
デ

カ

ル

ト

と

自

覚

の

問

題

―

―

コ
ギ
ト
の
弁
証
法
性

実
川

敏
夫

、
我
々
の
自
己

か
か
る
自
己
自
身
を
限
定
す
る
事
實
的
實
在
が

と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
斯
く
自
己
矛
盾
的
に
自
己
自
身

限
定
す
る
も

を
限
定
す
る
こ
と
が
、
自
覺
す
る
こ
と
で
あ
る
。

の
が
、
限
定
せ
ら
れ
る
も
の
の
内
に
あ
る
の
で
も
な
い
、
又
外
に
あ

る
の
で
も
な
い
。
か
か
る
何

ま
で
も
相
反
す
る
、
即
ち
相
矛
盾
す

處

る
兩
方
向
の
自
己
同
一
が
、
自

と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。

覺西
田
幾
多
郎

「
自

に
つ
い
て
」

－

覺

序

自
分
が
死
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
の
自
覚
が
あ
る
人
は
稀
で
あ

る
。
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
死
の
自
覚
は
た
い
て
い
口
先
だ
け
の

も
の
で
あ
る
。
我
々
が
自
分
の
死
に
つ
い
て
考
え
る
や
、
そ
の
自
分

の
死
と
い
う
の
は
実
は
既
に
他
人
の
死
な
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
そ

、

（

）

の
原
因
は
と
も
か
く
と
し
て

自
分
の
死
は
既
に
客
観
化

対
象
化

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
困
難
な
の
は
死
の
自
覚
だ
け
で

は
な
い
。
凡
そ
自
覚
な
る
も
の
は
そ
う
思
わ
れ
る
ほ
ど
容
易
な
も
の

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
自
覚
は
た
い
て
い
レ
ト
リ
ッ
ク
に
陥
る
。
客

観
論
理
が
つ
ね
に
我
々
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
の
で
あ
る
。
自
己
客

観
化
は
真
に
自
己
に
到
達
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
自
分
の
事

を
他
人
事
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
分
か
ら
離
脱
す
る
こ
と

な
の
で
あ
る
。
で
は
、
自
覚
は
如
何
に
し
て
成
り
立
つ
の
か
。

3／デカルトと自覚の問題



こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
我
々
は
や
は
り
、
哲
学
史
上
初
め
て
コ

ギ
ト
を
哲
学
の
中
心
に
据
え
た
哲
学
者
に
立
ち
戻
っ
て
考
え
る
べ
き

。

、

な
の
で
は
な
い
か

デ
カ
ル
ト
哲
学
が
画
期
的
な
も
の
で
あ
る
の
は

こ
の
哲
学
者
が
あ
ら
ゆ
る
ド
グ
マ
と
あ
ら
ゆ
る
ド
ク
サ
を
排
し
て
哲

学
を
一
か
ら
始
め
た
か
ら
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
コ
ギ
ト
を
、
普
遍

的
で
あ
る
べ
き
哲
学
の
第
一
原
理
と
し
た
。
つ
ま
り
、
コ
ギ
ト
と
い

う
自
覚
を
〈
始
ま
り
〉
と
し
た
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
真
骨

頂
、
そ
れ
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
方
法
的
懐
疑
―
コ
ギ
ト
に
存
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
は
純
化
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
弁

証
法
的
で
あ
る
。
懐
疑
は
懐
疑
を
突
き
破
る
た
め
の
方
法
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
哲
学
者
は
懐
疑
そ
れ
自
身
に
懐
疑
を
越
え
る
道
を
見

出
し
た
の
で
あ
る
。
疑
い
得
な
い
こ
と
を
見
出
す
た
め
に
は
、
信
じ

て
い
る
こ
と
を
悉
く
疑
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
ま
さ
に

そ
の
よ
う
な
徹
底
的
な
懐
疑
に
よ
っ
て
、
私
は
つ
い
に
一
つ
の
確
信

、

、

。

へ
と

即
ち
私
は
疑
い
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
の
確
信
へ
と

到
る

懐
疑
に
よ
る
確
信
、
懐
疑
と
確
信
と
の
同
一
性
、
こ
う
し
た
弁
証
法

が
方
法
的
懐
疑
―
コ
ギ
ト
の
本
質
で
あ
る
。

信
を
得
る
た
め
に
は
疑
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
己
に
達
す
る
た

め
に
は
、
己
（
の
信
）
か
ら
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
離
れ
る
こ

と
と
達
す
る
こ
と
と
の
同
一
性
、
言
い
換
え
れ
ば

（
己
か
ら
離
れ

、

る
こ
と
に
よ
っ
て
己
を
）
限
定
す
る
こ
と
と
、
限
定
さ
れ
る
（
こ
と

）

、

。

に
よ
っ
て
己
に
達
す
る

こ
と
と
の
同
一
性

そ
れ
が
自
覚
で
あ
る

自
覚
と
い
う
自
己
と
自
己
と
の
一
致
と
は
、
矛
盾
し
合
う
も
の
の
同

adaequatio

一
性
で
あ
る

つ
ま
り

自
覚
を
阻
害
す
る
客
観
論
理

。

、

－

を
打
ち
砕
く
の
は
、
ア
ン
チ
客
観
で
も
メ
タ
客

rei
et

intellectus
－

観
で
も
な
く
て
、
或
る
種
の
弁
証
法
な
の
で
あ
る
。

我
々
は
こ
う
し
た
自
覚
の
弁
証
法
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
改
め
て

デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
に
関
す
る
議
論
を
読
み
直
す
こ
と
を
、
そ
し
て

更
に
、
神
の
観
念
に
関
す
る
議
論
お
よ
び
永
遠
真
理
の
創
造
に
関
す

る
議
論
を
コ
ギ
ト
論
と
し
て
読
み
深
め
る
こ
と
を
、
試
み
た
い
と
思

う
。
こ
れ
は
恣
意
的
解
釈
の
試
み
で
は
な
い
。
そ
れ
は
言
葉
の
本
来

の
意
味
で
の
換
骨
奪
胎
の
試
み
で
あ
る
。
即
ち
、
我
々
は
デ
カ
ル
ト

、

。

か
ら
そ
の
真
価

そ
の
真
実
を
抉
り
出
す
こ
と
を
試
み
る
の
で
あ
る

一

内
在
と
超
越

『
省
察

「
第
二
答
弁
」
に
付
さ
れ
た
「
神
の
存
在
、
お
よ
び
霊

』

デカルトと自覚の問題／4
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魂
の
身
体
か
ら
の
区
別
を
証
明
す
る
、
幾
何
学
的
様
式
で
配
列
さ
れ

た
諸
根
拠
」
に
お
い
て
、
デ
カ
ル
ト
は
「
思
考
（
コ
ギ
タ
チ
オ

」
）

と
い
う
も
の
を
直
接
的
意
識
の
随
伴
に
よ
っ
て

言
い
換
え
れ

－

ば
、
意
識
と
の
一
体
性
に
よ
っ
て

定
義
し
、
そ
し
て
こ
う
続
け

－

（
一
）

る

「
従
っ
て
、
意
志
、
知
性
、
想
像
、
そ
し
て
感
覚
の
働
き
は
す

。
べ
て
思
考
で
あ
る

、
と
。
感
覚
も
思
考
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

」

『
哲
学
原
理
』
Ⅰ
・
９
に
お
い
て
も
「
思
考
と
は
何
か
」
に
つ
い

て
の
規
定
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
は

「
認
識
す
る
こ
と
、
意
志

、

す
る
こ
と
、
想
像
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
て
、
感
覚
す
る
こ
と
も

ま
た

、
こ
こ
で
は
思
考
す
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
」
と
い
う

(etiam
)

（
二
）

、

。

よ
う
に

感
覚
が
思
考
に
含
ま
れ
る
こ
と
が
殊
更
強
調
さ
れ
て
い
る

で
は
、
ど
の
よ
う
な
感
覚
が
思
考
で
あ
る
と
言
え
る
の
か
。
今
度
は

「
第
二
省
察
」
に
目
を
転
じ
て
み
よ
う

「
今
私
は
光
を
見
、
騒
音

。

を
聞
き
、
熱
を
感
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
虚
偽
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
、
私
は
眠
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
確
か
に
私
に
は
、

見
て
い
る
と
思
わ
れ
、
聞
い
て
い
る
と
思
わ
れ
、
熱
を
感
じ
て
い
る

と
思
わ
れ
る

。
こ
の
こ
と

(A
t
certe

videre
videor,

audire,
calescere)

は
虚
偽
で
は
あ
り
得
な
い

。
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
後
、
デ
カ
ル
ト

」

は
こ
う
続
け
る

「
こ
の
こ
と
が
本
来
、
私
の
内
に
お
け
る
感
覚
す

。

る
と
称
せ
ら
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
り
、
実
際
、
こ
の
よ
う
に
厳
密
な

意
味
に
解
す
る
な
ら
ば
、
感
覚
す
る
こ
と
は
思
考
す
る
こ
と
に
他
な

ら
な
い
の
で
あ
る

、
と

「
見
て
い
る
と
思
わ
れ
る
」
と
い
う
意
味

」

。

（
三
）

「

」

、

で
の
感
覚

即
ち

思
わ
れ
る

と
一
体
と
な
っ
た
感
覚

は

－
－

思
考
に
他
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

«
A
t
certe

こ
の
個
所
に
関
す
る
ア
ル
キ
エ
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。

videre
videor

»
«
toutefois

à
tout

le
…

は
、
フ
ラ
ン
ス
語
訳
で
は

と
な
っ
て
い

m
oins

il
est

très
certain

qu’il
m
e
sem

ble
que

je
vois

...
»

る
の
で
あ
る
が
、
ア
ル
キ
エ
は
こ
う
註
釈
す
る

「
確
実
な
の
は
、

。

(il

見
て
い
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
自
分
は
見
て
い
る
と
思
考
す
る

こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
デ
カ
ル
ト
は
言
お
う

pense
qu’il

voit)

と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
デ
カ
ル
ト
が
主
張
し
て
い
る
の
は
、
見

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
反
省
的
意
識
で
は
な
く
て
、
見
て」

、

い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
彼
が
持
つ
直
接
的
印
象
な
の
で
あ
る（

四
）

と
。
同
じ
「
第
二
省
察
」
の
中
で
デ
カ
ル
ト
は

「
私
は
見
て
い
る

、

(cogito
(video)

