
で
あ
る
。
明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
を
肯

定
し
て
も
否
定
し
て
も
、
そ
れ
は
《
誤
っ
た
》
判
断
に
な
る
可
能
性

が
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
《
知
得
さ
れ
る
も
の
の
真
偽
》
と
《
判
断
の

（
七
）

》

、

。

正
誤

と
を
は
っ
き
り
区
別
し
て
い
る

と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う

こ
の
節
の
最
後
に
、
さ
ら
に
『
省
察
』
本
文
か
ら
の
次
の
二
つ
の
引

用
に
よ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

第
四
省
察
第
八
段
落

意
志
は
、
同
じ
一
つ
の
も
の
を
、
す
る
か
し
な
い
か
（
言
い
換
え

る
な
ら
ば
、
肯
定
す
る
こ
と
あ
る
い
は
否
定
す
る
こ
と
、
追
求
す

る
こ
と
あ
る
い
は
忌
避
す
る
こ
と
）
が
わ
れ
わ
れ
に
は
で
き
る
、

と
い
う
点
に
お
い
て
の
み
存
す
る
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
知
性
に

よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
提
供
さ
れ
る
も
の
を
肯
定
す
る
あ
る
い
は
否

定
す
る
の
に
、
言
う
な
ら
追
求
す
る
あ
る
い
は
忌
避
す
る
の
に
、

何
ら
外
的
な
力
に
よ
っ
て
も
わ
れ
わ
れ
が
そ
う
す
る
よ
う
に
決
定

さ
れ
て
は
い
な
い
と
わ
れ
わ
れ
の
感
ず
る
よ
う
に
、
そ
う
い
う
ふ

う
に
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
を
赴
か
し
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う

点
に
お
い
て
の
み
存
す
る
（

。

A
.T
.V
II,

57.21-27

）

第
四
省
察
第
一
六
段
落

そ
し
て
そ
の
上
、
私
に
は
、
思
案
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
す
べ
て
に

つ
い
て
の
明
証
的
な
知
得
に
依
存
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
あ
の
第

一
の
仕
方
に
よ
っ
て
過
誤
を
差
し
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し

て
も
、
私
に
は
し
か
し
、
事
物
の
真
理<

>

が
明
瞭
で
は

rei
veritas

な
い
そ
の
た
び
ご
と
に
、
判
断
を
下
す
こ
と
を
差
し
止
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
を
想
起
す
る
、
と
い
う
こ
と
の
み
に
依
存
し
て

い
る
と
こ
ろ
の
、
あ
の
も
う
一
つ
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
過
誤
を
差

し
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（

。

A
.T
.V
II,

61.27-62.02

）

本
稿
の
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
判
断
は
知
性
と
意
志
と
の
い

わ
ば
共
同
作
業
で
あ
る
。
そ
し
て
、
意
志
は
明
晰
か
つ
判
明
に
知
得

さ
れ
た
も
の
へ
と
「
自
ら
を
赴
か
し
ゆ
く
」
が
、
知
得
さ
れ
た
も
の

の
明
証
性
を
左
右
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
明
証
的
な
知
得
が

あ
れ
ば

「
事
物
の
真
理
は
明
瞭
」
な
の
で
あ
る
。
判
断
が
《
正
し

、

い
》
こ
と
は
、
明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
さ
れ
た
も
の
へ
の
肯
定
、
つ

ま
り
真
理
へ
の
肯
定
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
知
得
さ

れ
た
も
の
が
《
真
で
あ
る
》
こ
と
は
、
そ
の
知
得
の
明
証
性
に
か
か

っ
て
い
る
。
知
得
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
こ
そ
、
真
偽
が
問
題
に
な
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る
の
で
あ
る
。
す
る
と
や
は
り

「
明
晰
か
つ
判
明
に
私
の
知
得
す

、

る
と
こ
ろ
の
も
の
」
と
は
、
何
か
ら
の
命
題
で
あ
る
と
考
え
る
の
が

自
然
で
あ
ろ
う
。

三

知
得
と
観
念

知
得
と
判
断
と
の
違
い
を
、
以
上
の
よ
う
に
確
認
す
る
こ
と
に
よ

、《

》

《

》

っ
て

明
証
性
の
一
般
的
規
則

に
お
け
る

知
得
さ
れ
る
も
の

と
は
、
何
ら
か
の
命
題
で
あ
る
こ
と
が
い
よ
い
よ
明
ら
か
に
な
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
知
性
は
い
か
な
る
種
類
の
命
題
を

、

。

明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
し

そ
れ
を
意
志
に
提
示
す
る
の
だ
ろ
う
か

し
か
し
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
前
に
、
知
性
の
知
得
が
命
題
に
関

わ
ら
な
い
と
デ
カ
ル
ト
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
箇
所
を
検
討

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際

『
省
察
』
の
本
文
や
答
弁
に
お
い

、

て

《
知
得
さ
れ
る
も
の
》
は
、
命
題
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
《
特

、
性

》
な
い
し
《
属
性

》
で
あ
る
、
と
デ
カ
ル

proprietas
attributum

ト
が
述
べ
て
い
る
箇
所
が
多
々
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
知
得
さ

れ
る
《
特
性
》
そ
れ
自
体
に
は
、
真
偽
は
関
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

（
八
）

ま
ず

《
知
得
さ
れ
る
も
の
》
は
《
特
性
》
で
あ
る
と
解
さ
れ
る

、

箇
所
を
、
引
用
し
よ
う
。

第
三
省
察
第
一
九
段
落

私
は
そ
れ
ら
［
物
体
的
事
物
の
観
念
］
に
お
い
て
明
晰
か
つ
判
明

に
私
の
知
得
す
る
も
の
は
ご
く
わ
ず
か
し
か
な
い
こ
と
に
気
づ
く

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
大
き
さ
、
言
う
な
ら
長
さ
と
広
さ
と
深
さ

と
に
お
け
る
延
長
と
、
そ
う
し
た
延
長
の
限
定
に
よ
っ
て
発
生
す

る
形
状
と
、
多
種
多
様
の
形
状
を
有
す
る
も
の
が
相
互
に
占
め
る

位
置
と
、
そ
れ
に
運
動
、
言
う
な
ら
そ
う
し
た
位
置
の
変
化
、
で

あ
る
（

。

A
.T
.V
II,

43.14-19

）

明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
さ
れ
る
も
の
と
し
て
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て

い
る
例
は

「
観
念
に
お
い
て
」
知
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
し

、

か
も
、
ど
れ
も
命
題
で
は
な
く
て
特
性
な
い
し
属
性
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
第
二
答
弁
の
末
尾
に
付
さ
れ
た
「
幾
何
学
的
な
様
式
で
配
列
さ

れ
た
諸
根
拠
」
に
お
け
る
実
体
の
定
義
で
、
デ
カ
ル
ト
は

「
わ
れ

、

わ
れ
の
知
得
す
る
と
こ
ろ
の
何
も
の
か
が
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、

そ
の
実
在
的
な
観
念<

>

が
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
あ
る
と
こ

realis
idea
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ろ
の
或
る
特
性<

>

が
、
言
う
な
ら
性
質<

>

が
、
言

proprietas
qualitas

う
な
ら
属
性<

>

が
…
…
」(

)

と
述

attributum
A
.T
.V
II,

161.15-17

べ
て
い
る
。

「
実
在
的
な
観
念
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
後
で
検
討
す
る
つ
も
り

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は

《
知
得
す
る
》
と
は
《
観

、

念
を
も
つ
》
こ
と
で
あ
り
、
知
得
さ
れ
る
も
の
と
は
、
そ
の
観
念
の

「

」

「

」

「

」

、

内
容
と
な
る

特
性

な
い
し

性
質

な
い
し

属
性

で
あ
る

と
デ
カ
ル
ト
が
は
っ
き
り
と
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
点
を
押
さ
え
な
が
ら
、
特
性
に
つ
い
て
い
か
な
る
意
味
で
真
偽
を

語
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
つ
い
て

『
省
察
』
本
文
の
検
討
を
さ

、

ら
に
続
け
よ
う
。

第
三
省
察
第
五
段
落

、［

］

、

、

今
は
し
か
し

省
察
す
る
こ
と
の

順
序
は

そ
れ
よ
り
も
先
に

私
の
思
惟
の
す
べ
て
を
一
定
の
類
に
分
類
し
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の

う
ち
の
い
っ
た
い
い
ず
れ
に
真
理
も
し
く
は
虚
偽
が
本
来
は
存
す

る
の
か
を
探
求
す
る
こ
と
、
を
要
求
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

rerum

私
の
思
惟
の
う
ち
の
或
る
も
の
は
、
い
わ
ば
事
物
の
像<

>

で
あ
っ
て
、
観
念
と
い
う
名
は
本
来
は
そ
れ
ら
に
対
し

im
agines

て
の
み
当
て
は
ま
る
。
た
と
え
ば
、
人
間
と
か
キ
マ
イ
ラ
と
か
天

空
と
か
天
使
と
か
神
と
か
を
私
が
思
惟
し
て
い
る
と
い
う
場
合
が

そ
れ
で
あ
る
（

。

A
.T
.V
II,

36.30-37.06

）

観
念
が
「
事
物
の
像
」
で
あ
る
な
ら
ば

《
知
得
さ
れ
る
も
の
》

、

と
は
、
そ
の
観
念
の
う
ち
に
「
事
物
の
像
」
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い

、

。

、「

」

る
特
性
だ

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う

し
か
し

事
物
の
像

そ
れ
自
体
に
つ
い
て
、
真
偽
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て

《
知
得
さ
れ
る
も
の
》
が
観
念
な
い
し

、

観
念
の
内
容
で
あ
る
と
す
れ
ば

《
知
得
さ
れ
る
も
の
》
つ
い
て
真

、

（
九
）

偽
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
次
に
引
用
す
る
箇
所
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
第
三

省
察
第
六
段
落
で
デ
カ
ル
ト
は
明
ら
か
に
、
知
得
さ
れ
る
も
の
と
し

て
の
観
念
の
真
理
性
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

第
三
省
察
第
六
段
落

さ
て
観
念
に
関
し
て
言
え
ば
、
独
り
そ
れ
の
み
が
そ
れ
自
身
に
お

い
て
観
ら
れ
、
そ
れ
を
何
か
他
の
も
の
に
私
が
関
係
づ
け
る
こ
と

を
し
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
偽
な
る
も
の<

>

で
あ
る
こ
と
は

falsae

本
来
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
私
が
山
羊
を
想
像
し
よ
う
と
も
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キ
マ
イ
ラ
を
想
像
し
よ
う
と
も
、
私
が
一
方
を
想
像
す
る
と
い
う

こ
と
は
私
が
他
方
を
想
像
す
る
と
い
う
こ
と
に
劣
ら
ず
等
し
く
真

で
あ
る<

>

、
か
ら
で
あ
る
（

。

verum
A
.T
.V
II,

37.13-17

）

こ
こ
で
は
一
見
、
観
念
は
す
べ
て
真
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
か

