
869 

デ
カ
ル
ト
の

C
o
g
i
t
o
,
e
r
g
o
 
sum. 
Q

哲
學
史
的
一
考
察

か
で
は
た
い
。
明
證
説
と
い
ふ
立
場
が
彼
の
獨
自
の
方
法
を
示

六
七

た
つ
て
ゐ
る
の
か
、
．
と
い
ふ
様
た
こ
と
も
問
題
と
た
つ
て
く

あ
る
か
と
考
へ
て
見
る
と
、
そ
の
内
容
は
必
す
し
も
直
ち
に
明
た
若
し
阿
者
が
相
互
制
約
的
で
あ
る
た
ら
ば
そ
の
関
係
は
ど
う

し
乍
ら
、

遺
稼
と
し
て
残
さ
れ
た
宵
年
時
代
の
作
品
が
「
精
肺
指
導
の
規

則
」
を
研
究
し
、
叉
彼
が
謂
は
ば
専
門
的
た
哲
學
者
を
相
手
と

一
旦
デ
カ
ル
ト
の
所
謂
方
法
と
は
如
何
た
る
も
の
で

學
的
反
省
の
結
果
、
方
法
の
軍
理
さ
が
自
覺
さ
れ
た
の
か
、
峠

重
要
た
役
割
を
果
し
て
ゐ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
併

し
て
書
い
た
『
省
察
』
に
於
い
て
も
、
方
法
的
恢
疑
が
菰
め
て

あ
っ
て
は
、
生
活
そ
の
も
の
が
既
に
様
め
て
方
法
的
で
あ
る
。

ど
の
問
題
を
解
沢
す
る
と
メ
ル
セ
ン
ヌ
に
服
、
報
告
す
る
彼
に

さ
う
し
て
少
し
考
究
を
進
め
て
み
る
と
、
彼
は
い
っ
た
い
方
法

に
よ
っ
て
哲
學
の
第
一
原
理
を
見
出
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
哲

た
論
文
が
『
方
法
叙
説
』
で
あ
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
た
く
、

賓
践
そ
の
も
の
が
方
法
的
で
あ
る
と
き
言
へ
る
。
何
時
ま
で
に

デ
カ
ル
ト
の
哲
學
を
特
色
づ
け
る
根
本
的
た
概
念
の
一
っ
と

、、

し
て
、
方
法
を
學
げ
る
こ
と
が
出
末
る
。
彼
が
最
初
に
公
刊
し

彼
の
分
析
的
方
法
も
、
彼
の
哲
學
に
と
つ
て
、
決
し
て
第
一
一
義

的
た
も
の
た
る
に
は
留
ま
ら
た
い
。
の
み
た
ら
す
、
彼
に
あ
っ

て
は
學
説
に
於
い
て
方
法
が
重
要
で
あ
る
だ
け
で
た
く
、
彼
の

し
て
ゐ
る
と
も
言
へ
や
う
が
、
叉
解
析
幾
何
と
し
て
結
晶
す
る

澤

演

デ

カ

Jv

ト
の
Cogito,
e
r
g
o
 
sum. 
の
哲
學
史
的
一
考
察

久

敬



870 

そ
れ
で
は
、

そ
の
直
観
と
は
如
何
た
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
我

に
、
そ
の
直
観
を
も
つ
て
ぬ
た
の
だ
、
と
い
ふ
反
駁
が
出
る
か

plici 
m
e
n
t
i
s
 
intuitu 
(
『
省
察
』
「
第
二
舞
妄
」

A.T.
V
I
I
.
 
p. 

r
4
0
.
)
 

..IJ
言
ふ
デ
カ
ル
ト
自
身
の
言
葉
を
信
頼
し
度
い
と
思
ふ
。

も
の
で
は
た
い
、

デ
カ
ル
ト
は
考
へ
る
毎
に
、

或
は
寧
ろ
常

p. 
2
1
.
)

の
で
あ
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
が
何
時
も
っ
た
直
観
と
い
ふ

黙
で
は
、
我
々
は
「
精
紳
の
箪
純
た
る
直
観
に
よ
つ
て
」

S
i
m
`
 

こ
と
．
に
就
い
て
は
、
今
日
で
は
異
論
は
た
い
で
あ
ら
う
。
そ
の

と
言
ふ
可
き
も
の
で
は
た
く
、

「
私
が
考
へ
る
時
間
だ
け
私
は
あ
る
（
『
省
察
』
「
第
二
」

A.
T. IX. 

デ
カ
ル
ト
が
自
ら
言
ふ
通
り

デ
カ
ル
ト
の

Oogito, 
e
r
g
o
 s
u
m
.
 