」

「

と
い
う
こ
と
と

私
は
見
て
い
る
と
私
は
思
考
す
る

」
と
い
う
こ
と
と
を
「
私
は
今
や
区
別
し
な
い
」
と
述
べ

m
e

videre)

（
五
）

て
い
る
が
、
こ
の

も
、
見
て
い
る
こ
と
を
対
象
と

cogito
m
e
videre

す
る
思
考
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
語
訳
で
は

と
な
っ

je
pense

voir
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て
い
る
が
、
そ
れ
は

『
哲
学
原
理
』
Ⅰ
・
９
に
お
け
る
言
い
方
で

、

言
え
ば

「
精
神
に
関
わ
る

「
見
て
い
る
こ
と
の
感
覚
あ
る
い
は
意

、

」

識

」
な
の
で
あ
る
。

(sensus
sive

conscientia
videndi)

（
六
）

さ
て
、
我
々
は
ア
ル
キ
エ
の
註
釈
の
延
長
上
に
、
ア
ン
リ
ー
の
解

釈
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る

『
精
神
分
析
の
系
譜
』
第
一
章
「
見

。

て
い
る
と
思
わ
れ
る

」
に
お
い
て
、
ア
ン
リ
ー
は
ア

(videre
videor)

（
七
）

«
il
m
e
sem

ble
que

je
vois

»
«
je
pense

que
je

ル
キ
エ
に
倣
っ
て
、

は

vois
»

videor
videre

cogitatum

で
は
な
い
こ
と
を
、
即
ち

は

が
そ
の

で
あ
る

で
は
な
い
こ
と
を
、
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、

cogito

ア
ン
リ
ー
に
お
い
て
は
特
に
、

と

と
の
差
異
が
強
調
さ

videor
videre

れ
る
。
即
ち
、

は

と
等
質
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
、

videor
videre

に
住
む

は

の
脱
自

に

videre
sem

blance
=
videor

videre
(ek-stasis)

［

］

は
還
元
さ
れ
得
な
い
こ
と
が
、
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

（
八
）

に
、
一
方
の

は
脱
自
的
な
も
の
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
他

videre

方
の

は
脱
自
に
は
還
元
さ
れ
得
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

videor

こ
の
点
が
重
要
な
の
で
あ
る
が
、

は
脱
自
的
で
は
な
い
と
い

videor

う
こ
と
は
、

は

と
別
個
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

videor
videre

。

。「

、

で
あ
る

は

の
自
己
顕
現
な
の
で
あ
る

は

videor
videre

videor

そ
れ
に
よ
っ
て

が
自
ら
を
我
々
に
原
初
的
に
顕
現

vision
=
videre

［

］

さ
せ

与
え
る
と
こ
ろ
の
、
現
れ
自
ら
を
与
え
る
原
初

(se
m
anifeste)

的
な
能
力
を
指
し
示
す

。」
（
九
）

と
こ
ろ
で
ア
ン
リ
ー
は
、
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
の
「
最
も
究
極
的

な
定
式
」
は
こ
の
よ
う
な

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
と
す

videre
videor

（
一
〇
）

、

『

』

、

る
と

主
著
の

顕
現
の
本
質

以
来
の
用
語
法
を
用
い
て
言
う
と

ア
ン
リ
ー
に
と
っ
て
、
コ
ギ
ト
は
超
越
に
対
立
す
る
内
在
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る

『
哲
学
原
理
』
Ⅰ
・
９
に
お
い
て

「
精
神
」
は

。

、

「
自
分
が
見
て
い
る
も
し
く
は
歩
い
て
い
る
こ
と
を
、
感
覚
あ
る
い

は
思
考
す
る

」
と
言
わ
れ

(sentit
sive

cogitat
se

videre
aut

am
bulare)

る
の
と
同
様
に
、
プ
レ
ン
ピ
ウ
ス
宛
書
簡
に
お
い
て
も

「
自
分
が

、

」

見
て
い
る
こ
と
を
我
々
が
感
覚
す
る
時

(dum
sentim

us
nos

videre) （
一
一
）

と
言
わ
れ
る
が
、
ア
ン
リ
ー
は
こ
う
し
た
自
己
感
覚
、
自
己
顕
現
と

し
て
の
「
感
覚
す
る
こ
と

」
に
着
目
し
た
上
で
、
こ
の
自

(le
sentir)

己
感
覚
と
し
て
の
感
覚
す
る
こ
と
は
、
脱
自
を
そ
の
本
質
と
す
る
感

覚
す
る
こ
と
に
「
根
本
的
に
対
立
す
る
」
と
し
、
後
者
は
前
者
と
異

な
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
前
者
を
己
か
ら
排
除
す
る
と
言
う
。
自
己

（
一
二
）

感
覚
は
脱
自
に
根
本
的
に
対
立
す
る
。
即
ち
、
内
在
は
超
越
に
根
本

的
に
対
立
す
る
。
つ
ま
り
、

は
超
越
に
根
本
的
に
対
立

videre
videor

す
る
内
在
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
は
超
越
に
対
立
す
る
内
在
、
つ
ま

り
ア
ン
チ
客
観
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ア
ン
リ
ー
は
思
考
（
コ
ギ
タ
チ

オ
）
か
ら
脱
自
的
な
側
面
を
排
除
し
た
。
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
の
コ

（
一
三
）

ギ
ト
は
む
し
ろ
、
コ
ギ
タ
チ
オ
の
超
越
的
側
面
を
そ
の
本
質
的
契
機

。

、

。

と
す
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か

但
し

単
な
る
超
越
で
は
な
い

「
何
ら
か
の
神
が
い
て
、

そ
れ
が
私
に
そ
う
い
う
考
え

·····

［
す
べ
て
は
疑
わ
し
い
と
い
う
考
え
］
そ
の
も
の
を
送

(cogitationes)

り
込
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
ど
う
し
て
、
私
は
そ
う
考

え
る
の
か
。
た
ぶ
ん
私
自
身
が
そ
う
い
う
考
え
の
創
作
者
で
あ
り
得

る
と
い
う
の
に
。
そ
れ
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
こ
の
私
は
〔
無
で
は

な
く
て
〕
何
も
の
か
で
あ
る
の
で
は
な
い
か

。
そ
の
よ
う
に
デ
カ

」

（
一
四
）

ル
ト
は
語
る
。
も
し
、
す
べ
て
は
疑
わ
し
い
と
考
え
る
だ
け
で
、
そ

の
考
え
を
、
そ
の
疑
い
を
、
自
分
が
そ
の
創
作
者
で
あ
る
も
の
と
し

て
み
ず
か
ら
引
き
受
け
る
の
で
な
い
な
ら
ば
、
懐
疑
は
確
信
に
転
化

す
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
、
懐
疑
が
続
く
だ
け
で
あ
る
。
私
は
、

す
べ
て
は
疑
わ
し
い
と
考
え
て
い
る
だ
け
で
、
即
ち
疑
っ
て
い
る
だ

け
で
、
そ
の
よ
う
に
疑
い
つ
つ
あ
る
自
分
に
達
す
る
こ
と
は
な
い
。

つ
ま
り
、
コ
ギ
ト
は
成
立
し
な
い
。
す
べ
て
は
疑
わ
し
い
と
考
え
る

だ
け
で
は
な
く
て
、
す
べ
て
は
疑
わ
し
い
と
い
う
考
え
（
コ
ギ
タ
チ

オ
）
を
、
自
分
が
そ
の
創
作
者
で
あ
る
も
の
と
し
て
み
ず
か
ら
引
き

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初

め
て
、
懐
疑
は
確
信
に
転
化
す
る
。
即
ち
、
私
は
自
分
が
す
べ
て
を

疑
い
つ
つ
あ
る
こ
と
、
考
え
つ
つ
あ
る
こ
と
を
、
確
信
す
る
の
で
あ

。

、

。

る

こ
の
よ
う
に
し
て

私
は
自
分
が
存
在
す
る
こ
と
を
確
信
す
る

こ
れ
が
コ
ギ
ト
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
超
越
と
し
て
の

コ
ギ
タ
チ
オ
の
引
き
受
け
に
よ
る
、
懐
疑
と
確
信
の
結
び
つ
き
、
即

ち
超
越
と
内
在
の
結
び
つ
き
で
あ
る
。
コ
ギ
ト
は
超
越
に
対
立
す
る

内
在
で
は
な
く
て
、
超
越
に
よ
る
内
在
な
の
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
は

コ
ギ
ト
は

私
は
存
在
す
る

あ
る
い
は

私

、

、「

」

「

は
思
考
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、

思
考
す
る
も
の
で
あ
る
私
が
自
己
を
個
別
化
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
言
う

「

私
は
あ
る
、
私
は

。

·····

存
在
す
る
、
と
い
う
こ
の
命
題
は
、
私
に
よ
っ
て
言
表
さ
れ
る
た
び

(quoties

ご
と
に
、
あ
る
い
は
精
神
に
よ
っ
て
概
念
さ
れ
る
た
び
ご
と
に

、
必
然
的
に
真
で
あ
る

、

a
m
e
profertur,

vel
m
ente

concipitur)
·····

」
（
一
五
）

と
。
思
考
す
る
も
の
で
あ
る
私
が
、
具
体
的
な
思
考
行
為
と
し
て
自

己
を
個
別
化
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
が
思
考

、

。

し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
確
信
す
る
こ
と

そ
れ
が
コ
ギ
ト
な
の
で
あ
る
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こ
う
し
た
思
考
行
為
へ
の
具
体
化
は
、
時
間
内
に
お
け
る
（
思
考
す

る
私
の
）
具
体
化
と
し
て
も
示
さ
れ
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
は
言
う
。

「
欺
け
る
者
で
あ
れ
ば
誰
で
も
私
を
欺
く
が
よ
い
。
し
か
し
、
私
が

自
分
を
何
も
の
か
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は

、
私
が
無
で
あ
る
よ
う
に
す
る
こ

(quandiu
m
e
aliquid

esse
cogitabo)

と
は
決
し
て
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

。
「
私
は
あ
る
、
私
は
存
在
す

」

（
一
六
）

。

。

、

。

る

こ
れ
は
確
実
で
あ
る

し
か
し

如
何
な
る
限
り
に
お
い
て
か

(quandiu

勿
論
、
私
が
思
考
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る

、
と
。

cogito
)

」
（
一
七
）

こ
う
し
た
具
体
化
は
、
自
己
表
現
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
デ
カ
ル