の
よ
う
に
思
え
る
。
た
し
か
に
、
観
念
の
内
容
と
し
て
い
か
な
る
事

物
の
像
を
も
と
う
と
、
そ
の
像
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
動
か

な
い
。
知
得
さ
れ
た
も
の
と
し
て
事
物
の
像
を
も
っ
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
は
真
で
あ
る
。
し
か
し

《
明
証
性
の
一
般
的
規
則
》
は
、

、

こ
ん
な
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
に
提
示
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
こ
の

規
則
は

《
き
わ
め
て
明
晰
か
つ
判
明
に
》
知
得
さ
れ
る
も
の
、
す

、

な
わ
ち
明
晰
判
明
な
観
念
、
が
真
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
事
物
の
像
が
知
得
さ
れ
た
も
の
と
し
て
精
神
の
う
ち
に
在
る
と

い
う
だ
け
の
こ
と
を
、
デ
カ
ル
ト
が
敢
え
て
「
一
般
的
な
規
則
と
し

て
確
立
す
る
」
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。

実
際
デ
カ
ル
ト
は
、
既
に
見
た
よ
う
に

《
明
証
性
の
一
般
的
規

、

則
》
を
導
入
し
た
直
後
の
第
三
省
察
第
三
段
落
で
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
た

「
そ
れ
ら
の
も
の
［
大
地
、
天
空
、
星
な
ど
］
に
つ
い

。

て
、
私
は
何
を
明
晰
に
知
得
し
て
い
た
の
か
。
思
う
に
、
そ
の
よ
う

な
事
物
の
観
念
そ
の
も
の
、
言
う
な
ら
思
惟
、
が
私
の
精
神
に
顕
在

し
て
い
る<

>

と
い
う
こ
と
を
、
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が

obversari

、

、

ら

現
在
で
も
そ
れ
ら
の
観
念
が
私
の
う
ち
に
在
る
と
い
う
こ
と
を

A
.T
.V
II,

私
は
否
認
し
た
り
な
ど
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
」(

。

、「

」

35.20-23
)

デ
カ
ル
ト
は

そ
れ
ら
の
観
念
が
私
の
う
ち
に
在
る

と
い
う
事
実
以
上
の
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
に

《
明
証
性
の
一
般

、

的
規
則
》
を
導
入
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は

《
明
証
性
の
一
般
的
規
則
》
は
い
っ
た
い
何
を
語
っ

、

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
の
第
三
省
察
第
六
段
落
の
引
用
箇
所
に
お

い
て
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は

「
そ
れ
を
何
か
他
の
も
の

、

に
私
が
関
係
づ
け
る
こ
と
を
し
な
い
と
す
る
な
ら
ば
」
と
い
う
言
葉

で
あ
ろ
う
。
こ
の
言
葉
に
関
連
し
て
、
第
一
省
察
第
六
段
落
の
次
の

箇
所
を
検
討
し
て
み
た
い
。

第
一
省
察
第
六
段
落

わ
れ
わ
れ
は
夢
を
見
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
目
を
開

き
、
頭
を
動
か
し
、
手
を
伸
ば
す
、
と
い
っ
た
、
そ
れ
ら
個
別
的

な
も
の
も
真
で
な
け
れ
ば
、
も
し
か
す
る
と
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
が

そ
う
い
う
手
を
も
っ
て
い
る
こ
と
も
真
で
は
な
い
し
、
そ
う
い
う
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身
体
全
体
を
も
っ
て
い
る
こ
と
も
真
で
は
な
い
、
と
す
る
こ
と
に

し
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
眠
り
の
間
に
見
ら
れ
た
も
の
は
、

真
な
る
事
物<

>

を
模
し
て
で
な
く
て
は
作
り
出
さ
れ
る
こ

res
verae

と
の
で
き
な
い
或
る
画
像
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え

少
な
く
と
も
、
目
、
頭
、
手
、
お
よ
び
身
体
全
体
、
と
い
っ
た
、

こ
れ
ら
一
般
的
な
も
の
は
、
或
る
架
空
の<

>

事
物
で
は

im
aginaria

な
く
て
、
真
な
る
事
物
と
し
て
存
在
す
る<

>

、
と
い

veras
existereA

.T
.V
II,

う
こ
と
を
ま
さ
し
く
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る(

)

。

19.23-31

デ
カ
ル
ト
は
こ
こ
で
「
真
な
る
事
物
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い

る
。
少
な
く
と
も
こ
の
箇
所
で
は
、
こ
れ
を
「
架
空
の
事
物
で
は
な

い
」
も
の
、
つ
ま
り
《
実
在
す
る
事
物
》
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
観
念
に
つ
い
て
も

《
真
な
る
》
を
《
実
在
す

、

（
一
〇
）

》

。

る

に
関
係
づ
け
る
よ
う
な
解
釈
を
試
み
た
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か

す
な
わ
ち
、
明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
さ
れ
る
も
の
、
つ
ま
り
《
真
な

る
観
念
》
に
つ
い
て
は

「
そ
れ
を
何
か
他
の
も
の
に
私
が
関
係
づ

、

け
る
こ
と
」
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
の
「
何
か
他
の
も
の
」
と
は

実
在
す
る
事
物
で
あ
る
、
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
解
釈
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
箇
所
で
言
わ
れ

「

、

、

、

て
い
る

わ
れ
わ
れ
が
目
を
開
き

頭
を
動
か
し

手
を
伸
ば
す
と

、

《

》
」

、

い
っ
た

そ
れ
ら
個
別
的
な
も
の
は

真
で
な
い

と
い
う
の
は

「
目
を
開
き
、
頭
を
動
か
し
、
手
を
伸
ば
し
て
い
る
者
は
《
実
在
し

な
い

」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た

「
わ
れ
わ
れ
が
そ
う
い
う

》

、

手
を
も
っ
て
い
る
こ
と
も
《
真
で
は
な
い
》
し
、
そ
う
い
う
身
体
全

体
を
も
っ
て
い
る
こ
と
も
《
真
で
は
な
い

」
と
い
う
の
は

「
そ
う

》

、

い
う
手
を
も
ち
、
そ
う
い
う
身
体
全
体
を
も
っ
た
者
は
《
実
在
し
な

い

」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

》こ
れ
は
、
少
な
く
と
も
感
覚
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
観
念
に
つ
い
て

の
第
一
省
察
の
懐
疑
に
関
す
る
限
り
、
十
分
説
得
力
の
あ
る
読
み
方

だ
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
感
覚
か
ら
受
け
取
っ
た
も
の
が
偽
と

し
て
退
け
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
現
実
に
は
存
在
し
な

い
か
ら
な
の
で
あ
る
。
微
細
な
も
の
や
遠
く
の
も
の
に
つ
い
て
の
外

的
感
覚
だ
け
で
な
く
、
私
が
炉
辺
に
坐
っ
て
い
る
と
い
う
内
的
感
覚

さ
え
も
、
そ
れ
が
夢
で
あ
れ
ば
、
私
は
現
実
に
炉
辺
に
坐
っ
て
い
る

も
の
と
し
て
存
在
し
て
は
い
な
い
か
ら
、
偽
と
し
て
退
け
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
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四

観
念
の
質
料
的
な
虚
偽

前
節
で
試
み
た
解
釈
を
さ
ら
に
一
般
的
に
し
て

《
或
る
特
性
が

、

明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
特
性
を
も
つ

事
物
が
実
在
す
る
》
と
い
う
こ
と
を
デ
カ
ル
ト
は
主
張
し
て
い
る
の

だ
、
と
み
な
す
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
可
能
で
あ
れ
ば
、

《
明
証
性
の
一
般
的
規
則
》
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば

《
明
証
性
の
一
般

、

的
規
則
》
で
言
わ
れ
て
い
る
《
明
晰
か
つ
判
明
に
私
の
知
得
す
る
と

こ
ろ
の
も
の
》
が
、
或
る
《
特
性
》
で
も
あ
り
、
し
か
も
或
る
《
命

題
》
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
納
得
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

し
か
し
、
一
六
四
二
年
三
月
の
メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
書
簡
に
は
、
デ
カ

ル
ト
が
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
否
定
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る

箇
所
が
あ
る
。

一
六
四
二
年
三
月
メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
書
簡

貴
兄
は
、

わ
れ
わ
れ
が
明
晰
に
把
握
す
る<

>

も
の
は
す

〈

concevoir

、

、

べ
て

在
る<

>

あ
る
い
は
存
在
す
る<

>

と
い
う
公
理
を

être
exister

〉

私
の
言
と
し
て
お
伝
え
下
さ
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
ま
っ
た
く
私
の

言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
た
だ
次
の
よ
う
な
こ
と
は
申
し
ま

し
た
。
わ
れ
わ
れ
が
明
晰
に
認
知
す
る<

>

も
の
は
す
べ

apercevoir

て
真
で
あ
る
、
か
く
し
て
、
そ
れ
が
存
在
し
な
い
こ
と
は
で
き
な

い
、
と
わ
れ
わ
れ
が
認
知
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
存
在
す
る
こ
と
、

或
い
は
、
そ
の
存
在
が
可
能
で
あ
る
、
と
わ
れ
わ
れ
が
認
知
す
る

な
ら
ば
、
そ
れ
は
存
在
し
う
る
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
申
し

ま
し
た
（

。

A
.T
.III,

544.29-545.05

）

「
わ
れ
わ
れ
が
明
晰
に
把
握
す
る
も
の
は
す
べ
て
、
在
る
あ
る
い

は
存
在
す
る
」
と
い
う
の
は
「
私
の
言
で
は
な
い
」
と
デ
カ
ル
ト
は

言
っ
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば

《
明
証
性
の
一
般
的
規
則
》
を
、
前

、

節
の
よ
う
な
方
向
で
解
釈
す
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
不
可
能
な
の
で

あ
ろ
う
か
。
確
か
に

《
明
晰
か
つ
知
得
さ
れ
る
も
の
は
、
そ
の
と

、

お
り
に
現
実
に
存
在
す
る
》
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
発
言
に
よ
っ
て

否
定
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
引

用
箇
所
の
後
半
部
分
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に

《
真
で
あ
る
》
こ

、

と
と
《
存
在
す
る
》
こ
と
の
間
に
は
、
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
そ
れ
は
、
前
節
の
最
後
に
引
用
し
た
箇
所
の
続
き
を
見
て
も
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明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
を
見
て
い
こ
う
。

第
一
省
察
第
六
段
落

目
、
頭
、
手
、
お
よ
び
こ
れ
に
類
す
る
も
の
な
ど
、
こ
れ
ら
一
般

的
な
も
の
は
架
空
の
も
の
で
あ
り
う
る
と
し
た
と
し
て
も
、
必
ず

や
し
か
し
、
少
な
く
と
も
な
お
い
っ
そ
う
単
純
で
普
遍
的
な
或
る

他
の
も
の
は
真
な
る<

>
も
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
思
惟
の

vera

う
ち
に
あ
る
と
こ
ろ
の
、
事
物
の
そ
う
し
た
像
の
す
べ
て
は
、
そ

れ
が
真
で
あ
ろ
う
と
偽
で
あ
ろ
う
と

［
画
家
が
作
り
出
す
新
奇
な

、

形
姿
が
］
真
の
色
か
ら
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ら
単
純
で
普
遍