は
そ
の
外
見
に
も
拘

は
ら
ャ
、
内
容
的
に
は
決
し
て
―
―
一
段
論
法
で
た
＜
直
観
で
あ
る

併
し
乍
ら
、

こ
の
様
た
問
ひ
方
に
謝
し
て
は
、
そ
れ
は
何
時

た
さ
れ
た
か
を
考
へ
て
み
た
い
。

先
づ
「
私
は
思
ふ
、
だ
か
ら
私
は
あ
る
」
と
い
ふ
直
観
が
何
時

．
げ
、
そ
れ
に
一
つ
の
解
繹
を
典
へ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
彼
の
方

法
論
研
究
へ
の
第
一
歩
を
試
み
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

私
は
、
今
、

e
r
g
o
 s
u
m
.
 を
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
為
に

ら
た
い
。

そ
の
様
た
立
場
に
於
い
て

Cogito,

的
研
究
と
思
想
疲
逹
史
的
見
地
も
、
決
し
て
忽
ぜ
に
し
て
は
た

ふ
、
だ
か
ら
私
は
あ
る
。
」

0
ogito, 
e
r
g
o
 s
u
m
.
 
を
取
り
あ

の
で
は
た
い
。
た
ゞ
純
哲
學
史
的
た
立
場
か
ら
彼
の
「
私
は
思

は
今
そ
れ
ら
凡
て
の
問
題
に
盤
合
的
た
解
決
を
施
さ
う
と
す
る

そ
の
や
う
た
仕
方
が
主
で
あ
っ
た
様
に
恩
ふ
°
併
し
乍
ら
、
こ

の
や
う
た
問
題
に
弼
し
て
は
、
哲
學
史
的
た
立
場
、
部
ち
文
献

を
決
定
す
る
こ
と
が
出
末
、
従
末
普
通
た
さ
れ
て
き
た
の
は
、

る
よ
り
も
造
か
に
複
雑
た
問
題
を
我
々
に
提
供
し
て
ゐ
る
。
私

哲
學
研
究

第
一
―
ー
百
十
九
戟

る
。
痺
す
る
に
、
デ
カ
ル
ト
の
方
法
と
い
ふ
も
の
は
、

す
る
こ
と
に
よ
り
、
純
理
論
的
に
、
憫
系
的
に
、
そ
れ
の
内
容

一
見
す
我
は
こ
の
問
題
に
蜀
し
て
、
デ
カ
ル
ト
の
哲
學
誅
全
罷
を
反
省

六
八
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ヂ
カ
を
卜
の

Cogito,
ergo 
sum. 
Q

哲
學
史
的
一
考
察

六
九

直
観
で
あ
り
、
悪
院
の
泄
界
か
ら
光
明
の
牲
界
に
出
た
彼
は
、

そ
れ
を
結
論
か
ら
述
べ
る
と
、
私
は
彼
の
感
激
は
厳
密
に
言

し
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
。
そ
れ
は
部
ち

0
ぷ
rto,
e
r
g
o
 
sum. 

あ
る
が
、
そ
の
前
に
、
彼
の
感
激
の
内
容
を
、
も
少
し
明
か
に

せ
ね
ば
た
ら
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
否
定
し
て
は
肯
定
し
、
肯