ト
は
例
え
ば

「
欺
け
る
者
で
あ
れ
ば
誰
で
も
私
を
欺
く
が
よ
い

、
」
と
命
令
す
る
。
つ
ま
り
、
仮
想
さ
れ
た
欺
瞞
者
が
私
の

(fallat
m
e)

自
己
表
現
を
引
き
出
す
相
手
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
但
し
、
自
己

表
現
と
し
て
の
思
考
行
為
は
、
そ
の
よ
う
に
自
己
表
現
す
る
私
自
身

に
と
っ
て
思
考
対
象
な
の
で
は
な
い
。
対
象
化
さ
れ
る
や
、
思
考
は

思
考
で
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
と
い
っ
て
、
思
考
行

為
に
つ
い
て
の
意
識
は
、
直
接
的
印
象
あ
る
い
は
自
己
顕
現
と
い
っ

た
内
在
な
の
で
は
な
い
。
意
識
は
行
為
を
介
し
て
、
即
ち
自
己
表
現

、

。

、

を
介
し
て

意
識
と
な
る
の
で
あ
る

思
考
す
る
も
の
で
あ
る
私
は

思
考
行
為
に
身
を
投
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
考
す
る
も
の
で
あ
る

私
に
到
達
す
る
。
即
ち
、
私
は
仮
想
相
手
に
向
か
っ
て
自
己
表
現
す

、

。

、

る
こ
と
に
よ
っ
て

自
己
意
識
＝
自
覚
に
到
る
の
で
あ
る

そ
れ
故

意
識
は
内
在
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
超
越
で
あ
り
、
自
己
超
越
で
あ

る
。
但
し
、
こ
の
自
己
超
越
と
い
う
超
越
は
、
内
在
が
そ
れ
に
根
本

的
に
対
立
す
る
超
越
で
は
な
い
。
そ
れ
は
内
在
の
実
現
そ
の
も
の
な

の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
コ
ギ
ト
は
超
越
と
内
在
と
の
同
一
性
で
あ
る

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

二

有
限
と
無
限

神
の
観
念
に
関
す
る
議
論
、
限
定
し
て
言
う
と
、
無
限
と
有
限
に

、

「

」

関
す
る
議
論
に
基
づ
い
て

コ
ギ
ト
は
単
に
私
が

思
考
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
の
認
識
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
私
が
「
有
限
な
思

．
．
．

考
す
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
の
認
識
で
も
あ
る
と
言
う
こ
と
は
、
確

か
に
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
、
有
限
性
の
自
覚
と
し
て
の

（
一
八
）

コ
ギ
ト
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
有
限
と
無
限
の
関
係
は
如
何
な
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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問
題
の
一
節
を
読
ん
で
み
よ
う

「
私
は
無
限
な
も
の
を
、
真
の

。

（
一
九
）

観
念
に
よ
っ
て
で
は
な
く
て
、
静
止
や
闇
を
運
動
や
光
の
否
定
に
よ

っ
て
知
覚
す
る
よ
う
に
、
有
限
な
も
の
の
否
定
に
よ
っ
て
の
み
知
覚

」

、

。

。

す
る

と

そ
の
よ
う
に
考
え
て
は
な
ら
な
い

む
し
ろ
逆
で
あ
る

「
無
限
な
実
体
に
お
い
て
は
有
限
な
実
体
に
お
け
る
よ
り
も
い
っ
そ

う
多
く
の
実
在
性
が
存
在
す
る

。
そ
れ
故
、
無
限
は
有
限
の
否
定

」

な
の
で
は
な
く
て
、
無
限
の
否
定
が
有
限
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

と
い
う
こ
と
は

「
無
限
な
も
の
の
知
覚
は
有
限
な
も
の
の
知
覚
よ

、

り
も

即
ち
、
神
の
知
覚
は
私
自
身
の
知
覚
よ
り
も

或
る
意

－
－

(priorem
quodam

m
odo

味
で
先
な
る
も
の
と
し
て
私
の
内
に
存
在
す
る

」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
欠
陥
は
そ
れ
が

in
m
e
esse)

そ
の
欠
陥
で
あ
る
も
の
を
、
否
定
は
そ
れ
が
そ
の
否
定
で
あ
る
も
の

を
、
前
提
す
る

か
ら
で
あ
る
。
即
ち

「
私
が
そ
れ

(praesupponere)

、

（
二
〇
）

と
の
比
較
に
よ
っ
て
私
の
欠
陥
を
認
識
す
る
と
こ
ろ
の
い
っ
そ
う
完

全
な
も
の
、
そ
う
し
た
い
っ
そ
う
完
全
な
も
の
の
観
念
が
私
の
内
に

、「

、

、

存
在
す
る｣

か
ら
こ
そ

私
が
疑
う
こ
と

私
が
欲
求
す
る
こ
と
を

つ
ま
り
、
何
か
が
私
に
は
欠
け
て
お
り
、
私
は
全
く
完
全
で
あ
る
わ

、

」

。

け
で
は
な
い
こ
と
を

私
は
認
識
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る

以
上
の
デ
カ
ル
ト
の
議
論
は
、
自
覚
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、

満
足
の
ゆ
く
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
が
問
題
に
し
て

い
る
の
は
、
有
限
な
も
の
（
と
い
う
客
観
）
の
〈
認
識
の
可
能
性
の

条
件
〉
で
あ
っ
て
、
有
限
性
の
〈
自
覚
の
現
実
性
の
条
件
〉
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る

『
ビ
ュ
ル
マ
ン
と
の
対
話
』
を
見
て
も
同
じ
こ
と

。

が
言
え
る
。
そ
こ
で
は
、
明
示
的
に
は
私
の
不
完
全
性
の
認
識
が
神

の
完
全
性
の
認
識
に
先
立
ち
得
る
が
、
暗
黙
裡
に
は
つ
ね
に
後
者
が

先
行
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
い
う
の

も
、
事
物
そ
の
も
の
に
お
い
て
は

、
神
の
無
限
な
完
全
性

(in
re
ipsa)

は
我
々
の
不
完
全
性
に
先
立
つ
か
ら
で
あ
る
と
、
そ
う
言
わ
れ
て
い

る
が
、
こ
の
「
事
物
そ
の
も
の
」
と
い
う
言
い
方
が
示
し
て
い
る
よ

（
二
一
）

う
に
、
デ
カ
ル
ト
は
実
在
性
の
見
地
か
ら
認
識
を
分
析
し
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
方
法
的
懐
疑
―
コ
ギ
ト
の
よ
う
な
自
覚
に
到
る
道
を
歩

ん
で
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
デ
カ
ル
ト
は
無
限
を
有
限
の
メ
タ
レ
ヴ
ェ
ル
と
看
做

し
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
無
限
の
否
定
が
有
限
な
の
で
あ

る
か
ら
、
無
限
は
一
切
の
有
限
性
・
否
定
性
を
超
越
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
そ
れ
は
有
限
の
メ
タ
レ
ヴ
ェ
ル
と
し
て
の
肯
定
的
無
限
な
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
メ
タ
レ
ヴ
ェ
ル
の
視
点
は
、
有
限
な

も
の
が
有
限
な
も
の
そ
れ
自
身
で
あ
り
つ
つ
己
の
有
限
性
を
自
覚
す
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る
と
い
う
、
自
覚
の
本
来
の
あ
り
方
を
埋
葬
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ

ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
デ
カ
ル
ト
の
無
限
は
有
限
の
メ
タ
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
な

い
と
い
う
見
解
も
あ
る
。
柄
谷
に
よ
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
、

（
二
二
）

疑
う
こ
と
は
慣
習
を
疑
う
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
、
そ
れ
は
要
す
る

に
、
我
々
は
共
同
体
＝
シ
ス
テ
ム
の
中
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
疑

う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
疑
う
こ
と
は
シ
ス
テ
ム
か
ら
外
に
出
る

こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
疑
う
こ
と
、
シ
ス
テ
ム
の
外
に
出
る

（
二
三
）

こ
と
を
可
能
に
す
る
の
は
、
無
限
性
と
し
て
の
神
で
あ
る
。
デ
カ
ル

ト
の
懐
疑
＝
コ
ギ
ト
は
終
始
、
神
と
い
う
他
者
に
つ
き
ま
と
わ
れ
て

い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
は
懐
疑
論
者
の
恣
意
的

な
懐
疑
と
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
疑
う
こ
と

を
強
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
懐
疑

を
可
能
に
す
る
根
拠
は
、
様
々
な
真
理
を
幻
想
と
看
做
す
よ
う
な
メ

タ
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
柄
谷
が
強
調
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
自
分
は
シ
ス
テ
ム
の
中
に
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
疑
う
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
シ
ス
テ
ム
の
メ
タ
レ
ヴ
ェ
ル
に
立
つ
こ

と
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
シ
ス
テ
ム
の
メ
タ
レ
ヴ
ェ
ル
に
立
つ
こ
と

は
、
改
め
て
別
の
シ
ス
テ
ム
に
定
位
す
る
こ
と
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ

る
。
共
同
体
の
外
部
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
共
同
体
を
見
下
ろ
す
こ
と
の

で
き
る
超
越
的
な
場
所
で
は
な
い
。
共
同
体
を
超
越
し
て
世
界
に
つ

い
て
普
遍
的
に
考
え
る
こ
と
が
、
ま
さ
に
共
同
体
の
内
部
に
あ
る
こ

と
な
の
で
あ
る
。
柄
谷
は
例
え
ば
次
の
よ
う
に
逆
説
的
に
語
る
。
言

語
ゲ
ー
ム
に
は
メ
タ
レ
ヴ
ェ
ル
は
あ
り
得
な
い
と
言
う
時
、
ま
さ
に

、

、

そ
の
時

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
実
存
は
外
部
的
な
の
で
あ
る

と
。で

は
、
メ
タ
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
な
い
と
す
る
と
、
外
部
と
は
如
何
な

る
場
所
な
の
か
。
懐
疑
を
可
能
に
す
る
の
は
「
ど
ん
な
立
場
で
も
あ

り
得
な
い
立
場
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
立
場
が
無
効
化
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
外
部
と
は
「
ど
こ
で
も
な
い
」
場
所
で

あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
い
わ
ば
場
所
の
拒
絶
で
あ
る
。
場
所
ゼ
ロ

で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
疑
う
こ
と
を
強
い
る
の
は
差
異
と
し
て
の
場

所
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
る
が
、
こ
の
差
異
は
同
一
性
の
拒
絶
に
他
な