的
な
も
の
か
ら
作
り
な
さ
れ
て
い
る
、
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（

。

A
.T
.V
II,

20.08-14

）

こ
こ
で
も
デ
カ
ル
ト
は

「
単
純
で
普
遍
的
な
或
る
他
の
も
の
」

、

を
「
真
な
る
も
の
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
や
は
り
、
既
に
述
べ

、《

》

。

た
よ
う
に

実
在
す
る
も
の

と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う（

一
一
）

、「

、

そ
し
て
さ
ら
に
デ
カ
ル
ト
は

事
物
の
そ
う
し
た
像
の
す
べ
て
は

そ
れ
が
真
で
あ
ろ
う
と
偽
で
あ
ろ
う
と
」
と
語
っ
て
い
る

「
事
物

。

の
そ
う
し
た
像
」
を
《
観
念
》
と
解
す
れ
ば

「
そ
れ
が
真
で
あ
ろ

、

う
と
偽
で
あ
ろ
う
と
」
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん

《
観
念
そ
の
も
の

、

が
存
在
し
よ
う
と
し
ま
い
と
》
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
先
の
第
三

省
察
第
三
段
落
の
引
用
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
観
念
そ
の
も
の
が

存
在
す
る
こ
と
な
ら
、
デ
カ
ル
ト
こ
れ
を
決
し
て
疑
っ
て
い
な
い
か

ら
で
あ
る
。
観
念
が
真
で
あ
る
か
偽
で
あ
る
か
は
、
観
念
の
対
象
で

あ
る
事
物
が
、
現
実
に
存
在
す
る
か
否
か
、
に
か
か
っ
て
い
る
、
あ

る
い
は
少
な
く
と
も
決
定
的
に
関
係
し
て
い
る
、
と
見
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
そ
れ
は
い
か
な
る
関
係
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ

と
を
解
明
す
る
た
め
に
、
観
念
が
《
真
で
あ
る
》
と
は
ど
の
よ
う
な

事
態
で
あ
る
の
か
を
、
さ
ら
に
検
討
し
た
い
。
そ
こ
で
ま
ず
、
少
し

長
い
引
用
に
な
る
が
、
次
の
箇
所
を
検
討
し
た
い
。

第
三
省
察
第
一
九
段
落

と
こ
ろ
が
、
そ
の
他
の
も
の
、
例
え
ば
光
と
色
、
音
、
香
り
、
味
、

熱
と
冷
、
な
ら
び
に
そ
の
他
の
触
覚
的
な
諸
性
質<

>

な
ど

qualitates

は
、
き
わ
め
て
不
分
明
で
不
明
瞭
に<

>

し
か
私

confuse
&

obscure

に
よ
っ
て
思
惟
さ
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
私
は
か
く
て
、
そ
れ
ら

が
真
で
あ
る
の
か
偽
で
あ
る
の
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
ら
に

つ
い
て
私
の
も
つ
観
念
が
、
或
る
事
物
の
観
念
で
あ
る
の
か
、
そ
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rerum
quarundam

れ
と
も
事
物
で
な
い
も
の
の
観
念
で
あ
る
の
か<

>

、
も
識
る
こ
と
さ
え
な
い
、
と
い
う
ほ
ど
な

ideae,
an

non
rerum

の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
本
来
の
意
味
で
の
虚
偽
、
言
う
な
ら

形
相
的
な
虚
偽<

>

、
は
判
断
の
う
ち
に
し
か
見
出

falsitas
form

alis

さ
れ
え
な
い
と
少
し
前
に
私
は
書
き
記
し
て
お
き
は
し
た
も
の
の
、

し
か
し
、
観
念
が
事
物
で
な
い
も
の
を
あ
た
か
も
事
物
で
あ
る
か

の
よ
う
に
表
象
す
る<
>

と
い

non
rem

tanquam
rem

repraesentare

う
場
合
に
は
、
或
る
他
の
質
料
的
な
虚
偽<

>

が

falsitas
m
aterialis

観
念
の
う
ち
に
は
在
る
の
で
あ
っ
て
、
か
く
し
て
、
例
え
ば
、
私

の
も
っ
て
い
る
熱
の
観
念
も
冷
の
観
念
も
甚
だ
し
く
明
晰
か
つ
判

明
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
に
そ
れ
ら
か
ら
は
、
冷
が
熱
の
欠
如

<
>

で
し
か
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
熱
が
冷
の
欠
如
で
あ
る

privatio

realis

の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
い
ず
れ
も
が
実
在
的
な
性
質<

>

で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
い
ず
れ
も
が
そ
う
で
は
な

qualitas

い
の
か
、
を
判
別
す
る
こ
と
は
私
に
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
、
事
物
の
観
念
と
し
て
で
な
け
れ
ば
い
か
な
る
観
念
も
あ

り
え
な
い
か
ら
、
も
し
も
冷
は
熱
の
欠
如
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と

が
真
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
私
に
冷
を
あ
た
か
も
実
在
的
で
積

tanquam
reale

quid

極
的
な
何
か
で
あ
る
か
の
よ
う
に
表
象
す
る<

>

と
こ
ろ
の
観
念
が
偽
で
あ
る
と
言
わ

&
positivum

repraesentare

れ
て
も
、
不
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
他
の
観
念
に
つ
い
て
も

同
様
で
あ
る
（

。

A
.T
.V
II,

43.21-44.08

）

こ
の
箇
所
で
デ
カ
ル
ト
は

「
私
に
よ
っ
て
思
惟
さ
れ
」
る
「
諸

、

性
質
」
が

《
真
で
あ
る
か
偽
で
あ
る
か
》
を
語
っ
て
い
る
。
そ
し

、

て
、
そ
れ
ら
諸
性
質
に
つ
い
て
私
の
も
つ
観
念
が

「
不
分
明
で
不

、

明
瞭
」
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
「
或
る
事
物
」
の
観
念
な
の
か

そ
う
で
な
い
の
か
私
に
は
識
ら
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
「
質
料
的
な
虚

偽
」
の
存
す
る
観
念
な
の
で
あ
る
。
こ
の
逆
を
考
え
て
み
よ
う
。
す

な
わ
ち
、
そ
れ
ら
諸
性
質
に
つ
い
て
私
の
も
つ
観
念
が

《
明
晰
か

、

つ
判
明
》
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
「
或
る
事
物
」
の
観
念
で
あ

る
こ
と
が
私
に
識
ら
れ

「
質
料
的
な
虚
偽
」
の
存
し
な
い
観
念
な

、

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
こ
の
「
或
る
事
物
」
が
、
架
空

（
一
二
）

の
も
の
で
は
な
く
て
《
実
在
す
る
事
物
》
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
は

こ
の
箇
所
の
文
脈
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う

そ
し
て

実

、

。

、「

（
一
三
）

在
的
な
性
質
」
と
は

《
実
在
す
る
事
物
》
が
有
す
る
性
質
の
こ
と

、

で
あ
り

《
明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
さ
れ
た
も
の
》
と
は
、
ま
さ
に

、

こ
の
「
実
在
的
な
性
質
」
を
表
象
す
る
観
念
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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こ
の
解
釈
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
《
質
料
的
な
虚
偽
が
存

し
な
い
》
と
い
う
こ
と
が

《
観
念
が
真
で
あ
る
》
と
い
う
こ
と
な

、

の
だ
と
す
れ
ば
、
明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
さ
れ
る
も
の
が
真
で
あ
る

と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
実
在
す
る
事
物
に
つ
い
て
の
知
得
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
実
在
す
る
事
物
に
つ
い
て
の
知
得
で
あ

る
こ
と
を
保
証
す
る
の
は
、
そ
の
知
得
が
明
晰
か
つ
判
明
で
あ
る
こ

と
、
す
な
わ
ち
そ
の
明
証
性
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
解
釈
を
裏
付
け
る
た
め
に
、
ま
ず
、
い
ま
引

用
し
た
第
三
省
察
第
一
九
段
落
の
箇
所
に
関
す
る
ア
ル
ノ
ー
の
反
論

に
対
し
て
、
デ
カ
ル
ト
が
与
え
て
い
る
答
弁
を
見
て
み
よ
う
。

第
四
答
弁

す
で
に
私
の
説
明
し
た
意
味
以
外
の
意
味
で
、
観
念
が
質
料
的
に

偽
で
あ
る
と
言
わ
れ
う
る
と
は
私
に
は
思
え
な
い
の
で
す
。
つ
ま

り
、
冷
が
積
極
的
な
事
物
で
あ
ろ
う
と
も
、
欠
如
で
あ
ろ
う
と
も
、

そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
冷
に
つ
い
て
別
の
観
念
を
私
が
も
つ
わ

け
で
は
な
く
、
依
然
と
し
て
私
の
う
ち
に
は
、
常
に
私
の
も
っ
て

い
た
の
と
同
じ
観
念
が
あ
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
冷
が
欠
如
で
あ

っ
て
熱
と
同
じ
程
度
の
実
在
性<

>

を
も
っ
て
い
な
い
と
い
う

realitas

こ
と
が
真
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
冷
の
観
念
そ
の

も
の
が
私
に
過
誤
の
素
材<

>

を
提
供
す
る
こ
と
に
な

m
ateria

erroris

る
、
と
私
は
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
熱
と
冷

の
観
念
の
双
方
を
、
そ
の
両
者
を
感
覚
に
よ
っ
て
私
が
受
け
取
る

と
こ
ろ
に
応
じ
て
考
察
し
て
み
る
と
、
一
方
よ
り
も
他
方
が
よ
り

多
く
の
実
在
性
を
私
に
表
示
す
る<

>

、
と
私
は
気
づ
く
こ

exhibere

と
が
で
き
な
い
か
ら
な
の
で
す
（

。

A
.T
.V
II,

232.19-233.02

）

こ
こ
で
は
、
或
る
種
の
観
念
の
《
質
料
的
な
虚
偽
》
が
さ
ら
に
詳

し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
質
料
的
な
虚
偽
の

存
し
な
い
観
念
で
あ
れ
ば

「
実
在
性
を
私
に
表
示
す
る
」
の
で
あ

、

る
。
と
こ
ろ
が

「
観
念
が
質
料
的
に
偽
で
あ
る
と
言
わ
れ
う
る
」

、

場
合
に
は
、
そ
の
観
念
は
実
在
性
を
私
に
表
示
し
な
い
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
観
念
の
《
質
料
的
な
虚
偽
》
と
い
う
の
は
、
観
念
の
対

象
と
し
て
の
《
実
在
的
事
物
》
の
不
在
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
デ
カ
ル
ト
が
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
の
よ
う
な
見

解
は
、
神
の
観
念
が
《
真
で
あ
る
》
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
箇
所
に
、