あ
る
。
併
し
そ
れ
に
は
設
明
が
必
要
で
あ
る
。
私
は
そ
れ
を
彼

も
知
れ
た
い
。
し
か
し
、

こ
の
黙
に
こ
そ
歴
史
的
立
場
が
大
切

部
ち
、
「
考
へ
る
間
中
、
私
は
あ

る
、
と
い
ふ
こ
と
」
そ
れ
に
間
違
ひ
は
た
い
°
け
れ
ど
も
最
初

こ
と
は
様
め
て
重
要
で
あ
る
。
何
故
た
ら
、

に
デ
カ
ル
ト
が
こ
の
直
観
を
得
た
の
は
何
時
で
あ
る
か
と
問
ふ

一
旦
も
っ
た
直
観

を
す
る
こ
と
と
、
自
ら
憐
ん
で
始
め
て
そ
の
直
観
を
身
を
も
っ

ロ
ン
プ
ス
の
卵
が
よ
く
語
っ
て
ゐ
る
。
し
か
も

0
,gito, 
e
r
g
o
 

sum. 
を
見
出
す
為
に
は
、

デ
カ
ル
ト
は
一
生
一
度
の
懐
疑
を

定
し
て
は
否
定
し
、
悩
み
、
苦
し
み
、

2
+
3
1
1
5

さ
へ
も
疑

つ
て
、
思
惟
す
る
ご
と
に
間
違
ふ
と
い
ふ
絶
憫
絶
命
の
枠
頭
に

．
 

立
た
さ
れ
、
そ
こ
で
醜
然
と
悟
っ
た

O
o
g
i
t
o
,
e
r
g
o
 sum. で

あ
る
。
そ
れ
は
直
観
と
い
ふ
言
葉
で
表
す
に
ほ
強
す
ぎ
る
租
の

を
顎
見
し
」
彼
が
「
感
激
に
満
さ
れ
た
日
」
と
考
へ
た
い
の
で

て
賓
感
す
る
ご
と
と
の
相
逮
は
、
卑
近
た
例
で
は
あ
る
が
、
コ

を
重
ね
て
も
っ
た
り
、
他
人
か
ら
示
さ
れ
て
自
分
も
そ
の
憫
駿

た
の
で
は
た
い
か
と
思
ふ
。

月
十
日
と
み
た
い
の
で
あ
る
。
郁
ち
「
驚
く
可
き
學
問
の
基
礎

の
有
名
た
三
つ
の
夢
を
手
懸
り
と
し
て
進
め
て
ゆ
き
た
い
の
で

の
内
容
の
問
題
で
あ
る
。

日
は
何
時
で
あ
っ
た
ら
う
か
。
私
は
そ
れ
を
一
六
一
九
年
十

長
く
省
察
し
て
一
暦
深
く
記
憶
の
内
に
刻
む
為
に
、
し
ば
ら
く

此
虞
で
留
ま
ら
う
。
」
（
『
省
祭
』
「
第

1

1

」

A.T. IX. p. ~6.) 

,JJ
さ

ヘ
言
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
の

O
o
g
i
t
o
,

e
r
g
o
 
sum. 
を
こ
の
や
う
に
彼
の

一
生
の
記
念
す
可
き
一
時
期
に
た
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
期

へ
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
デ
カ
ル
ト
も
「
こ
の
新
し
い
認
識
を

全
身
全
魂
を
揺
り
動
か
す
感
激
を
味
っ
た
で
あ
ら
う
と
さ
へ
考
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冤
言
ふ
ま
で
も
た
く
、
『
省
察
』
は
『
方
法
叙
説
』
よ
り
後
に

E
咽
が
、

さ
う
し
て

E
g
o
existo. 
が、

た
い
」
（
同
上
）
と
い
ふ
彼
の
言
葉
も
同
様
の
こ
と
を
語
っ
て
ゐ

cogito, 
e
r
g
o
 
s
u
m
,
 

sive 
existo 

欺
く
と
す
れ
ば
、
私
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
ど
う
し
て
も
疑
．
ヘ

そ
こ
で
は

Cogito,
e
r
g
o
 s
u
m
.
 

と
は
た
っ
て
ゐ
ャ
、

E
g
o
 

我
の
存
在
の
確
賓
さ
が
問
題
と
た
つ
て
ゐ
る
。

．
．
 

Je 
s
m
s
.
 
の
羅
典
謁
を
見
る
こ
と
に
よ
つ
て
強
調
せ
ら
れ
る
。

の
預
見
に
あ
っ
た
の
で
は
た
い
か
と
考
へ
る

は
、
私
が
そ
れ
を
口
に
言
ひ
、
心
に
抱
く
ご
と
に
必
然
的
に
買

ト
の
感
激
は
「
私
は
思
ふ
、
だ
か
ら
私
は
あ
る
」
こ
と
よ
り
も

て、

E
怒
s
u
m
,
e
怒
existo.