ら
な
い
。
絶
対
的
な
差
異
あ
る
い
は
差
異
の
絶
対
性
こ
そ
が
神
で
あ

る
と
い
う
言
い
方
が
、
こ
の
拒
絶
を
表
し
て
い
る
。
共
同
体
の
外
部

と
は
、
共
同
体
＝
同
一
性
の
拒
絶
と
し
て
の
神
＝
差
異
性

有
限

－

性
の
拒
絶
と
し
て
の
無
限
性

に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の

－

よ
う
に
外
部
は
場
所
の
拒
絶
で
あ
り
、
シ
ス
テ
ム
の
拒
絶
で
あ
る
な
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ら
ば
、
そ
れ
も
ま
た
或
る
種
の
メ
タ
レ
ヴ
ェ
ル
な
の
で
は
な
い
か
。

例
え
ば
、
高
み
に
立
っ
て
す
べ
て
を
相
対
視
す
る
相
対
主
義
は
、
そ

れ
自
身
一
つ
の
立
場
と
し
て
相
対
化
さ
れ
得
る
が
、
し
か
し
、
場
所

の
拒
絶
、
シ
ス
テ
ム
の
拒
絶
と
し
て
の
外
部
は
、
決
し
て
相
対
化
さ

れ
得
な
い
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
究
極
的
な
メ
タ
レ
ヴ
ェ
ル
で
あ
る

と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
柄
谷
は
、
コ
ギ
ト
か
ら
他
者
を
構
成
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
は
他
者
と
非
対
称

的
な
関
係
に
あ
る
こ
と
、
カ
ン
ト
も
フ
ッ
サ
ー
ル
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
も

有
限
か
ら
無
限
を
構
成
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
デ
カ

ル
ト
は
無
限
か
ら
有
限
を
捉
え
よ
う
と
し
た
こ
と
、
こ
う
し
た
こ
と

を
強
調
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
無
限
を
有
限
に
先
行
さ
せ
る

こ
と
は
、
無
限
を
有
限
の
何
ら
か
の
メ
タ
レ
ヴ
ェ
ル
と
看
做
す
こ
と

と
別
の
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
柄
谷
の
読
み
方
に
お

い
て
も
、
有
限
な
も
の
が
有
限
な
も
の
そ
れ
自
身
で
あ
り
つ
つ
己
の

有
限
性
を
自
覚
す
る
と
い
う
、
自
覚
の
本
来
の
あ
り
方
は
埋
葬
さ
れ

て
し
ま
う
、
つ
ま
り
自
己
の
有
限
性
は
客
観
化
さ
れ
て
し
ま
う
と
、

そ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

で
は
、
柄
谷
が
参
照
し
依
拠
し
て
い
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
読
み
方
に

お
い
て
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か

「
自
己
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る

。

よ
う
な
他
者
に
は
他
者
性
が
欠
け
て
い
る
」
と
い
う
理
由
で
、
フ
ッ

サ
ー
ル
は
独
我
論
か
ら
脱
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
柄
谷
は
断
じ
る

が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
も
同
様
に
、
自
己
か
ら
出
発
す
る
限
り
、
我
々
は

自
己
中
心
性
か
ら
脱
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
看
做
す
で
あ
ろ
う
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
デ
カ
ル
ト
に
従
い
つ
つ

「
完
全
の
観
念
、
無
限
の

、

観
念
は
、
不
完
全
の
否
定
に
は
還
元
さ
れ
な
い
」
と
す
る

「
否
定

。

性
は
超
越
の
能
力
を
持
た
な
い
」
の
で
あ
る
。
有
限
の
否
定
は
無
限

（
二
四
）

へ
の
超
越
で
は
な
い
。
即
ち
、
自
己
否
定
に
よ
る
超
越
、
自
己
か
ら

出
発
す
る
超
越
は
、
無
限
へ
の
超
越
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う

こ
と
は
、
裏
を
返
し
て
言
う
と
、
無
限
の
超
越
性
は
絶
対
的
な
他
性

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

「
無
限
の
観
念
の
デ
カ
ル
ト
的
な
考

。

え
方
は
、
そ
れ
を
思
考
す
る
者
に
対
し
て
そ
の
全
面
的
な
外
部
性
を

保
つ
存
在
と
の
関
係
を
指
し
示
す

。」

（
二
五
）

、

、

と
こ
ろ
で

客
観
と
は
把
握
可
能
な
も
の
の
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば

こ
の
よ
う
な
外
部
性
は
把
握
の
拒
絶
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
無
限

は
客
観
で
は
な
い
。
無
限
は
客
観
を
越
え
た
も
の
と
し
て
、
い
わ
ば

（
二
六
）

メ
タ
客
観
で
あ
る
。
し
か
し
、
メ
タ
客
観
は
客
観
的
視
点
を
そ
の
ま

ま
保
つ
の
で
は
な
い
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
欲
望
と
い
う
概
念
を
用
い

る
。
デ
カ
ル
ト
の
無
限
の
観
念

「
完
全
の
観
念
は
、
観
念
で
は
な

、
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く
て
欲
望
で
あ
る

。
そ
し
て
、
こ
う
言
う

「
そ
れ
は
他
者
の
応
接

」

。

で
あ
り
、
私
の
自
由
を
問
題
化
す
る
道
徳
的
意
識
で
あ
る

、
と
。

」

（
二
七
）

。

、

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
う
欲
望
は
一
種
の
道
徳
的
命
令
で
あ
る

し
か
し

私
は
道
徳
的
意
識
に
よ
っ
て
恥
じ
入
る
と
し
て
も
、
一
方
で
、
恥
じ

入
る
自
分
を
客
観
視
す
る
自
分
を
も
見
出
す
の
で
は
な
い
か
。
外
部

性
の
視
点
は
、
自
分
の
事
（
例
え
ば
有
限
性
）
が
他
人
事
に
な
る
こ

と
を
阻
止
し
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
そ
う
簡
単
に
片
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
例
え
ば

「
デ
カ
ル
ト
的
主
観
は
、
そ
こ
か
ら
自
分
を
把
握
す

、

る
こ
と
が
で
き
る
、
自
分
自
身
に
対
し
て
外
的
な
視
点
を
自
ら
に
与

え
る

」
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
言
う
が
、
主
観
が
外
的
な
視
点

（se
donne)

（
二
八
）

を
自
ら
に
与
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
外
的
な
も
の
と
は
内
的
な
も
の
な

の
で
は
な
い
か
。
但
し
こ
こ
で
、
外
的
な
も
の
は
内
的
な
も
の
で
あ

る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
外
部
性
を
損
な
わ
れ
る
と
、
そ
の
よ
う
に
考

え
て
は
な
ら
な
い
。
形
式
論
理
に
囚
わ
れ
ず
に
、
事
柄
と
し
て
の
矛

盾
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
外
的
な
も
の
は
、
単
に
外
的
で

あ
る
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
、
つ
ま
り
関
係
性
を
奪
わ
れ
る
な
ら
ば
、

外
的
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
従
っ
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
も
決
し
て

関
係
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で

）

は
な
い
。
外
的
な
も
の
は
、
ま
さ
に
内
的
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
外

的
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
示
し
た
い
の
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
弁

証
法
を
批
判
し
つ
つ
も
、
ま
た
弁
証
法
に
対
す
る
無
理
解
を
露
呈
し

つ
つ
も
、
意
に
反
し
て
、
弁
証
法
の
一
歩
手
前
の
と
こ
ろ
ま
で
来
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

注
目
す
べ
き
は

「
無
限
の
観
念
は
、
己
か
ら
引
き
出
し
得
る
以

、

上
の
も
の
を
含
む
〔
己
か
ら
引
き
出
し
得
な
い
も
の
を
含
む
〕

こ
と
が
で
き
る
魂
を
含
意

(contenir
plus

qu’elle
ne

peut
tirer

de
soi)

す
る
」
と
か
、
無
限
は
「
己
が
思
考
す
る
以
上
の
こ
と
を
思
考
す
る

（
二
九
）

(pense
plus

qu’elle
ne

pense)

〔

〕

己
が
思
考
し
な
い
こ
と
を
思
考
す
る

ne

思
考
」
に
よ
っ
て
近
づ
き
得
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
た
、
虚
辞
の

（
三
〇
）

を
用
い
た
表
現
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
自
身
は
そ
う
考
え
て
い
な
い

が
、
こ
れ
ら
は
、
有
限
性
の
否
定
、
即
ち
否
定
の
否
定
を
表
す
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
有
限
な
私
が
無
限
な
神
を
認
識
す
る
こ
と

に
お
い
て
、
無
限
を
把
握
し
得
〈
な
い
〉
と
い
う
己
の
有
限
性
＝
否

定
性
を
否
定
す
る
、

そ
う
し
た
否
定
の
否
定
、
即
ち
有
限
な
も

－
の
の
自
己
否
定
、
自
己
超
越
を
、
件
の
表
現
は
表
す
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
無
限
は
今
や
、
否
定
の
否
定
で
あ
る
。
そ
れ

は
絶
対
的
な
肯
定
性
で
あ
る
こ
と
を
止
め
る
。
と
は
い
え
、
相
対
的
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な
肯
定
性
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
有
限
な
も
の
の
自
己
超
越
は
、

無
限
か
ら
有
限
へ
の
方
向
を
単
純
に
再
逆
転
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
し

な
い
の
で
あ
る
。

神
は
私
を
創
造
す
る
際
に

神
の
観
念
を

私
に
植
え
込
ん
だ

と

、

「

」
（
三
一
）

い
う
デ
カ
ル
ト
の
言
葉
に
基
づ
い
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
ソ
ク
ラ
テ
ス

に
反
抗
す
る

「
教
育
は
産
婆
術
の
よ
う
な
こ
と
を
行
う
の
で
は
な

。

い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
無
限
の
観
念
を
自
我
の
内
に
植
え
つ
け
る

こ
と
を
続
行
す
る
の
で
あ
る

、
と
。
し
か
し
、
無
限
か
ら
有
限
へ

」

（
三
二
）

の
一
方
通
行
は
、
無
限
を
思
考
す
る
こ
と
が
メ
タ
レ
ヴ
ェ
ル
へ
の
飛

躍
と
し
て
為
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
無
限
の

思
考
は
真
の
自
覚
へ
は
導
か
な
い
。
無
限
の
思
考
は
有
限
な
も
の
の

自
己
超
越
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
有
限
な
も
の
が
有
限
な

も
の
で
あ
り
つ
つ
、
同
時
に
己
の
有
限
性
を
越
え
る
、
そ
の
よ
う
な

自
己
超
越
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
限
へ
の
そ
の
よ
う
な
自
己
超