と
り
わ
け
は
っ
き
り
と
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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第
三
省
察
第
二
五
段
落

私
は
言
う
、
こ
の
上
も
な
く
完
全
で
無
限
な
存
在
者<

>

の
こ
の

ens

観
念
は
別
け
て
も
真
で
あ
る
、
と
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
よ
う
な

存
在
者
が
存
在
し
な
い
と
仮
想
す
る
こ
と
は
も
し
か
す
る
と
で
き

る
に
し
て
も
、
し
か
し
、
冷
の
観
念
に
つ
い
て
前
に
私
が
言
っ
た

よ
う
に
、
こ
の
存
在
者
の
観
念
が
実
在
的
な
も
の
を
何
も
私
に
表

示
し
な
い
、
と
仮
想
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

観
念
は
ま
た
、
別
け
て
も
明
晰
か
つ
判
明
で
も
あ
る
。
と
い
う
の

は
、
私
が
明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
す
る
と
こ
ろ
の
、
実
在
的
で
あ

り
真
で
あ
っ
て<

>

、
ま
た
何
ら
か
の
完
全
性
を
そ
な

reale
&

verum

え
て
い
る
も
の
は
み
な
、
そ
っ
く
り
こ
の
観
念
の
う
ち
に
含
ま
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
（

。

A
.T
.V
II,

46.11-18

）

「
私
が
明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
す
る
も
の
は
、
実
在
的
で
真
で
あ

る
」
と
い
う
の
は
、
明
晰
判
明
な
観
念
は
真
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
そ
れ
は
結
局
、
明
晰
判
明
な
観
念
に
は
質
料
的
な
虚
偽
が
存

、

、「

」

、

し
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
り

実
在
的
な
も
の

を
表
示
す
る

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
明
晰
判
明
で
は
な
い

観
念
は
偽
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
念
は
、
た
し
か
に
観
念
で
は
あ

る
が
、
実
際
に
は
い
か
な
る
実
在
す
る
事
物
に
つ
い
て
の
も
の
で
も

な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
知
得
さ
れ
る
の
は
観
念
で
あ
る
と
い
う
視
点
か
ら
す
れ

ば

《
明
証
性
の
一
般
的
規
則
》
を
、
と
り
あ
え
ず
次
の
よ
う
に
解

、
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち

「
き

、

わ
め
て
明
晰
か
つ
判
明
に
私
の
知
得
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
は
、
明

晰
判
明
な
観
念
に
は
質
料
的
な
虚
偽
が
存
し
な
い
と
い
う
意
味
で
、

真
な
の
で
あ
る
、
と
。

五

真
理
か
ら
存
在
へ

し
か
し
お
そ
ら
く

《
明
証
性
の
一
般
的
規
則
》
は
、
こ
れ
以
上

、

の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
本
稿
の
前
半
で
検
討
し
た

よ
う
に

「
き
わ
め
て
明
晰
か
つ
判
明
に
私
の
知
得
す
る
と
こ
ろ
の

、

も
の
」
は
明
ら
か
に
命
題
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
、
と
思
わ
れ
る
箇

所
が
『
省
察
』
に
は
い
く
つ
も
見
出
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
よ
う
な
箇
所
で
は
、
そ
の
命
題
と
は

《
或
る
特
性
が
明
晰
か

、

つ
判
明
に
知
得
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
特
性
を
も
つ
事
物
が
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実
在
す
る
》
と
い
う
命
題
で
あ
る
、
と
解
す
る
こ
と
が
少
な
く
と
も

可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る

《
明
証
性
の
一
般
的
規
則
》
は
《
明
晰
判

。

明
な
観
念
は
質
料
的
な
虚
偽
を
含
ま
な
い
》
と
い
う
こ
と
以
上
に
、

こ
の
《
或
る
特
性
が
明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の

よ
う
な
特
性
を
も
つ
事
物
が
実
在
す
る
》
と
い
う
命
題
が
、
或
る
意

味
で
は
真
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
そ
れ
は
い
か
な

る
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
ま
さ
に

《
観
念
の
質
料

、

的
な
虚
偽
》
の
意
味
か
ら
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
既
に
第

二
節
で
引
用
し
た
第
三
省
察
第
三
段
落
の
一
部
を
も
う
一
度
引
用
し

よ
う
。第

三
省
察
第
三
段
落

し
か
し
そ
れ
と
は
別
の
或
る
、
私
が
肯
定
し
て
い
て
、
さ
ら
に
［
そ

れ
を
］
信
ず
る
習
慣
の
た
め
に
明
晰
に
私
は
知
得
し
て
い
る
と
私

が
思
い
な
し
て
い
て
、
し
か
し
実
際
に
は
私
が
知
得
し
て
は
い
な

か
っ
た
、
と
こ
ろ
の
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
私
の

外
に
何
ら
か
の
事
物
が
在
っ
て
、
そ
れ
ら
か
ら
今
述
べ
た
よ
う
な

も
ろ
も
ろ
の
観
念
は
出
来
し<

>

、
そ
し
て
そ
れ
ら
観
念
は

procedere

そ
れ
ら
事
物
に
お
よ
そ
類
似
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
な

の
で
あ
る
（

。

A
.T
.V
II,

35.
23-27

）

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
質
料
的
な
虚
偽
の
存
し
な
い
観
念
、
言
い

換
え
れ
ば
《
真
な
る
観
念
》
は

「
実
在
す
る
事
物
を
表
示
す
る

。

、

」

こ
の
引
用
箇
所
で
の
表
現
を
用
い
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
観
念
が
そ
こ

か
ら
「
出
来
す
る
」
と
こ
ろ
の
《
実
在
的
事
物
》
が
存
在
す
る
こ
と

（
一
四
）

を
告
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

《
明
証
性
の
一
般
的
規

、

則
》
は
、
明
晰
判
明
な
観
念
が
実
在
す
る
事
物
か
ら
「
出
来
す
る
」

こ
と
を
保
証
し
て
い
る
の
で
あ
る

『
省
察
』
か
ら
で
は
な
い
が
、

。

こ
の
解
釈
を
傍
証
し
て
く
れ
る
と
思
わ
れ
る
文
章
を
紹
介
し
よ
う
。

『
哲
学
原
理
』
第
一
部
第
五
二
項

或
る
属
性
が
現
存
し
て
い
る<

>

と
知
得
す
る
こ
と
か
ら
、
わ

adesse

れ
わ
れ
は
、
そ
の
属
性
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
、
或
る
存

在
す
る
事
物<

>

、
す
な
わ
ち
実
体
も
ま
た
、
必
然
的
に

res
existens

現
存
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
、
と
結
論
す
る
の
で
あ
る

（

。

A
.T
.V
III-1,

25.08-11

）

「
或
る
属
性
が
現
存
し
て
い
る
と
知
得
す
る
」
と
は

《
或
る
属

、

性
を
明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
す
る
》
こ
と
だ
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
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き
る
な
ら
ば
、
こ
の
箇
所
は

《
明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
さ
れ
る
も

、

（
一
五
）

の
》
は
、
そ
れ
が
そ
こ
か
ら
「
出
来
す
る
」
と
こ
ろ
の
《
実
在
的
事

物
》
が
存
在
す
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
、
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
ま
さ
に

《
明
証
性
の
一
般
的
規
則
》
に
関
し
て
い
ま
述

、

べ
た
ば
か
り
の
解
釈
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。

し
か
し
そ
う
だ
と
し
て
も

《
明
証
性
の
一
般
的
規
則
》
を
、
或

、

る
特
性
な
い
し
属
性
を
明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
す
る
な
ら
ば

《
現

、

実
に
そ
の
と
お
り
の
特
性
を
も
つ
》
実
在
的
事
物
が
存
在
す
る
、
と

解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
六
四
二
年
三
月
メ
ル
セ
ン

ヌ
宛
書
簡
に
関
し
て
既
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
デ
カ
ル
ト
自

。

、

身
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る

し
か
し

《
明
証
性
の
一
般
的
規
則
》
が

《
或
る
特
性
を
明
晰
か
つ
判
明
に

、

知
得
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
特
性
が
何
ら
か
の
仕
方
で
帰
せ
ら
れ
る
べ

き
実
在
的
事
物
が
存
在
す
る

、
と
主
張
し
て
い
る
と
い
う
の
は
ほ

》

ぼ
間
違
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
そ
の
《
何
ら
か
の
仕
方
》
と
は
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
本
稿
の
第
三
節

で
最
初
の
部
分
だ
け
を
引
用
し
た
第
二
答
弁
に
お
け
る
実
体
の
定
義

を
、
今
度
は
す
べ
て
見
て
み
よ
う
。

第
二
答
弁

わ
れ
わ
れ
の
知
得
す
る
と
こ
ろ
の
何
も
の
か
が
、
言
い
か
え
る
な

ら
ば
、
そ
の
実
在
的
観
念
が
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
在
る
と
こ
ろ
の

或
る
特
性
が
、
言
う
な
ら
性
質
が
、
言
う
な
ら
属
性
が
、
基
体

<
>

に
お
い
て
在
る
が
ご
と
く
に
、
直
接
に
そ
れ
の
う
ち

subjectum

に
内
在
す
る<

>

と
こ
ろ
の
事
物
、
言
う
な
ら
そ
れ
に
よ
っ
て

inesse

存
在
す
る<

>

と
こ
ろ
の
事
物
、
か
か
る
事
物
の
す
べ
て
が

existere

実
体
と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
は
、
厳
密
な
意
味
に
解
さ
れ

た
実
体
そ
の
も
の
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
は

［
実
体
と
は
］
わ
れ
わ

、

れ
の
知
得
す
る
何
も
の
か
が
、
言
う
な
ら
わ
れ
わ
れ
の
有
す
る
観

念
の
い
ず
れ
か
の
う
ち
に
表
現
的
に
在
る<

>

も
の

esse
objective

が
、
形
相
的
に<

>

あ
る
い
は
優
勝
的
に<

>

そ
の

form
aliter

em
inenter

な
か
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
事
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
の
ほ
か

に
は
、
観
念
を
も
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、

な
ん
ら
の
実
在
的
な
属
性
も
無
に
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

A
.T
.V
II,

自
然
の
光
に
よ
っ
て
識
ら
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
（

。

161.14-23

）

ま
ず
「
表
現
的
に
在
る
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が

『
省
察
』
本

、
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文
に
お
い
て
は

《
表
現
的
存
在

》
と
い
う
語
と

、

esse
objectivum

、《

》

、

と
も
に

表
現
的
実
在
性

と
い
う
語
も
あ
り

realitas
objectiva

む
し
ろ
こ
ち
ら
の
方
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
語
に
つ
い
て

も

『
省
察
』
本
文
中
で
は
そ
の
定
義
は
な
さ
れ
て
い
な
い
が

《
表

、

、

現
的
実
在
性
》
に
つ
い
て
は
、
第
二
答
弁
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
定

義
さ
れ
て
い
る
。

第
二
答
弁

観
念
の
表
現
的
実
在
性
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
私
は
、
観
念
に
よ、