が
イ
ク
リ
ッ
ク
に
さ
へ
さ
れ

ふ
た
ら
ば

Cogito,
erg.J s
u
m
.
 で
は
た
く
、
「
我
あ
り
」

E
咽

哲
學
窮
究

第

1=＝
日
十
九
緯

s
u
m
.
 
の
壼
見
の
撤
宴
で
あ
っ
た
と
解
さ
う
と
す
る
°
勿
論
、

デ
カ
ル
｝
は
『
方
法
叙
耽
』
に
於
い
て
は
「
私
は
考
へ
る
、
そ

れ
故
に
私
は
あ
る
」

J

e
 pense, d
o
n
e
 je 
suis. 
(
『
デ
カ
だ
ト

選
集
』
第
一
巻
空
―
―
頁
、

A.
T
.
 
VII. p. 3
3
.
)
'
と
言
っ
て
ゐ
る
。

『
省
察
』
に
於

併
し
こ
の
表
現
は
『
省
察
』
に
は
存
し
た
い
。

、
、
、
、
.
‘
、
、
、
、

い
て
は
、
彼
は
「
私
は
あ
る
、
私
は
存
在
す
る
と
い
ふ
命
題

で
あ
る
」
と
述
ぺ
て
ゐ
る
o
(
『
省
察
』
「
第
1

1

J
A
.
 T. IX. p. 1
9

)

 

郁
ち
こ
こ
で
は

Cogito,
e
r
g
o
 s
u
m
,
 
の
明
證
性
よ
り
も
、

「
悪
魔
が
私
を

公
刊
さ
れ
て
ゐ
る
°
併
し
、
そ
の
下
瞥
き
は
既
に
一
六
二
八
ー

九
年
に
た
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
九
ヶ
月
の
専
心
に

思
想
を
張
展
的
に
見
る
限
り
、

た
形
で
あ
る
と
み
て
い
い
と
思
ふ
。
さ
う
し
て
、
其
虚
に
於
い

て
出
て
わ
る
（

A.
T. VIII. p. 2
5
)
 

「
私
が
あ
る
！
」

の
で
あ
る
。
こ
の
氣
持
は
『
方
法
叙
説
』
の

J
e
 pense, d
o
n
e
 

こ
と
が
そ
こ
で
は
示
さ
れ
て
ゐ
る
。

さ
て
、

の
を
見
る
時
、
デ
カ
ル

と
た
つ
て
ゐ
る
。

gP
ち

特
に
重
要
で
あ
る

こ
の
や
う
に
「
我
あ
り
」
を
も
つ
て
デ
カ
ル
ト
の
原

『
省
察
』
の
方
を
寧
ろ
原
始
的

ら
れ
て
行
っ
た
も
の
と
す
る
た
ら
ば
●
我
々
は
、
デ
カ
ル
ト
の

ス
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
て
、
彼
の
研
究
が
宇
宙
論
へ
向
け
換
ヘ

よ
っ
て
出
末
上
り
か
け
て
ゐ
た
時
、
幻
日
の
問
題
が
レ
ネ
リ
ウ

七

0



873 

デ
カ
ル
ト
の

C
~
g
i
t
Q
,

ergo sum. 
Q

哲
學
史
的
一
考
察

語
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
場
合
「
心
た
ら
す
も
」
聘
拝
堂
に
導
か
れ

七

と
い
ふ

O
l
y
m
p
i
c
a
た
る
書
物
の
表
題
が
す
で
に
、

デ
カ
ル

と
こ
ろ
が
彼
は
自
ら
夢
の
中
で
そ
の
夢
を
解
繹
し
、
目
覺
め
て

う
関
係
す
る
で
あ
ら
う
か
°
勿
論
、

註
一

て
、
夢
は
賠
く
可
き
學
問
の
基
礎
の
預
見
の
た
さ
れ
た
営
夜
み

っ
た
と
考
へ
る
。
で
は
、
そ
の
夢
は
如
何
に
解
さ
れ
る
可
き
で

あ
ら
う
か
。
第
一
の
夢
、
即
ち
大
風
が
彼
を
綾
拝
堂
へ
引
き
っ

異
常
た
筵
感
に
浸
つ
て
ゐ
た
こ
と
を
告
げ
る
も
の
と
解
し
て
い

あ
り
、

(A.
T. X
I
I
.
 ・p. 
4
9
)
 