越
の
み
が
、
真
の
有
限
性
の
自
覚
へ
と
導
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
自
己
超
越
は
文
字
通
り
の
自
己
矛
盾
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は

有
限
と
無
限
の
同
一
性
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
自
己
超
越

は
有
限
か
ら
無
限
へ
の
方
向
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
、
そ
れ
は
有
限
か
ら
無
限
へ
の
方
向
と
、
無
限
か
ら
有
限
へ
の
方

向
と
の
同
一
性
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

同
一
性
を
デ
カ
ル
ト
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
あ
ろ
う
か
。

「
無
限
な
も
の
の
知
覚
は
有
限
な
も
の
の
知
覚
よ
り
も
、
或
る
意

味
で

先
な
る
も
の
と
し
て
私
の
内
に
存
在
す
る
」
と

(quodam
m
odo)

い
う
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
は
有
限
に
対
す
る
無
限
の
優
位
性
を
条
件

つ
き
で
語
っ
て
い
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
或
る
意
味
で
は
逆
に
有
限

が
無
限
の
優
位
に
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
デ
カ
ル

ト
は
二
つ
の
優
位
性
を
認
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
こ

で
、
通
常
決
ま
っ
て
そ
う
さ
れ
る
よ
う
に
、
認
識
の
順
序
に
お
い
て

は
コ
ギ
ト
が
先
行
す
る
が
、
存
在
の
順
序
に
お
い
て
は
神
が
先
行
す

る
、
と
い
う
よ
う
に
説
明
し
て
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
。
整
理
し
て

し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
。
説
明
と
か
整
理
と
い
う
も
の
は
、
哲
学
者

が
取
り
組
む
事
柄
か
ら
我
々
を
決
定
的
に
逸
脱
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

、

、

｢

或
る
意
味
で｣

と
い
う
言
葉
は

有
限
の
無
限
に
対
す
る
優
位
性
と

（
三
三
）

無
限
の
有
限
に
対
す
る
優
位
性
と
の
同
一
性
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ

得
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ

う
に
解
さ
れ
る
場
合
に
の
み
、
件
の
テ
キ
ス
ト
は
有
限
性
の
自
覚
と

い
う
事
柄
を
的
確
に
表
す
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
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し
て
ま
た
、
我
々
は
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
真
実
に
触
れ
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

（
三
四
）三

必
然
と
偶
然

前
節
の
考
察
を
引
き
継
い
で
、
最
後
に
、
い
わ
ゆ
る
永
遠
真
理
創

造
説
を
コ
ギ
ト
論
と
し
て
読
み
深
め
る
こ
と
を
試
み
る
こ
と
に
し
た

い
。
こ
の
有
名
な
説
は
、
被
造
性
の
自
覚
と
い
う
問
題
を
含
意
す
る

の
で
あ
る
。

一
般
に
は
、
永
遠
真
理
創
造
説
の
意
義
は
自
然
学
の
形
而
上
学
的

、

。

基
礎
づ
け
と
い
う
こ
と
に
存
す
る
と

そ
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る

（
三
五
）

神
は
世
界
の
み
な
ら
ず
数
学
的
真
理
と
い
う
永
遠
真
理
を
も
創
造
し

た
の
で
あ
れ
ば
、

そ
し
て
そ
れ
を
我
々
の
精
神
に
生
得
的
な
も

－

の
た
ら
し
め
る
と
共
に
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
自
然
の
法
則
を
定
め

た
の
で
あ
れ
ば
、

自
然
の
数
学
的
探
究
は
正
当
化
さ
れ
る
こ
と

－

に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
種
の
基
礎
づ
け
は
『
省
察
』
に
も
見
ら

れ
る
。
即
ち
、
そ
こ
で
は
、
神
は
存
在
し
、
か
つ
誠
実
で
あ
る
（
欺

）

、「

」

か
な
い

と
い
う
こ
と
を
論
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

私
の
知
覚

と
「
事
物
の
真
理
」
と
の
対
応

主
観
と
客
観
と
の
一
致

を

－
－

（
三
六
）

保
証
す
る
（
基
礎
づ
け
る
）
と
い
う
企
て
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
の
真
骨
頂
は
こ
の
よ
う
な
メ
タ
・
フ
ィ
ジ
ッ

ク
に
存
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
は
考
え
ら
れ
な
い
。
神
的
次
元

を
主
観
―
客
観
の
メ
タ
レ
ヴ
ェ
ル
と
看
做
す
、
そ
う
し
た
創
造
者
―

被
造
物
の
二
元
論
は
、
実
は
、
神
即
自
然
の
一
元
論
と
変
わ
ら
な
い

の
で
あ
る

（
創
造
物
―
被
造
物
の
）
二
元
論
か
、
そ
れ
と
も
（
神

。

即
自
然
の
）
一
元
論
か
、
と
い
う
問
題
は
、
単
に
論
理
上
の
問
題
、

言
葉
の
上
の
問
題
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
両
者
は
同
等
の
権
利
を

有
す
る
。
従
っ
て
、
両
者
の
争
い
は
水
掛
け
論
に
し
か
な
ら
ず
、
ま

た
、
両
者
は
容
易
に
転
換
し
合
う
の
で
あ
る
。
と
い
う
わ
け
で
、
永

遠
真
理
創
造
説
を
形
而
上
学
的
基
礎
づ
け
と
い
う
問
題
枠
で
捉
え
る

限
り
、
我
々
は
こ
の
説
に
デ
カ
ル
ト
の
真
の
固
有
性
を
見
出
す
こ
と

は
で
き
な
い
。

そ
の
点
、
我
々
の
関
心
を
引
く
の
は
サ
ル
ト
ル
の
デ
カ
ル
ト
論
、

「
デ
カ
ル
ト
の
自
由
」
で
あ
る
。
こ
の
コ
ギ
ト
の
哲
学
者
に
と
っ
て

（
三
七
）

は
、
自
然
学
の
形
而
上
学
的
基
礎
づ
け
な
ど
と
い
う
こ
と
は
問
題
外

で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
は
永
遠
真
理
創
造
説
を
紹
介
す
る
に
当
っ
て
、

（
三
八
）

「
デ
カ
ル
ト
の
神
は
、
人
間
の
思
考
が
作
り
上
げ
た
神
々
の
中
で
最
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も
自
由
な
神
で
あ
る
。
そ
れ
は
唯
一
の
創
造
的
な
神
で
あ
る
〔
創
造

的
な
神
は
デ
カ
ル
ト
の
神
以
外
に
は
存
在
し
な
い

」
と
い
う
指
摘

〕（
三
九
）

を
行
う
。
永
遠
真
理
創
造
説
は
、
自
由
と
創
造
と
は
一
つ
の
も
の
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
に
こ
そ
、
こ
の

説
の
問
題
性
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
デ
カ
ル
ト
は
キ
リ
ス

ト
教
お
よ
び
独
断
的
科
学
と
い
う
桎
梏
に
囚
わ
れ
て
い
る
。
創
造
的

、

。

自
由
を
神
に
帰
属
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
も

そ
の
た
め
で
あ
る

し
か
し
、
神
の
自
由
を
記
述
し
た
時
、
デ
カ
ル
ト
は
実
は
、
自
由
の

観
念
に
含
ま
れ
る
暗
黙
の
内
容
を
展
開
し
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。
実

際
、
人
間
の
自
由
は
神
の
自
由
に
似
せ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
神
の
自

由
は
人
間
の
自
由
よ
り
も
完
全
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

が
、｢

第
四
省
察｣

に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル

は
そ
の
独
自
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
デ
カ
ル
ト
を
読
ん
で

い
る
。
デ
カ
ル
ト
は
時
代
的
制
約
の
故
に
、
人
間
に
固
有
の
も
の
で

（
四
〇
）

あ
る
根
源
的
な
構
成
的
自
由
を
神
の
中
に
実
体
化
し
て
し
ま
っ
た

が
、
我
々
は
今
や
、
デ
カ
ル
ト
が
神
に
与
え
た
創
造
的
自
由
を
こ
う

し
て
取
り
戻
す
の
だ
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
が

｢

デ
カ
ル
ト
の
自
由｣

の
趣
旨
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
が

人
間
の
自
由
を
神
の
自
由
と
し
て
語
っ
た
と
い
う
こ
と
は
別
に
大
し

た
こ
と
で
は
な
い
と
、
サ
ル
ト
ル
自
身
が
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

分
か
る
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
単
な
る

神
か
ら
人
間
へ
の
転
回
の
主
張
な
の
で
は
な
い
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

に
敵
対
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
、
人
間
を
圧
迫
す
る
も
の
と
し
て
の

「
永
遠
の
諸
真
理
の
予
定
さ
れ
た
秩
序
」
で
あ
り

「
神
に
よ
っ
て

、

創
造
さ
れ
た
諸
価
値
の
永
遠
の
体
系
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ヒ
ュ
ー

（
四
一
）

マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
こ
と
で
サ
ル
ト
ル
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
つ

ま
り
は
、
自
由
の
創
造
性
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
サ
ル
ト
ル
の
デ
カ
ル
ト
論
は

我
々
に
デ
カ
ル
ト
の
真
の
固
有
性
を
教
え
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
サ
ル
ト
ル
も
ま
た
結
局
の
と
こ
ろ
は
、
絶
対
的
自
由
か
そ
れ
と

（
四
二
）

も
絶
対
的
必
然
か
と
い
う
、
あ
る
い
は
創
造
か
そ
れ
と
も
予
定
か
と

（
四
三
）

、

。

い
う
二
者
択
一
に

我
々
を
直
面
さ
せ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か

つ
ま
り
、
我
々
は
サ
ル
ト
ル
に
よ
っ
て
再
び
、
先
の
一
元
論
か
二
元

論
か
と
い
う
の
と
同
様
の
、
論
理
的
な
二
者
択
一
に
直
面
さ
せ
ら
れ

る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
永
遠
真
理
の
秩
序
は
神
に
と
っ
て
も

予
め
定
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
永
遠
真
理
は
神
に
よ
っ
て

創
造
さ
れ
た
の
か
。
こ
れ
ら
は
ど
ち
ら
も
同
じ
よ
う
に
言
え
て
し
ま

う
。
我
々
は
好
き
な
よ
う
に
、
ど
ち
ら
か
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。
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と
こ
ろ
で
、
同
様
の
二
者
択
一
は
、
デ
カ
ル
ト
の
内
部
に
も
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。｢