っ
て
表
象
さ
れ
た
事
物<

>
の
存
在
性<

>

を

res
repraesentata

entitas

そ
れ
が
観
念
の
う
ち
に
在
る<

>

と
い
う
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
意

esse

味
す
る
。
…
…
わ
れ
わ
れ
が
あ
た
か
も
観
念
の
対
象
の
う
ち
に
在

る
が
ご
と
く
に
知
得
す
る
も
の
は
何
で
あ
れ
、
観
念
そ
の
も
の
の

objective
A
.T
.V
II,

う
ち
に
表
現
的
に<

>

在
る
か
ら
で
あ
る
（

。

161.04-09

）

さ
ら
に

「
表
現
的
に
在
る
」
と
は
い
か
な
る
事
態
で
あ
る
の
か

、

を
、
太
陽
の
観
念
を
例
に
し
て
説
明
し
て
い
る
第
一
答
弁
の
箇
所
を

見
よ
う
。

第
一
答
弁

知
性
の
う
ち
に
表
現
的
に
在
る

と
い
う
こ
と
は
、
知
性
の
作
用

〈

〉

<
>

を
対
象
と
い
う
仕
方
で
限
定
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
は

operatio

な
く
て
、
知
性
の
対
象
が
通
常
あ
る
そ
の
仕
方
で
知
性
の
う
ち
に

在
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
で
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
、
太

陽
の
観
念
は
、
知
性
の
う
ち
に
存
在
す
る<

>

太
陽
そ
の
も

existere

の
で
す
が
、
実
は
天
空
に
在
る
ご
と
く
に
形
相
的
に<

>

と

form
aliter

い
う
の
で
は
な
く
て
、
表
現
的
に<

>

、
言
い
換
え
る
な
ら

objective

ば
対
象
が
通
常
知
性
の
う
ち
に
在
る
そ
の
仕
方
で
そ
う
な
の
で
す

（

。

A
.T
.V
II,

102.24-103.01

）

観
念
の
対
象
で
あ
る
事
物
は
、
観
念
の
う
ち
に
表
象
さ
れ
た
も
の

と
し
て
在
る
。
そ
れ
が
「
表
現
的
に
在
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
観
念
の
内
容
と
し
て
在
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
よ
う
な
観
念
の
内
容
と
し
て
の
在
り
方
の
存
在
論
的
身

分
を
表
す
も
の
と
し
て
《
表
現
的
実
在
性
》
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ

て
い
る
、
と
理
解
し
て
お
け
ば
、
少
な
く
と
も
本
稿
で
の
議
論
に
は

足
り
る
と
思
わ
れ
る
。

（
一
六
）

さ
て
そ
こ
で

「
わ
れ
わ
れ
の
有
す
る
観
念
の
い
ず
れ
か
の
う
ち

、
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に
表
現
的
に
在
る
も
の
が
、
形
相
的
に
あ
る
い
は
優
勝
的
に
そ
の
な

か
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
事
物
で
あ
る
」
と
い
う
実
体
の
定
義
を
、

第
三
省
察
第
二
七
段
落
で
語
ら
れ
て
い
る
次
の
言
葉
と
対
照
し
て
み

た
い
。第

三
省
察
第
二
七
段
落、

、

そ
し
て
最
後
に
私
は

観
念
の
表
現
的
存
在<

>

が

esse
objectivum

esse

本
来
的
に
言
え
ば
無
で
あ
る
と
こ
ろ
の
単
な
る
可
能
的
存
在<

potentiale
esse

>

に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
現
実
的
存
在<

>

、
言
う
な
ら
形
相
的
存
在<

>

、
に
よ
っ
て
の

actuale
esse

form
ale

み
産
出
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
を
知
得
す
る

（

。

A
.T
.V
II,

47.20-23

）

こ
の
対
照
に
よ
っ
て
、
実
体
の
定
義
を
述
べ
た
箇
所
を
、
本
稿
の

論
点
に
即
し
て
次
の
よ
う
に
読
む
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
す
な
わ
ち

《
観
念
の
う
ち
に
表
現
的
に
在
る
も
の
が
、
形

、

相
的
に
あ
る
い
は
優
勝
的
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
事
物
が
現
実
に
存

在
す
る

、
と
。

》

そ
し
て
、
先
に
第
三
節
で
こ
の
実
体
の
定
義
の
最
初
の
部
分
を
引

、

、

用
し
た
と
き
に

後
で
検
討
す
る
と
言
っ
て
お
い
た
こ
と
で
あ
る
が

こ
こ
で
の
観
念
が
「
実
在
的
観
念
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
そ
の
う
ち
に
何
ら
か

の
特
性
が
表
現
的
に
在
る
観
念
こ
そ
が
、
言
い
換
え
れ
ば
、
表
現
的

実
在
性
を
有
す
る
観
念
こ
そ
が
、
実
在
的
観
念
な
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
第
三
省
察
第
二
〇
段
落
で

「
も
し
も
そ
れ
ら
観
念
が
偽
で
あ

、

る<
>

場
合
、
言
い
換
え
れ
ば
、
い
か
な
る
事
物
を
も
表
象
し
て

falsae

い
な
い<

>

場
合
」(

)

と

nullas
res

repraesentare
A
.T
.V
II,

44.10-11

語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
実
在
的
観
念
と
は
、
質
料
的

な
虚
偽
の
存
し
な
い
観
念
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
既
に
検

討
し
て
き
た
よ
う
に
、
質
料
的
な
虚
偽
の
存
し
な
い
観
念
の
内
容
こ

そ
が

《
明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
さ
れ
る
も
の
》
で
あ
っ
た
。

、
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち

《
明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
さ
れ
る
も
の
が
、
形

、

相
的
に
あ
る
い
は
優
勝
的
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
事
物
が
現
実
に
存

在
す
る

、
と
。

》
（
一
七
）

そ
こ
で
次
に

形
相
的
に
そ
の
な
か
に
存
在
す
る

お
よ
び

優

、《

》

《

勝
的
に
そ
の
な
か
に
存
在
す
る
》
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
、

見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も

『
省
察
』
本
文
中

、
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で
デ
カ
ル
ト
は
詳
し
い
説
明
を
与
え
て
い
な
い
が
、
第
二
答
弁
に
次

の
よ
う
な
定
義
が
あ
る
。

第
二
答
弁

同
じ
一
つ
の
も
の
が
、
観
念
の
対
象
の
う
ち
に
、
そ
れ
を
わ
れ
わ

〈

〉

れ
が
知
得
す
る
と
お
り
の
も
の
と
し
て
在
る
と
き
は
、

形
相
的
に

観
念
の
対
象
の
う
ち
に
在
る
と
言
わ
れ
、
そ
し
て
、
そ
の
と
お
り

の
も
の
と
し
て
で
こ
そ
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
よ
う
な
役
割
を
代

〈

〉

行
し
う
る
ほ
ど
大
き
な
も
の<

>
で
あ
る
と
き
は
、

優
勝
的
に

tanta

在
る
、
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
（

。

A
.T
.V
II,

161.10-13

）

こ
の
箇
所
で
の
「
観
念
の
対
象
」
と
は
も
ち
ろ
ん
、
観
念
の
う
ち

に
表
現
さ
れ
た
も
の
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
知
得
作
用
が
そ
こ
へ

と
向
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
事
物
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で

《
明
晰

、

か
つ
判
明
に
知
得
さ
れ
る
も
の
が
、
形
相
的
に
あ
る
い
は
優
勝
的
に

存
在
す
る
と
こ
ろ
の
事
物
が
現
実
に
存
在
す
る
》
と
い
う
命
題
を
、

こ
の
定
義
に
即
し
て
言
い
換
え
て
み
よ
う
。

ま
ず
《
明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
さ
れ
る
も
の
が
、
形
相
的
に
存
在

す
る
と
こ
ろ
の
事
物
が
現
実
に
存
在
す
る
》
と
い
う
の
は

《
明
晰

、

か
つ
判
明
に
知
得
さ
れ
る
も
の
を
、
知
得
さ
れ
る
と
お
り
に
そ
の
う

ち
に
有
す
る
事
物
が
現
実
に
存
在
す
る
》
と
い
う
命
題
に
な
る
だ
ろ

う
。
ま
た

《
明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
さ
れ
る
も
の
が
、
優
勝
的
に

、

存
在
す
る
と
こ
ろ
の
事
物
が
現
実
に
存
在
す
る

と
い
う
の
は

明

》

、《

晰
か
つ
判
明
に
知
得
さ
れ
る
も
の
を
、
知
得
さ
れ
る
と
お
り
に
有
し

て
は
い
な
い
が
、
そ
の
よ
う
に
知
得
さ
せ
う
る
ほ
ど
大
き
な
も
の
を

そ
の
う
ち
に
有
す
る
事
物
が
現
実
に
存
在
す
る
》
と
い
う
命
題
に
な

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
さ
れ
る
も
の
が
第
一
義
的
に
は

特
性
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
命
題
の

こ
と
だ
と
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

《
或
る
特
性
Ｐ
が
明
晰
か
つ
判
明

。

に
知
得
さ
れ
る
な
ら
ば
、
Ｐ
な
る
事
物
が
現
実
に
存
在
す
る
、
あ
る

い
は
、
Ｐ
を
知
得
さ
せ
る
ほ
ど
大
き
な
特
性
を
有
す
る
事
物
が
現
実

に
存
在
す
る

。
こ
の
場
合
の
《
大
き
な
特
性
》
と
し
て
は
、
例
え

》

ば
神
の
完
全
性
な
ど
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
よ
う
や
く
一
つ
の
結
論
に
到
達
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

《
明
証
性
の
一
般
的
規
則
》
は
ま
ず

《
明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
さ

、

れ
る
も
の
に
は
質
料
的
な
虚
偽
は
な
い
》
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し

て
さ
ら
に

《
明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
さ
れ
る
特
性
を
そ
の
と
お
り

、
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に
有
す
る
事
物
か
、
あ
る
い
は
、
知
得
さ
れ
る
と
お
り
の
特
性
で
は

な
い
が
、
そ
の
よ
う
に
知
得
さ
せ
る
ほ
ど
大
き
な
特
性
を
有
す
る
事

物
が
、
現
実
に
存
在
す
る
》
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ

る

《
明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
さ
れ
る
も
の
》
は
、
本
来
は
特
性
で

。
あ
る
。
し
か
し
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
明
ら
か
に
そ
れ
が
命
題
を
指

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
が

『
省
察
』
に
は
数
多
く
あ
る
。
そ

、

の
命
題
と
は

《
明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
さ
れ
る
特
性
を
形
相
的
な

、

い
し
優
勝
的
に
含
む
事
物
が
現
実
に
存
在
す
る
》
と
い
う
命
題
な
の

で
あ
る
。

（
一
八
）

、

、

も
ち
ろ
ん
こ
の
命
題
は

明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
さ
れ
る
も
の
が

そ
の
と
お
り
の
も
の
と
し
て
現
実
に
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
主

張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
言
え
る
の
は
、
明
晰
か
つ
判
明
に

知
得
さ
れ
る
特
性
を
、
そ
の
観
念
の
対
象
で
あ
る
事
物
が
《
形
相
的

に
》
含
む
場
合
の
み
、
な
の
で
あ
る
。

六

お
わ
り
に

本
稿
で
到
達
し
得
た
の
は
、
こ
こ
ま
で
で
あ
る
。
し
か
し
実
は
、

《
明
証
性
の
一
般
的
規
則
》
に
つ
い
て
は
、
な
お
次
の
問
題
を
検
討

す
る
余
地
が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
明
晰
か
つ
判
明
な
知
得
は
、

《
形
相
的
に
》
か
《
優
勝
的
に
》
か
い
ず
れ
で
あ
る
の
か
、
と
い
う

、

。

区
別
ま
で
は
教
え
て
く
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か

と
い
う
問
題
で
あ
る

。

、

こ
の
問
題
を
こ
こ
で
詳
し
く
論
ず
る
余
裕
は
も
は
や
な
い

し
か
し

そ
の
区
別
を
教
え
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
デ

カ
ル
ト
の
発
言
は
、
確
か
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
第
四
節
で
引
用
し
た

一
六
四
二
年
三
月
の
メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
書
簡
の
中
に
あ
る
。
先
の
引
用

に
続
く
部
分
を
補
っ
て
、
も
う
一
度
見
て
み
よ
う
。

一
六
四
二
年
三
月
メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
書
簡

し
か
し
た
だ
次
の
よ
う
な
こ
と
は
申
し
ま
し
た
。
わ
れ
わ
れ
が
明

晰
に
認
知
す
る
も
の
は
す
べ
て
、
真
で
あ
る
、
か
く
し
て
、
そ
れ

が
存
在
し
な
い
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
わ
れ
わ
れ
が
認
知
す
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
存
在
す
る
こ
と
、
或
い
は
、
そ
の
存
在
が
可
能
で

あ
る
、
と
わ
れ
わ
れ
が
認
知
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
存
在
し
う
る

こ
と
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
申
し
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
観
念
の

表
現
的
存
在<

>

は
実
在
的
な
原
因<

>

を
も

être
objectif

cause
réelle

つ
べ
き
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
原
因
が
そ
の
観
念
を
形
相
的
に
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含
む
必
要
は
必
ず
し
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
優
勝
的
に
含
ん

で
い
れ
ば
よ
い
か
ら
な
の
で
す
（

。

A
.T
.III,

545.01-08

）

「
そ
れ
が
存
在
し
な
い
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
わ
れ
わ
れ
が
認
知

す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
存
在
す
る
」
と
い
う
発
言
を
、
こ
れ
ま
で
の

考
察
に
従
っ
て
解
釈
す
る
な
ら
ば

《
或
る
特
性
を
明
晰
か
つ
判
明

、

に
知
得
す
る
こ
と
が
、
そ
の
特
性
を
形
相
的
に
含
む
事
物
が
現
実
に

存
在
す
る
と
い
う
命
題
を
真
な
る
も
の
に
す
る

、
と
読
み
換
え
る

》

こ
と
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
確
か
に
、
明
晰
か
つ
判
明
な

、

、

知
得
は

知
得
さ
れ
る
も
の
が
或
る
特
定
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は

知
得
さ
れ
る
と
お
り
の
事
物
の
現
実
存
在
を
告
げ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
例
え
ば
、
私
が
《
思
惟
し
て
い
る
こ
と

、
神
が
《
完
全
で
あ

》

る
こ
と

、
こ
れ
ら
が
明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
さ
れ
る
場
合
な
ど
で

》

あ
る
。
し
か
し
、
物
質
的
事
物
の
数
学
的
特
性
の
場
合
は
そ
う
で
は

な
い
。第

六
省
察
第
一
段
落

私
は
少
な
く
と
も
、
物
質
的
事
物
が
、
純
粋
数
学
の
対
象
で
あ
る

と
い
う
限
り
で
、
存
在
し
う
る
、
と
い
う
こ
と
だ
け
は
知
っ
て
い

る
。
な
ぜ
な
ら
、
私
は
そ
れ
ら
を
明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
す
る
か

ら
で
あ
る
（

。

A
.T
.V
II,

71.14-16

）

物
質
的
事
物
の
数
学
的
特
性
に
つ
い
て
言
え
る
の
は
こ
こ
ま
で
で

あ
る
。
物
質
的
事
物
を
純
粋
数
学
の
対
象
と
見
な
し
て
、
そ
の
特
性

を
い
か
に
明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
す
る
と
し
て
も
、
知
得
さ
れ
る
数

学
的
特
性
を
そ
の
ま
ま
具
現
し
た
物
質
的
事
物
が
現
実
に
存
在
す
る

と
は
限
ら
な
い
。
数
学
的
特
性
の
知
得
の
場
合
に
は

《
明
証
性
の

、

一
般
的
規
則
》
は
そ
こ
ま
で
保
証
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も

そ
も
こ
の
規
則
は
、
何
を
知
得
す
る
か
に
よ
っ
て
場
合
分
け
な
ど
し

て
い
な
い
。
明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
さ
れ
る
も
の
は
《
す
べ
て
》
真

で
あ
る
、
と
《
一
般
的
に
》
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
で
も
、
こ
の
規
則
に
よ
っ
て
、
明
晰
か
つ
判
明
に
知

得
さ
れ
る
も
の
が
、
必
ず
や
現
実
に
存
在
す
る
事
物
を
い
わ
ば
基
盤

と
し
て
い
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
る
。
観
念
か
ら
存
在
に
至
ろ
う
と
試

み
る
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
、
こ
の
こ
と
の
も
つ
意
味
は
重
要
で
あ
ろ

う

《
明
証
性
の
一
般
的
規
則
》
は
ま
さ
に
、
デ
カ
ル
ト
独
特
の
真

。
理
概
念
を
介
し
て
、
観
念
か
ら
存
在
へ
の
移
行
が
可
能
で
あ
る
こ
と

を
保
証
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

（

）
了
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註

,
publiées

par

デ
カ
ル
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、Œ

uvres
de

D
escartes

C
harles

A
dam

&
P
aul

T
annery,

nouvelle
présentation,

11
vols.,

V
rin,

。

、

、

1973-78.

に
基
づ
い
て
い
る

引
用
に
当
た
っ
て
は

該
当
す
る
巻
・
頁
・
行
を

例
え
ば
（

）
の
よ
う
に
表
記
し
た
。
上
記
全
集
版
の
第
七
巻

A
.T
.V
II,

25.03-04

二
五
頁
三
行
目
か
ら
四
行
目
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
な
お

『
省
察
』
に
お
け

、

る
段
落
の
数
え
方
も
こ
の
全
集
版
に
準
拠
し
て
い
る
。

『
省
察
』
の
翻
訳
は
次
の
も
の
を
参
照
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
語
訳
と
し
て
は
、

T
he

上
記
全
集
版
第
九
巻
第
一
分
冊
。

と
略
記
す
る
。
英
語
訳
は
、

M
M
F

,
volum

e
II,

trans.
by

J.
C
ottingham

,
R
.

P
hilosophical

W
ritings

of
D

escartes

を
用
い
た
。

と
略

S
toothoff

and
D
.
M
urdoch,

C
am

bridge
U
.
P.,

1984.
C
S
M

記
す
る
。
日
本
語
訳
と
し
て
は
、
増
補
版
『
デ
カ
ル
ト
著
作
集
』
第
二
巻
・
所

雄
章
他
訳
・
白
水
社
・
一
九
九
三
年

『
著
作
集
』
と
略
記
す
る
。
な
お
、
本
稿

。

に
お
け
る
『
省
察
』
か
ら
の
引
用
の
日
本
語
訳
は
、
概
ね
こ
の
『
著
作
集
』
に

従
っ
て
い
る
が
、
主
と
し
て
用
語
の
統
一
の
観
点
か
ら
、
変
更
を
加
え
た
箇
所

も
多
い
。

（
一

『
著
作
集
』
に
倣
っ
て

《

》
に
は
《
知
得
す
る

、
そ
の
名
詞

）

、

》

percipere

形
《

》
に
は
《
知
得
》
と
い
う
訳
語
を
当
て
た

『
著
作
集
』
二
七
頁

perceptio

。

訳
注
一
〇
を
参
照
。

H
enri

G
ouhier,

,
1962,

pp.

（
二
）C

f.
La

pensée
m

étaphysique
de

D
escartes

293-319;
G
eneviève

R
odis-L

ew
is,

,
1971,

pp.
261-

L
’œ

uvre
de

D
escartes

269;
Jean-M

arie
B
eyssade,

,
1979,

L
a

philosophie
prem

ière
de

D
escartes

pp.
317-338.

な
お

《
明
証
性
の
一
般
的
規
則
》
と
循
環
を
巡
る
問
題
に
関
し
て
こ
れ
ら
の
著

、

作
が
提
出
し
て
い
る
見
解
は
、
昭
和
六
〇
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
総
合
研

究
Ａ
）
研
究
成
果
報
告
書
「
デ
カ
ル
ト
『
省
察
』
の
（
共
同
作
業
に
よ
る
）
批

判
的
註
解
と
そ
の
基
本
的
諸
テ
ー
マ
の
問
題
論
的
研
究

（
研
究
代
表
者

所
雄

」

章
）
二
〇
五
～
二
〇
九
頁
、
に
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た

《
明
証
性

、

T
hom

as
C
.

V
inci,

の
一
般
的
規
則
》
に
関
す
る
最
近
の
研
究
と
し
て
は
、

が
あ
る

同
書
は

分
析
哲
学
の
知
見
を
用
い
て

明

C
artesian

Truth,
1998.