第
三
省
察｣

の
冒
頭
を
見
て
み
よ
う

「
算
術
的

。

（
四
四
）

な
い
し
幾
何
学
的
な
事
物
に
関
し
て
何
か
極
め
て
単
純
な
こ
と
、
例

、

、

え
ば

に

を
加
え
る
と

に
な
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
と
か

2

3

5

そ
れ
に
類
し
た
こ
と
を
考
察
し
て
い
た
時
に
は
、
私
は
少
な
く
と
も

そ
れ
ら
を
、
真
で
あ
る
と
肯
定
す
る
に
足
り
る
だ
け
明
瞭
に
直
観
し

て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か

。
合
理
性
の
レ
ヴ
ェ
ル
、
客
観
の
レ

」、

。

ヴ
ェ
ル
に
身
を
置
く
な
ら
ば

私
は
そ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
に
な
る

し
か
し
、
メ
タ
合
理
性
の
レ
ヴ
ェ
ル
、
メ
タ
客
観
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
身

を
置
く
な
ら
ば
、
私
は
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
に
な
る

「
私
は
後

。

に
な
っ
て
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
疑
う
べ
き
だ
と
判
断
し
た
。
そ
れ
は

他
で
も
な
い
、
も
し
か
す
る
と
何
ら
か
の
神
が
、
こ
の
上
な
く
明
白

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
に
関
し
て
さ
え
欺
か
れ
る
よ
う
な
、
そ
の

よ
う
な
本
性
を
私
に
植
え
込
む
こ
と
が
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
と
い

う
考
え
が
、
私
の
心
に
浮
か
ん
だ
か
ら
で
あ
る

、
と
。
こ
の
よ
う

」

な
わ
け
で
、
私
は

は
真
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
も
で
き

2

3

5

+
=

、

、

。

る
が

し
か
し
ま
た

の
真
理
性
を
疑
う
こ
と
も
で
き
る

2

3

5

+
=

ど
ち
ら
も
同
じ
よ
う
に
で
き
る
の
で
あ
る
。

同
じ
こ
と
を
永
遠
真
理
創
造
説
に
関
し
て
言
う
と
、
次
の
よ
う
に

な
る
。

「
神
は
、
世
界
を
創
造
し
な
い
こ
と
と
同
様
に
、
中
心

－

か
ら
円
周
に
引
か
れ
た
線
は
す
べ
て
等
し
い
と
い
う
こ
と
が
真
で
は

な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
も
、
自
由
に
で
き
た
の
で
す
」
と
、
デ
カ
ル

（
四
五
）

ト
は
メ
ル
セ
ン
ヌ
に
語
る
。
つ
ま
り
、
世
界
が
存
在
す
る
こ
と
が
偶

然
で
あ
る
の
と
同
じ
く
、
円
の
半
径
は
す
べ
て
等
し
い
と
い
う
合
理

的
な
事
柄
の
真
理
性
も
偶
然
で
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
私
は

こ
の
こ
と
を
よ
く
理
解
す
る
。
し
か
し
、
私
は
他
方
、
円
の
半
径
は

す
べ
て
等
し
い
こ
と
は
必
然
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
も
ま
た
、
よ

く
理
解
す
る
。
他
と
等
し
く
な
い
半
径
が
一
つ
で
も
あ
れ
ば
、
そ
れ

は
円
で
は
な
い
と
、
私
は
そ
う
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
私
は
一
方
で
は
真
理
の
偶
然
性
を
理
解
し
、
ま

－

た
他
方
で
は
真
理
の
必
然
性
を
理
解
す
る
。
し
か
し
問
題
は
、
客
観

の
レ
ヴ
ェ
ル
と
メ
タ
客
観
の
レ
ヴ
ェ
ル
と
の
間
を
行
き
来
し
つ
つ
、

偶
然
性
と
必
然
性
と
の
間
を
行
き
来
す
る
と
い
う
の
は
、
不
毛
な
往

来
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
う
一
度
、
サ
ル
ト
ル
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。

例
え
ば

「
諸
真
理
の
秩
序
に
お
い
て
現
れ
る
厳
格
な
必
然
性
は
そ

、

れ
自
身
、
創
造
的
な
自
由
意
志
の
絶
対
的
偶
然
性
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
必
然
性
の
メ
タ
レ
ヴ
ェ
ル
に
位
置
す

（
四
六
）
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。

、

る
偶
然
性
を
語
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

し
か
し

注
目
す
べ
き
は

「
人
間
の
自
由
は
諸
真
理
と
諸
価
値
の
秩
序
に
よ

、

っ
て
は
制
限
さ
れ
な
い
」
こ
と
、｢

我
々
の
自
由
は
神
の
自
由
に
よ

っ
て
の
み
限
定
さ
れ
る｣

こ
と
を
指
摘
し
た
上
で

「
自
由
は
、
結
局

、

の
と
こ
ろ
、
必
然
性
の
深
い
意
味
で
あ
り
、
必
然
性
の
真
の
姿
で
あ

る
」
と
サ
ル
ト
ル
が
述
べ
て
い
る
個
所
で
あ
る
。
人
間
と
真
理
と
の

（
四
七
）

関
係
は
人
間
と
神
と
の
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
そ
こ
で
サ
ル

。

、

ト
ル
は
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

我
々
に
と
っ
て

円
の
半
径
は
す
べ
て
等
し
い
こ
と
は
必
然
的
で
あ
る
。
我
々
は
円
の

半
径
は
す
べ
て
等
し
い
と
い
う
真
理
に
同
意
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し

か
し
こ
れ
は
、
我
々
の
自
由
は
真
理
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
な
の
で
は
な
い
。
永
遠
の
事
物
と
し
て
、
あ
る
い
は
存
在
の
必

然
的
構
造
と
し
て
我
々
に
与
え
ら
れ
る
、
諸
真
理
と
諸
価
値
を
措
定

し
た
の
は
、
神
の
意
志
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
我
々
の
自
由
を
限
定
す

、

。

、

、

る
の
は

神
の
自
由
の
み
な
の
で
あ
る

し
か
し

と
い
う
こ
と
は

永
遠
真
理
の
必
然
性
は
我
々
と
神
と
の
関
係
を
意
味
す
る
と
い
う
こ

と
な
の
で
は
な
い
か
。

我
々
は
こ
こ
で
、
永
遠
真
理
創
造
説
の
真
髄
に
接
近
す
る
。
円
の

半
径
の
同
等
性
が
真
で
あ
る
の
は
偶
然
的
で
あ
る
が
、
そ
の
同
等
性

は
我
々
に
と
っ
て
は
必
然
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
故
か
。
そ
れ
は
、

真
理
と
同
様
に
我
々
自
身
が
被
造
物
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。｢

自
由

は
必
然
性
の
深
い
意
味
で
あ
り
、
必
然
性
の
真
の
姿
で
あ
る｣

と
サ

ル
ト
ル
は
述
べ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
言
い
換
え
れ
ば
、
我
々
と

神
と
の
関
係
、
即
ち
創
造
者
と
被
造
物
と
の
関
係
が
、
必
然
性
の
深

い
意
味
で
あ
り
、
必
然
性
の
真
の
姿
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
必
然

性
の
経
験
は
被
造
性
の
自
覚
に
他
な
ら
な
い
。
真
理
の
必
然
性
を
経

験
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
即
ち
必
然
性
の
奥
に
潜
む
神
の
自
由
を
経

験
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
我
々
は
己
自
身
の
被
造
性
を
自
覚
す
る
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
被
造
性
の
自
覚
こ
そ
が
、
永
遠
真
理
創
造
説
が

含
意
す
る
本
質
的
な
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
説
に
被
造
性
の

自
覚
の
問
題
を
見
出
す
場
合
に
の
み
、
我
々
は
そ
れ
を
真
に
デ
カ
ル

ト
に
固
有
の
も
の
と
看
做
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
自
覚
の
観
点
に
立
脚
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
も
は
や
、
必

然
性
と
偶
然
性
と
の
間
、
真
理
と
メ
タ
真
理
と
の
間
を
虚
し
く
往
来

す
る
こ
と
を
止
め
る
。
我
々
は
数
学
的
真
理
の
必
然
性
を
経
験
す
る

、

、

こ
と
に
よ
っ
て

そ
の
必
然
性
の
奥
に
潜
む
神
の
自
由
を
経
験
す
る

即
ち
そ
の
必
然
性
が
必
然
性
で
あ
る
こ
と
そ
れ
自
体
の
偶
然
性
を
経

験
す
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
必
然
性
そ
れ
自
体
の
偶
然
性
を
経
験
す
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る
こ
と
に
よ
っ
て
、
必
然
性
を
深
く
経
験
す
る
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル

ト
は
メ
ル
セ
ン
ヌ
に
次
の
よ
う
に
語
る

「
或
る
諸
真
理
が
必
然
的

。

で
あ
る
こ
と
を
神
が
意
志
し
た
と
は
い
え
、
神
は
そ
れ
ら
を
必
然
的

に
意
志
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ

ら
の
真
理
が
必
然
的
で
あ
る
こ
と
を
意
志
す
る
こ
と
と
、
そ
の
こ
と

を
必
然
的
に
意
志
す
る
こ
と
、
即
ち
そ
の
こ
と
を
意
志
す
る
よ
う
に

、

」
、

。

強
い
ら
れ
る
こ
と
と
は

全
く
別
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
す

と

（
四
八
）

何
か
が
必
然
的
で
あ
る
こ
と
を
意
志
す
る
こ
と
と
、
そ
の
こ
と
を
必

然
的
に
意
志
す
る
こ
と
と
は
、
全
く
別
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、

例
え
ば

が
必
然
的
で
あ
る
こ
と
を
意
志
し
た
か
ら
と
い
っ

2

3

5

+
=

て
、
神
は
そ
の
こ
と
を
必
然
的
に
意
志
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

が
必
然
的
で
あ
る
こ
と
を
、
神
は
自
由
に
意
志
し
た
の
で

2

3

5

+
=

あ
る
。
即
ち
、

は
必
然
的
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
自
体
は

2

3

5

+
=

偶
然
的
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
神
の
意
志
作
用
を
神
の
意

志
内
容
の
メ
タ
レ
ヴ
ェ
ル
に
置
い
て
は
な
ら
な
い
。
自
覚
の
観
点
に

立
て
ば
、
必
然
性
と
偶
然
性
と
は
同
一
な
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
神

の
意
志
内
容
と
神
の
意
志
作
用
と
は
、
勿
論
区
別
は
さ
れ
る
が
、
同

一
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
同
一
性
は
デ
カ
ル
ト
自
身
の
主
張

に
よ
っ
て
何
ら
か
裏
づ
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

メ
ル
セ
ン
ヌ
へ
の
書
簡
に
は

次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る

神

、

。「

に
お
い
て
は
、
意
志
す
る
こ
と
と
認
識
す
る
こ
と
と
は
一
つ
の
こ
と

で
あ
る

。
神
は
或
る
こ
と
を
意
志
す
る
の
に
先
立
っ
て
そ
れ
を
認

」

識
す
る
の
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
神
が
そ
れ
を
認
識
す
る
の
に
先

立
っ
て
或
る
こ
と
が
真
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
な
い

「
神
が
或

。

る
こ
と
を
意
志
す
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
こ

と
の
故
に
、
神
は
そ
れ
を
認
識
す
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
専
ら
そ
の

こ
と
の
故
に
、
そ
れ
は
真
で
あ
る
」
の
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、

（
四
九
）

こ
う
し
た
意
志
と
認
識
と
の
同
一
性
の
主
張
で
あ
る
。
な
ぜ
同
一
性

が
主
張
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
も
し
両
者
が
同
一
で
は
な
い
と
し

た
ら
、
即
ち
、
も
し
我
々
人
間
の
場
合
に
お
け
る
よ
う
に
、
両
者
が

別
々
で
あ
る
な
ら
ば
、
認
識
は
受
動
的
で
あ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で

あ
る
。
神
が
真
理
に
つ
い
て
持
つ
認
識
は
、
人
間
が
真
理
に
つ
い
て

持
つ
認
識
と
は
違
っ
て
、
受
動
的
で
は
あ
り
得
な
い
。
従
っ
て
、
神

が
真
理
を
真
理
と
し
て
認
識
す
る
の
は
、
真
理
が
真
理
で
あ
る
こ
と

を
神
が
意
志
す
る
か
ら
で
あ
る
と
、
つ
ま
り
、
認
識
と
意
志
と
は
同

一
で
あ
る
と
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
五
〇
）

し
か
し
、
神
は
受
動
的
で
は
な
い
（
専
ら
能
動
的
で
あ
る
）
と
い

う
こ
と
と
同
様
に
、
同
一
性
自
体
も
ま
た
神
の
概
念
に
含
ま
れ
て
い
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る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
同
一
性
は
そ
れ
自
身
も
ま
た
論
理
的

に
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際

「
神
に
お
い
て
は
、
意
志
す

、

る
こ
と
と
認
識
す
る
こ
と
と
創
造
す
る
こ
と
と
は
、
同
じ
一
つ
の
こ

と
で
あ
り
、
ど
れ
か
が
他
に
先
行
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
論
理
的
に

さ
え
な
い

」
と
言
わ
れ
る
。
ま
た
例
え
ば
、
第
三

(ne
quidem

ratione)

（
五
一
）

省
察
に
お
い
て

「
一
性
、
単
純
性
、
即
ち
神
の
内
に
あ
る
あ
ら
ゆ

、

る
も
の
の
不
可
分
離
性
は
、
神
の
内
に
あ
る
と
私
が
認
識
す
る
主
要

な
完
全
性
の
一
つ
で
あ
る
」
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
こ
で
想

（
五
二
）

起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
我
々
は
も
は
や
、
こ
う
し
た
同
一
性
を
単
な
る
論
理
的

･

概
念
的
な
要
請
と
は
看
做
さ
な
い
。
神
に
お
け
る
認
識
と
意
志
と

の
同
一
性

こ
れ
は
必
然
性
と
偶
然
性
と
の
同
一
性
で
あ

－

る
が

の
主
張
は
、
我
々
が
被
造
性
の
自
覚
に
お
い
て
経
験
す
る

－

（
五
三
）

必
然
性
と
偶
然
性
と
の
同
一
性
の
昇
華
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
を
裏

づ
け
る
も
の
で
あ
る
と
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
る
。

註

«
nom

ine
com

plector
illud

om
ne

quod
sic

in
nobis

est,

（
一
）

C
ogitationis

ut
ejus

im
m
ediate

conscii
sim

us.
»,
A
T
.
V
II.

160

«
A
tque

ita
non

m
odo

intelligere,
velle,

im
aginari,

sed
etiam

sentire,

（

）
二

idem
est

hic
quod

cogitare.
»,

,
pars

prim
a,
IX

P
rincipia

philosophiæ

A
T
.
V
II.

29

（
三
）

,
l’édition

des
de

Ferdinand

（
四
）D

escartes
Œ

uvres
philosophiques

A
lquié,

II,
422

«
...

cum
videam

,
sive

(quod
jam

non
distinguo)

cum
cogitem

m
e

（
五
）

videre
»,
A
T
.
V
II.

33

…

（
六

『
哲
学
原
理
』
Ⅰ
・

で
は

「
身
体
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
視
覚
作
用
も

）

、

9

し
く
は
歩
行
作
用
」
と

「
精
神
に
関
わ
る

「
見
て
い
る
こ
と
も
し
く
は
歩
い

、

」

て
い
る
こ
と
の
感
覚
あ
る
い
は
意
識
」
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

前
者
は
思
考
の
対
象
で
あ
る
。

G
énéalogie

de
la

psychanalyse
:

L
e

com
m

encem
ent

（
七
）M

ichel
H
enry,

,
C
hapitre

I
:
«
V
idere

videor
»

perdu

,
28

（
八
）G

énéalogie
de

la
psychanalyse

（
九
）

脱
自
的
な

は
、
対
象
的

G
énéalogie

de
la

psychanalyse,
27

videre

な
何
か
が
そ
れ
に
よ
っ
て
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
現
れ
が
現
れ

で
あ
り
得
る
の
は
、
そ
れ
が
そ
れ
自
身
に
現
れ
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
現
れ
る
こ
と
自
身
が
そ
れ
自
身
に
現
れ
る
こ
と
は
、
対
象
的
な
何
か
が

現
れ
る
こ
と
の
条
件
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
対
象
的
な
何
か
が
現
れ
る
こ
と

と
、
現
れ
る
こ
と
自
身
が
そ
れ
自
身
に
現
れ
る
こ
と
と
の
差
異
は
、
存
在
論
的

差
異
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
一
〇
）

な
お

「
究
極
的
」
と
い
う
こ

G
énéalogie

de
la

psychanalyse,
24

、

と
は
、
こ
の
場
合
、
エ
ポ
ケ
ー
の
果
て
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

A
Plem

pius,
3
octobre

1637

（
一
一
）
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,
31

（
一
二
）G

énéalogie
de

la
psychanalyse

（

）

、「

」

「

」

「

」

一
三

確
か
に

第
二
答
弁

に
付
さ
れ
た

諸
根
拠

に
お
け
る

思
考

の
定
義
の
中
で
は

「

直
接
的
に
〉
と
私
が
言
い
加
え
た
の
は
、
思
考
か
ら
結

、
〈

果
す
る
も
の
を
排
除
す
る
た
め
で
あ
る
。
例
え
ば
、
意
志
的
運
動
は
な
る
ほ
ど

意
志
を
原
理
と
す
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
思
考
で
は
な
い
の
で
あ
る
」
と
書
か

れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
ア
ン
リ
ー
は
志
向
さ
れ
も
の
だ
け
で
は
な
く
て
、
志

向
的
な
側
面
そ
の
も
の
を
排
除
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

A
T
.
V
II.

24

（
一
四
）A

T
.
V
II.

25

（
一
五
）

（
一
六
）

な
お

「

決
し
て
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
訳
し

A
T
.
V
II.

36
·····

、

、

。

た
個
所
は

テ
キ
ス
ト
で
は

と
書
か
れ
て
い
る

«
nunquam

tam
en

efficiet
»

つ
ま
り
、
能
力
を
表
す
言
葉
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。

（
一
七
）

ま
た

『
哲
学
原
理
』
Ⅰ
・

に
お
い
て
は
、
次
の
よ

A
T
.
V
II.

27

、

7

う
に
記
さ
れ
て
い
る

「
我
々
が
疑
っ
て
い
る
間

我
々
は
存

。

(dum
dubitam

us)

在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
疑
う
こ
と
は
で
き
な
い

「
思
考
す
る
者
が
思

」
。

考
し
て
い
る
ま
さ
に
そ
の
間
に

存
在
し
な
い
と

(eo
ipso

tem
pore

quo
cogitat)

考
え
る
こ
と
は
、
矛
盾
し
て
い
る

。」

C
f.
M
artial

G
ueroult,

,
I,
228

（
一
八
）

D
escartes

selon
l'ordre

des
raisons

A
T
.
V
II.

45-6

（
一
九
）C

f.
A
T
.
V
.
153

（
二
〇
）A

T
.
V
.
153

（
二
一
）

（
二
二
）
以
下
の
柄
谷
に
関
す
る
紹
介
は
、
柄
谷
行
人
『
探
究
Ⅱ
』
第
二
部
に

基
づ
く
。

（
二
三
）
我
々
は
シ
ス
テ
ム
の
中
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
う
こ
と
は
、
言

い
換
え
れ
ば
、
我
々
の
有
限
性
に
気
づ
く
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
シ
ス
テ
ム
の

外
に
出
る
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
有
限
か
ら
外
に
出
る
こ
と
で
あ
る
。

E
m
m
anuel

L
evinas,

,
12

（
二
四
）

T
otalité

et
Infini

,
20-1

（
二
五
）T

otalité
et

Infini

（
二
六
）
無
限
な
も
の
の
把
握
不
可
能
性
は
、
デ
カ
ル
ト
が
繰
り
返
し
強
調
し

(non

た
こ
と
で
あ
る

「
有
限
な
も
の
で
あ
る
私
に
よ
っ
て
は
把
握
さ
れ
な
い

。

と
い
う
こ
と
は
、
無
限
な
も
の
の
無
限
な
も
の
た
る
所
以
で

com
prehendatur)

あ
る
」(

)

。

A
T
.
V
II.

46

,
56

（
二
七
）T

otalité
et

Infini,
186

（
二
八
）T

otalité
et

Infinii,
155

（
二
九
）T

otalité
et

Infin

,
33

（
三
〇
）T

otalité
et

Infini

A
T
.
V
II.