。

、

、《

証
性
の
一
般
的
規
則
》
を
丹
念
に
分
析
し
て
い
る
。
本
稿
は
同
書
、
特
に
そ
の

第
一
章
お
よ
び
第
二
章
（

）
に
多
く
の
も
の
を
負
っ
て
い
る
。

pp.9-81

（
三

《
明
証
性
の
一
般
的
規
則
》
に
関
す
る
や
は
り
基
本
的
な
問
題
と
し
て
、

）

そ
も
そ
も
《
明
晰
か
つ
判
明
に
》
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
と
い
う
問
題

が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
詳
論
す
る
準
備
は
筆
者
に
は
ま
だ
で
き
て
い

な
い
。
し
か
し

《
明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
さ
れ
る
も
の
》
が
何
で
あ
り
、
ま
た

、

そ
れ
が
《
真
で
あ
る
》
と
は
い
か
な
る
意
味
か
、
と
い
う
問
題
に
対
す
る
本
稿

で
の
検
討
が

《
明
晰
か
つ
判
明
に
》
の
意
味
の
解
明
へ
の
通
路
を
開
く
の
で
は

、

な
い
か
、
と
い
う
見
通
し
は
も
っ
て
い
る
。

し
か
し
ま
た
本
稿
は
、
デ
カ
ル
ト
が
真
理
一
般
を
ど
の
よ
う
に
定
義
し
て
い

る
の
か
を
探
求
す
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
も
そ
も
デ
カ
ル
ト
は
、
真
理
を
一
般

的
に
定
義
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
一
六
三
九
年

一
〇
月
一
六
日
付
メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
書
簡
に
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

「
彼
は
真
理
と
は
何
か
を
吟
味
し
て
い
ま
す
が
、
私
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
超

越
的
に<

>

き
わ
め
て
明
晰
な
概
念
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
知

transcendentalem
ent

ら
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
疑
い

を
抱
い
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
際
、
秤
を
用
い
る
前
に
そ
の
秤
を
吟
味
す

る
方
法
は
い
く
ら
で
も
あ
り
ま
す
が
、
真
理
［
と
は
何
か
］
を
生
来<

>
de

nature

知
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
真
理
と
は
何
か
を
学
び
知
る
方
法
は
あ
り
ま
せ

ん
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
に
真
理
［
と
は
何
か
］
を
教
え
る
も
の
に
対
し

て
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
そ
れ
が
真
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
な
ら
ば
、

言
い
換
え
れ
ば
、
真
理
［
と
は
何
か
］
を
知
ら
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
ど
う
い
う

理
由
で
同
意
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
こ
の
用
語
を
知
ら
な

い
人
々
に

そ
の
語
の
意
味

を
説
明
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
き
ま
す
し
、
ま

〈

〉
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た
次
の
よ
う
に
彼
ら
に
言
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

真
理

と
い
う

〈

〉

語
は
、
そ
の
本
来
の
意
味
で
は
、
思
惟
と
対
象
と
の
一
致
を
示
す
も
の
で
あ
る

が
、
わ
れ
わ
れ
の
思
惟
の
及
ば
ぬ
事
物
に
こ
の
語
を
与
え
る
場
合
に
は
、
こ
の

語
は
単
に
、
そ
の
事
物
が
、
わ
れ
わ
れ
の
思
惟
で
あ
れ
神
の
思
惟
で
あ
れ
、
真

、

。

な
る
思
惟
の
対
象
と
し
て
役
立
つ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
だ
け
な
の
だ

と

し
か
し
、
真
理
の
本
性
を
知
る
助
け
と
な
る
よ
う
な
、
い
か
な
る
論
理
学
上
の

定
義
も
、
与
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
」(

)

。

は

A
.T
.II,

596.25-597.18

〈

〉

原
文
イ
タ
リ
ッ
ク

［

］
は
筆
者
に
よ
る
挿
入
。
以
下
、
本
稿
に
お
い
て
引
用

。

さ
れ
る
す
べ
て
の
文
章
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

M
M
F

（
四

『
著
作
集
』
は
こ
の
語
を
《
言
明
》
と
訳
し
て
い
る
（
三
八
頁

。

）

）

、《

》

（

）
。

と

は
と
も
に

と
訳
し
て
い
る

C
S
M

proposition
M
M
F
19

C
S
M

17

＼

（
五

《
知
得
す
る

》
で
は
な
く
《
知
解
す
る

》
と
い
う

）

percipere
intelligere

動
詞
が
使
わ
れ
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
の
用
語
法
に
お
い
て
、
両
語
が
常
に
同
義

で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
が
、
こ
の
箇
所
で
は
ほ
ぼ
同

じ
意
味
に
解
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う

『
著
作
集
』
二
六
頁
訳
注
四
を
参
照
。

。

（
六
）
こ
の
箇
所
の
《

》
を
、

は
《

、

は
《

》
と

verum
M
M
F

vérité
C
S
M

true

》

訳
し
て
い
る
（

。
ま
た
、
既
に
引
用
し
た
「
き
わ
め
て

M
M
F

28
C
S
M

25

＼

）

明
晰
か
つ
判
明
に
私
の
知
得
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
す
べ
て
真
で
あ
る

」

《

》

、

《

》《

》

<
>

と
い
う
箇
所
の

に
つ
い
て
も

そ
れ
ぞ
れ

verum
verum

vrai
true

と
訳
し
て
い
る
（

。
し
か
し
、
前
者
の
《

》
と
後

M
M
F
27

C
SM

24
verum

＼

）

《

》

、

。

者
の

と
で
は

明
ら
か
に
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
る

verum

少
な
く
と
も
日
本
語
と
し
て
は

『
著
作
集
』
の
よ
う
に
（
五
二
頁

、
前
者
を

、

）

《
正
し
い
》
と
訳
し
た
方
が
、
す
っ
き
り
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
七
）
明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
さ
れ
た
も
の
を
《
否
定
す
る
》
こ
と
が
で
き
る

、《

》

、

《

》

か
否
か
は

懐
疑

の
可
能
性

さ
ら
に
は

意
志
決
定
の
自
由

arbitrii
libertas

の
射
程
、
な
ど
を
巡
っ
て
問
題
の
多
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら

C
f.

La
liberté

chez

の
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

E
tienne

G
ilson,

D
escartes

et
la

théologie
Le

rationalism
e

,
1913,

pp.286-316;
Jean

L
aporte,

,
1950,

pp.
267-281.

de
D

escartes

（
八

『
規
則
論
』
の
規
則
六
に
お
い
て
デ
カ
ル
ト
は

「
純
粋
な
単
純
本
性

）

、

<
>

は
、
何
に
も
先
立
っ
て
か
つ
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
、
他
の

naturae
sim

plices

い
か
な
る
も
の
に
も
依
存
せ
ず
に
、
経
験
そ
の
も
の
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
わ

が
内
に
宿
る
或
る
光
明
に
よ
っ
て

直
観
さ
れ
る<

>
(

)

、

」

intueri
A
.T
.X
,
383.11-14

と
述
べ
て
い
る

《
直
観
さ
れ
る
も
の
》
を
《
明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
さ
れ
る
も

。

の
》
と
読
み
換
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば

『
規
則
論
』
に
お
い
て
も

《
明

、

、

晰
か
つ
判
明
に
知
得
さ
れ
る
も
の
》
は
ま
ず
第
一
に
、
何
ら
か
の
《
特
性
》
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
直
観
の
対
象
一
般
に
つ
い
て
、
規
則
一
三
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら

れ
て
い
る

「
わ
れ
わ
れ
が
問
題
と
い
う
の
は
、
そ
れ
に
お
い
て
真
あ
る
い
は
偽

。

の
見
出
さ
れ
る
す
べ
て
の
も
の
、
を
意
味
す
る
。
…
…
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、

単
純
な
事
物
に
せ
よ
複
合
的
な
事
物
に
せ
よ
、
そ
れ
の
単
な
る
直
観
に
は
、
虚

偽
は
存
在
し
え
な
い
。
こ
の
意
味
で
そ
れ
ら
事
物
は
問
題
と
は
呼
ば
れ
な
い
。

け
れ
ど
も
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
ら
に
つ
い
て
何
か
限
定
さ
れ
た
判
断
を
下
そ
う
と

A
.T
.X
,

考
え
る
や
否
や
、
そ
れ
ら
は
問
題
と
い
う
名
を
得
る
の
で
あ
る
」(

)

《
直
観
》
を
《
明
晰
か
つ
判
明
な
知
得
》
と
読
み
換
え
て

《
明

432.13-22

。

、

晰
か
つ
判
明
な
知
得
》
は
問
題
と
は
呼
ば
れ
ず

「
そ
れ
に
お
い
て
真
あ
る
い
は

、

偽
は
見
出
さ
れ
」
な
い
、
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
ま
た
、
規
則
三
で
は
次
の
よ
う
に
も
言
わ
れ
て
い
る

「
第
一
原
理
か

。

、

、

ら
直
接
に
推
論
さ
れ
る<

>

命
題
は

考
え
方
の
相
違
に
し
た
が
っ
て

concludere

直
観
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る<

>

と
も
、
あ
る
い
は
演
繹
に
よ
っ
て
認

cognoscere

、

」

。

《

》

識
さ
れ
る
と
も

言
う
こ
と
が
で
き
る

(
)

単
に

特
性

A
.T
.X
,
370.10-13

だ
け
で
な
く
《
命
題
》
も
明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
さ
れ
る
、
と
読
め
そ
う
な
箇

所
で
あ
る
。

知
得
さ
れ
る
特
性
と
命
題
と
の
関
係
を
、
直
観
さ
れ
る
単
純
本
性
と
命
題
と

の
関
係
を
手
が
か
り
に
分
析
す
る
こ
と
は

『
省
察
』
と
『
規
則
論
』
と
の
連
続

、

性
と
い
う
問
題
も
含
め
て
、
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
論
じ
る
こ
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T
hom

as
C
.
V
inci,

,
pp.

13-19.
と
は
で
き
な
い
。C

f.
op.

cit.
（
九

「
観
念
な
い
し
観
念
の
内
容
」
と
、
少
々
曖
昧
な
言
い
方
を
し
た
が
、
こ

）

れ
に
つ
い
て
は
、
デ
カ
ル
ト
が
『
省
察
』
の
「
読
者
へ
の
序
言
」
の
中
で
、
観

念
の
両
義
性
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る

「
観
念
と
い
う
語
は
、
あ

。

る
い
は
質
料
的
に<

>

、
知
性
の
作
用<

>

と
し
て
解
さ
れ
る
こ

m
aterialiter

operatio

と
も
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
私
よ
り
も
完
全
で
あ
る
と

言
わ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
あ
る
い
は
表
現
的
に<

>

、
そ
う
し
た

objective

A
.T
.V
II,

作
用
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
た
事
物
と
解
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
る
」(

)

本
稿
で
は

観
念

と
い
う
語
を
後
者
の
意
味
で

す
な
わ
ち

知

8.20-23

。

、《

》

、

「

性
の
作
用
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
た
事
物
」
と
い
う
意
味
で

《
観
念
の
内
容
》
と

、

ほ
ぼ
同
義
の
語
と
し
て
用
い
る
。

res
verae

M
M
F

quelque
chose

de
réel

et
de

（
一
〇
）
こ
の
《

》

を
、

は
《

véritable
C
S
M

things
that

are
real

M
M
F

》
と
訳
し
、

は
《

》
と
訳
し
て
い
る
（

。

15
C
S
M

13

＼

）vera
M
M
F

vraies
et
existantes

C
SM

（

）

《

》

、

《

》

、

一
一

こ
の

を

は

と
訳
し

は
《

》
と
訳
し
て
い
る
（

。

real
M
M
F
15

C
SM

14

＼

）

（
一
二
）
論
理
的
な
対
偶
を
提
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
の
推
理
は

あ
く
ま
で
、
筆
者
に
と
っ
て
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
一
つ
の
解
釈
に
す
ぎ
な
い
。

（
一
三

「
そ
れ
ら
に
つ
い
て
私
の
も
つ
観
念
が
、
或
る
事
物
の
観
念
で
あ
る
の

）

an
ideae,

quas
de

illis

か
、
そ
れ
と
も
事
物
で
な
い
も
の
の
観
念
で
あ
る
の
か<

habeo,
sint

rerum
quarundam

ideae,
an

non
rerum

M
M
F

>

と
い
う
箇
所
を

」

、

と

は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
（

。

C
S
M

M
M
F

34
C
S
M

30

＼

）

M
M
F

si
les

idées
que

je
conçois

de
ces

qualités,
sont

en
effet

les
idées


de

quelques
choses

réelles,
ou

bien
si

elles
ne

m
e
représentent

que
des

（
そ
れ
ら
の
性
質
に
つ
い
て
私
が
把

êtres
chim

ériques,
qui

ne
peuvent

exister

握
す
る
観
念
が
、
実
際
に
何
ら
か
の
実
在
的
事
物
の
観
念
で
あ
る
の
か
、
そ
れ

と
も
そ
の
観
念
は
存
在
し
え
な
い
仮
想
的
な
存
在
を
表
象
し
て
い
る
だ
け
な
の

C
S
M

w
hether

the
ideas

I
have

of
them

are
ideas

of
real

things
or

か
）
。


（
そ
れ
ら
に
つ
い
て
私
の
も
つ
観
念
が
、
実
在
的
事
物
の
観
念
で

of
non-things

あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
事
物
で
は
な
い
も
の
の
観
念
で
あ
る
の
か

。）

（
一
四
）
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
事
物
が

「
私
の
外
に
」
存
在
す
る
と
は
限
ら

、

な
い
だ
ろ
う
。

（
一
五

《

》
と
い
う
語
は

『
哲
学
原
理
』
で
は
こ
の
箇
所
以
外
で
は
用

）

、

adesse

い
ら
れ
て
い
な
い

『
省
察
』
に
お
い
て
も
、
本
文
と
答
弁
を
合
わ
せ
て
も
用
い

。

ら
れ
て
い
る
箇
所
は
少
な
い
。
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
箇
所
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す

れ
ば
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

（

）

第
二
省
察
第
一
一
段
落

A
.T
.V
II,

30.
13-15

或
る
物
体
が
で
き
る
か
ぎ
り
判
明
に
認
識
さ
れ
う
る
と
い
う
た
め
に
要
求
さ
れ

る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
す
べ
て
が
つ
ま
り
は
、
そ
こ
に
現
存
し
て
い
る

<
>

の
で
あ
る
。

adsunt

（

）

第
二
省
察
第
一
三
段
落

A
.T
.V
II,

32.
02-04

わ
れ
わ
れ
は
た
と
え
ば
、
蜜
蝋
が
そ
こ
に
あ
る<

>

と
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ

adsit

れ
は
蜜
蝋
そ
れ
自
体
を
見
る
と
言
う
、
が
、
色
あ
る
い
は
形
よ
り
推
し
て
蜜
蝋

が
そ
こ
に
あ
る<

>

と
わ
れ
わ
れ
は
判
断
す
る
、
と
言
い
は
し
な
い
の
で
あ

adesse

る
。

（

）

第
二
答
弁

A
.T
.V
II,

135.
04-05

こ
の
上
も
な
い
存
在
者
が
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
か
ぎ
り
は
、
そ
の
観
念
が

私
に
現
存
し
て
い
る<

>

こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

adesse

（

）

第
四
答
弁

A
.T
.V
II,

252.
03-06

誰
も
ま
た
、
パ
ン
の
キ
リ
ス
ト
の
身
体
へ
の
変
化
を
信
じ
て
い
な
が
ら
、
同
時

に
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
の
身
体
は
、
パ
ン
が
現
存
す
る<

>

と
し
た
な
ら
ば
そ

adesset
の
も
と
に
含
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
そ
の
正
確
に
同
じ
表
面
の
も
と
に
含
ま
れ

て
い
る
、
と
考
え
な
い
よ
う
な
者
も
い
な
い
の
で
す
。

な
お
、
本
稿
本
文
で
も
引
用
し
て
い
る
が
、
次
の
箇
所
も
参
照
し
て
お
き
た

い

《

》
と
い
う
語
が
《

》
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い

。

obversari
adesse

る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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（

）

第
三
省
察
第
三
段
落

A
.T
.V
II,

35.
20-22

、

。

、

そ
れ
ら
の
も
の
に
つ
い
て

私
は
何
を
明
晰
に
知
得
し
て
い
た
の
か

思
う
に

そ
の
よ
う
な
事
物
の
観
念
そ
の
も
の
、
言
う
な
ら
思
惟
、
が
私
の
精
神
に
顕
在

し
て
い
る<

>

と
い
う
こ
と
を
、
で
あ
っ
た
。

obversari

（

）

第
三
反
論
―
反
論
一
〇

A
.T
.V
II,

188.
03-04

［

］

。

本
有
的
で
あ
る
も
の
は

わ
れ
わ
れ
の
思
惟
に

常
に
現
存
し
て
い
る<

>
adest

（

）

第
三
答
弁
―
答
弁
一
〇

A
.T
.V
II,

189.
01-03

わ
れ
わ
れ
が
或
る
観
念
は
わ
れ
わ
れ
に
本
有
的
で
あ
る
と
言
う
そ
の
場
合
、
わ

れ
わ
れ
は
そ
の
観
念
が
わ
れ
わ
れ
に
常
に
顕
在
し
て
い
る<

>

と
は
知
解

obversari

し
て
は
お
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
の
用
例
の
う
ち
で
、
本
稿
で
引
用
し
た
『
哲
学
原
理
』
の
《

》

adesse

に
対
す
る
筆
者
の
解
釈
を
支
持
す
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
第
一
お
よ
び
第
二
の

用
例
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
第
二
省
察
後
半
の
い
わ
ゆ
る
《
蜜
蝋
の
比
喩
》
で

語
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る

「
或
る
物
体
が
で
き
る
か
ぎ
り
判
明
に
認
識
さ
れ

。

う
る
と
い
う
た
め
に
要
求
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
す
べ
て
」
と
は
、
感

覚
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
蜜
蝋
の
様
々
な
特
性
の
こ
と
で
あ
る
。
要

す
る
に
こ
れ
ら
二
つ
の
用
例
に
お
い
て
デ
カ
ル
ト
は
、
一
つ
の
蜜
蝋
の
諸
特
性

を
五
感
に
よ
っ
て
現
に
判
明
に
認
識
し
う
る
な
ら
ば
、
そ
の
蜜
蝋
が
現
に
存
在

す
る
と
判
断
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
自
問
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
第
二
省
察
の
こ
の
段
階
で
そ
れ
が
確
証
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ

の
文
脈
で
は
む
し
ろ
、
感
覚
に
対
す
る
不
信
が
前
面
に
出
て
い
る
。
し
か
し
そ

、

、

《

》

れ
に
し
て
も

こ
れ
ら
の
用
例
は

知
得
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
特
性
が

adesse

し
て
い
る
こ
と
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
具
体
的
事
物
が
《

》
す
る
こ
と
と

adesse

が

「
判
明
に
認
識
さ
れ
う
る
」
と
い
う
事
態
を
介
し
て
、
密
接
に
関
連
し
て
い

、

。

、

『

』

、

る
こ
と
を
窺
わ
せ
る

そ
し
て

本
稿
で
引
用
し
た

哲
学
原
理

の
箇
所
も

こ
の
方
向
で
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り

「
或
る
属

、

性
が
現
存
し
て
い
る
と
知
得
す
る
こ
と
か
ら
」
と
い
う
の
は

《
或
る
属
性
が
何

、

ら
か
の
実
在
す
る
事
物
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
知
得
さ
れ
る
な
ら
ば
》
と
い

。

、

《

》

う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

こ
れ
は

本
稿
で
後
述
す
る

表
現
的
実
在
性

と
い
う
語
を
用
い
る
な
ら
ば

《
或
る
属
性
が
観
念
に
お
い
て
表
現
的
実
在
性
を

、

も
つ
な
ら
ば
》
と
い
う
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
一
六
）
デ
カ
ル
ト
の
《
表
現
的
実
在
性
》
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
解
釈

も
含
め
て
、
様
々
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
詳
細
に
論
じ
る
余
裕

は
な
い
。
な
お
、
山
田
弘
明
『
デ
カ
ル
ト
『
省
察
』
の
研
究

（
創
文
社
・
一
九

』

九
四
年
）
の
第
七
章
二
二
一
～
二
三
〇
頁
に
は

《
表
現
的
実
在
性
》
を
巡
る
議

、

論
が
、
そ
の
歴
史
的
背
景
も
含
め
て
、
手
際
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
一
七
）
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
《
現
実
に
》
は
《
物
質
的
世
界
に
》
と
い
う
意
味

で
は
な
い
。

T
hom

as
C
.
V
inci,

,
p.
75.

（
一
八
）C

f.
op.

cit.



La vérité et l’existence chez Descartes
─ ─Sur ce qui est perçu clairement et distinctement

Takashi KURATA

Dans la troisième Méditation, Descartes dit ainsi: «Il me semble déjà que je puis
poser pour règle générale qu’est vrai tout ce que je perçois fort clairement et
distinctement.» Cette règle est très connue comme la règle générale de l’évidence.
Mais qu’est-ce qu’on peut percevoir clairement et distinctement? Quelle est la
signification de ce mot «vrai» dans cette règle? Dans ce traité, je voudrais trouver
une des solutions possibles à ce problème.

D’abord, en discernant la perception d’avec le jugement, je montre que ce qui
est perçu clairement et distinctement peut prendre la forme de proposition. Et
cependant, il y a plusieurs passages dans où l’on doit le regarderles Méditations
comme une idée. D’après Descartes, si l’on perçoit une idée clairement et
distinctement, elle est vraie. Il faut donc examiner la vérité de l’idée, et puis, les
rapports entre l’idée vraie et la proposition perçue clairement et distinctement.

En éclaircissant ces deux questions, il y a une notion très importante,
c’est-à-dire, celle de «la fausseté matérielle» des idées. Si une idée ne représente pas
une quelconque propriété d’une chose réelle, on la dit matériellement fausse. Alors
je pense qu’au contraire, si une idée représente quelque propriété d’une chose réelle,
on peut la dire (matériellement) vraie. J’interprète en ce sens la vérité de l’idée. Et
ensuite, la vraie idée offre la proposition qu’il y a actuellement une chose réelle et
existante qui comprend «d’une manière ou d’une autre» ce qu’elle représente. Voilà
les rapports entre l’idée vraie et la proposition perçue clairement et distinctement.

Mais, de quelle manière y est compris ce que représente l’idée vraie? C’est ou
bien «formellement» ou bien «éminemment». Dans le cas où c’est «formellement»
compris, si l’on perçoit la propriété clairement et distinctement, il existe une choseP
réelle qui est actuellement , mais dans le cas où c’est «éminemment», il n’existeP
qu’une chose réelle qui a une propriété si grande qu’elle nous fait percevoir la
propriété .P

Dans les deux cas, la vraie idée nous garantit l’existence de la chose réelle dont
elle nous représente quelque propriété. Je pense que c’est ce que veut dire la règle
générale de l’évidence.
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