51

（
三
一
）

,
155

（
三
二
）T

otalité
et

Infini

（
三
三
）｢

或
る
意
味
で｣

と
い
う
言
い
方
は
、
例
え
ば
「
第
四
省
察
」
に
も
見

ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
デ
カ
ル
ト
は
、
私
が
誤
る
の
は
、
意
志
の
作
用
、
即
ち
判

断
に
お
い
て
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
こ
う
し
た
意
志
の
作
用
を
「
私
が
引
き
起

し
得
る
こ
と
は
、
引
き
起
し
得
な
い
場
合
よ
り
も
、
私
に
お
け
る
或
る
意
味
で

い
っ
そ
う
大
き
な
完
全
性

で
あ
る
」

(m
ajor

in
m
e
quodam

m
odo

perfectio)

(
)

と
語
っ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
な
主
張
は
『
哲
学
原
理
』
Ⅰ
・

A
T
.
V
II.

60

37

な
ど
に
も
見
ら
れ
る
が
、
と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
指
摘
す
べ
き
こ
と
は
、
誤
り
得

る
と
い
う
我
々
の
有
限
性
を
、
デ
カ
ル
ト
は
積
極
的
に
承
認
し
て
い
る
と
い
う

。

。

こ
と
で
あ
る

有
限
性
は
越
え
ら
れ
て
し
ま
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
小
林
秀
雄
「
常
識
に
つ
い
て
」
を
参
照
。

（
三
四
）
自
覚
の
問
題
は
真
理
の
基
礎
づ
け
よ
り
も
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る｢

デ
カ
ル
ト
の
循
環｣

と
い
う
難
問
も
、
主
観
―
客
観
の
一
致
の
神
的

保
証
と
い
う
観
点
で
は
な
く
て
、
自
覚
と
い
う
観
点
か
ら
解
か
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
三
五
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
西
村
哲
一
「
デ
カ
ル
ト
の
永
遠
真
理
創
造
説

に
つ
い
て

「
普
遍
的
創
造
説
」
の
学
問
論
的
射
程

（

デ
カ
ル
ト
読
本
』

―

」
『

所
収
）
を
参
照
。

A
T
.
V
II.

8
;
cf.

A
T
.
V
II.

27,
35,

62,
90

（
三
六
）



21／デカルトと自覚の問題

（
三
七
）
こ
の
論
文
に
関
し
て
は
、
澤
田
直
「
デ
カ
ル
ト
と
サ
ル
ト
ル

無
―

差
別
の
自
由
か
ら
ジ
ェ
ネ
ロ
ジ
テ
へ

（

デ
カ
ル
ト
読
本
』
所
収
）
に
お
け
る

」
『

解
説
を
参
照
。

（
三
八
）
因
み
に
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
永
遠
真
理
創
造
説
は
『
省
察
』
に

は
存
在
し
な
い
と
か
、
潜
在
的
に
存
在
す
る
と
か
と
い
っ
た
テ
ク
ニ
カ
ル
な
論

争
に
も
、
サ
ル
ト
ル
は
関
わ
ら
な
い
。

,
I,
305

（
三
九
）Situations

（
四
〇
）
サ
ル
ト
ル
に
よ
れ
ば

「
人
間
は
そ
の
出
現
が
世
界
を
存
在
せ
し
め
る

、

存
在
で
あ
る
」
と
い
う
の
が

「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
本
質
的
な
基
礎
と
し
て
の

、

真
理
」

で
あ
る
。

(
,
I,
308)

Situations

,
I,
304

（
四
一
）Situations

（
四
二

「
理
性
と
善
を
発
明
し
、
己
自
身
と
己
自
身
へ
の
忠
実
以
外
に
限
界
を

）

持
た
な
い
絶
対
的
自
由
、
そ
れ
が
結
局
の
と
こ
ろ
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
神
の

特
権
で
あ
る
」

。

(
,
I,
307)

Situations

（
四
三

「
神
の
本
性
の
必
然
性
の
み
か
ら
、
無
限
に
多
く
の
も
の
が
絶
対
的
に

）

生
じ
る(

)

」

。

infinita
absolute

sequi
(Spinoza,

,
I,
prop.

17,
dem

.)
E

thica

A
T
.
V
II.

35-6

（
四
四
）

（
四
五
）

デ
カ
ル
ト
は
メ
ル
セ
ン
ヌ
に

「
神
は

A
M
ersenne,

27
m
ai

1630
、

諸
々
の
被
造
物
の
存
在

の
作
者
で
あ
る
と
同
様
に
、
そ
れ
ら
の
本

(exisstence)

質

)

の
作
者
で
も
あ
る
」
と
述
べ
た
後

「
こ
の
本
質
は
か
の
永
遠
真

(essence

、

理
に
他
な
ら
な
い
」
と
語
っ
て
い
る
が
、
こ
の
最
後
の
点
に
つ
い
て
ア
ル
キ
エ

は

「
本
質
と
真
理
と
の
間
に
は
等
価
性
が
あ
る
。
円
の
本
質
を
考
え
よ
う
と
、

、
円
の
半
径
は
す
べ
て
等
し
い
と
考
え
よ
う
と
、
同
じ
こ
と
な
の
で
あ
る
」
と
註

,
l’édition

des
de

F
erdinand

釈
し
て
い
る
。D

escartes
Œ

uvres
philosophiques

A
lquié,

I,
267

,
I,
306

（
四
六
）Situations,

I,
307

（
四
七
）Situations

A
M
esland,

2
m
ai
1644

（
四
八
）

«
ex

hoc
ipso

quod
aliquid

velit,
ideo

cognoscit,
et

ideo
tantum

（
四
九
）

talis
res

est
vera.

»
A
M
ersenne,

6
m
ai
1630

C
f.

,
l’édition

des
de

Ferdinand

（
五
〇
）

D
escartes

Œ
uvres

philosophiques

A
lquié,

I,
260,

264

（
五
一
）

な
お
、
こ
の
書
簡
に
お
い
て
は

「
意

A
M
ersenne,

27
m
ai

1630

、

志
す
る
こ
と
と
認
識
す
る
こ
と
」
で
は
な
く
て

「
意
志
す
る
こ
と
と
認
識
す
る

、

こ
と
と
創
造
す
る
こ
と

」
と
な
っ
て
い

(de
vouloir,

d
entendre

et
de

créer)
’

る
が

『
哲
学
原
理
』
に
お
い
て
も
類
似
の
文
章
が
見
ら
れ
る

「

神
が
感
覚

、

。

·····

す
る
な
ど
と
は
決
し
て
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
ず
、
神
は
た
だ
認
識
し
意
志
す
る

と
の
み
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
神
は
我
々
の
よ
う
に
い
わ
ば
別
々

の
活
動
に
よ
っ
て
そ
う
す
る
の
で
は
な
く
、
唯
一
の
、
つ
ね
に
同
一
で
最
も
単

純
な
能
動
に
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す
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を
同
時
に
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識
し
意
志
し
為
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（
五
二
）

（
五
三
）
神
に
と
っ
て
も
必
然
性
は
存
在
す
る
。
神
の
認
識
は
受
動
的
で
は
な

い
が
、
即
ち
神
は
真
理
を
認
識
す
る
こ
と
に
お
い
て
必
然
性
に
屈
す
る
こ
と
は

な
い
が
、
し
か
し
、
神
は
真
理
が
必
然
的
で
あ
る
こ
と
を
意
志
す
る
の
で
あ
る

か
ら
、
必
然
性
を
認
め
る
の
で
あ
る
。＊

本
稿
は
、
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
で
の
集
中
講
義
（
平
成
一
四
年
一
二

月
）
の
内
容
の
一
部
を
、
新
た
な
構
想
の
下
で
展
開
し
直
し
た
も
の
で
す
。
京

都
大
学
と
は
何
の
縁
も
な
か
っ
た
筆
者
に
貴
重
な
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た

福
谷
茂
先
生
に
、
ま
た
有
益
な
質
問
・
発
言
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
受
講
生
の
方

々
に
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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Descartes et le problème de la prise de conscience
― ―La dialecticité du cogito

Toshio JITSUKAWA

Lorsque nous réfléchissons sur nous-mêmes, le plus souvent nous nous
considérons nous-mêmes comme un objet ou comme un autre. Mais cette
objectivation n’est pas une vraie réflexion. Comment faire? Revenons au
philosophe qui a posé le au foyer de la philosophie pour la première fois. Lecogito
doute méthodique de Descartes conduisant au nous enseigne qu’il fautcogito
s’éloigner de soi-même pour atteindre soi-même. L’identité du déterminant et du
déterminé, c’est la prise de conscience sur soi-même. A ce point de vue de la
dialecticité de la conscience de soi, nous essayons examiner à nouveau certains
textes de Descartes pour lui arracher sa vraie valeur et sa vérité.

En premier lieu, en critiquant Henry qui fait radicalement opposer l’immanence
à la transcendance, nous montrons que le de Descartes est l'immanence par lacogito
transcendance. Je ne suis certain de mon existence qu’en assumant mes propres
pensées. « , ’ , cela est certain; mais combien de temps? à savoirJe suis j existe
autant de temps que je pense», dit Descartes. Moi qui suis une chose pensante, je
dois m'exprimer moi-même dans le temps. La transcendance de soi comme
expression est la réalisation même de l’immanence à soi.

En deuxième lieu, en modifiant l’interprétation par Levinas qui affirme que
l’idée de l’infini implique une âme capable de contenir plus qu’elle ne peut tirer de
soi, et que le sujet cartésien se donne un point de vue extérieur à lui-même à partir
duquel il peut se saisir, nous montrons que Descartes ne pose pas l’infini au-delà du
fini et qu’il suggère l’identité du primat de l’infini et du primat du fini. Ainsi, en

cogitoapprofondissant la notion cartésienne de l’idée de Dieu, nous y trouvons un
par lequel le fini prend conscience de sa finitude tout en étant le fini.

En dernier lieu, en développant un essai sur par Sartre quila liberté cartésienne
écrit que la liberté humaine n’est pas limitée par un ordre de vérités et de valeurs et
que notre liberté n’est bornée que par la liberté divine, nous montrons que la
nécessité des vérités éternelles, signifiant la relation entre Dieu et nous, nous fait
avoir conscience que nous avons été créés par Dieu. Ainsi, en approfondissant la
doctrine de la création des vérités éternelles, nous y trouvons un où nouscogito
avons l’expérience de l’identité de la nécessité et de la contingence.