そ
の
夢
の
話
の
記
さ
れ
て
ゐ
た

ト
自
身
、
自
分
を
超
え
た
も
の
の
力
を
得
た
と
感
じ
た
こ
と
を

か
ら
示
さ
れ
た

E
s
t
et 
n
o
n
「
然
り
と
否
↑
の
句
で
あ
る
。

ト
自
ら

H
u
y
g
e
n
s
及
び
ラ
イ
。
フ
ニ
ッ
ツ
に
語
っ
て
ゐ
る
の
で

生
の
道
い
か
に
？
」
の
句
の
書
か
れ
た
詩
集
、
並
び
に
、
ひ
と

い
で
あ
ら
う
。
そ
の

E
n
t
h
o
u
s
i
a
s
m
e
に
就
い
て
は
、
デ
カ
ル

夢
に
見
た
辮
響
と

Q
u
o
d
vitae 
s
e
c
t
a
b
o
r
 iter? 
「
探
ぬ
る

後
も
た
ほ
そ
れ
を
綾
け
て
ゐ
る
。
郎
ち
彼
は
辟
書
を
も
つ
て
一

切
の
學
問
の
全
憫
と
し
、
詩
人
に
つ
い
て
は
「
彼
自
身
い
ま
だ

窺
は
れ
る
。
そ
こ
で
問
題
は
第
三
の
夢
に
移
る
。
部
ち
、
彼
が

に
彼
は
雷
に
打
た
れ
た
と
い
ふ
夢
、
に
つ
い
て
は
、
彼
が
或
る

と
恩
つ
て
ゐ
た
方
向
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
ゐ
る
の
に
よ
っ
て
も

れ
て
い
っ
た
と
い
ふ
夢
、
及
び
第
二
の
夢
、
帥
ち
鋭
い
―
H

日
と
共
他
面
に
於
い
て
彼
は
自
分
の
導
か
れ
た
方
向
が
自
分
も
行
か
う

デ
カ
ル
ト
に
と
つ
て
も
茸
ハ
れ
が
全
然
悪
た
の
で
た
い
こ
と
は
、

え
た
で
あ
ら
う
こ
と
は
十
分
想
像
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。
併
し

登
見
を
し
た
の
で
は
た
く
、
感
激
の
餘
韻
が
そ
の
夜
の
夢
と
た

ら
れ
た
も
の
と
す
る
。
帥
ち
、
夢
の
時
示
に
よ
っ
て
彼
が
そ
の

我
々
は
バ
イ
エ
に
従
っ

し
て
そ
れ
が
主
我
的
主
意
的
た
デ
カ
ル
ト
に
は
一
種
の
悪
と
見

る
の
が
、
麓
験
者
の
氣
持
で
は
た
い
か
と
考
へ
ら
れ
る
。
さ
う

し
一
生
一
度
の
感
得
と
い
ふ
場
合
、
そ
れ
は
自
分
一
人
の
力
で

た
さ
れ
た
と
考
へ
る
に
は
餘
り
に
偉
大
た
も
の
で
あ
る
と
見
え

始
的
直
観
と
す
れ
ば
、
こ
の
疲
見
の
感
激
と
三
つ
の
夢
と
は
ど
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
或
は
不
自
然
と
も
思
は
れ
よ
う
が
、
し
か
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様
に
幾
何
學
と
す
れ
ば
そ
れ
と
夢
と
の
開
係
が
明
か
で
は
た

何
故
た

慮
に
入
れ
た
が
ら
、

第
一
ー
ー
百
十
九
韓

Q
u
o
d
 vitae s
e
c
t
a
b
o
r
 iter? 
は
、
細
者
の
良
い
忠
告
と
見
、

E
s
t
 et 
n
o
n
,
 
は
濯
と
偽
の
象
微
と
解
い
て
ゐ
る
0

デ
カ
ル
ト

・
自
身
の
こ
の
夢
の
解
繹
は
其
の
後
の
デ
カ
ル
ト
註
繹
者
の
解
繹

よ
り
も
一
暦
参
考
と
す
可
き
も
の
で
あ
ら
う
。
私
は
そ
れ
を
考

「
驚
く
可
き
學
問
の
基
礎
」
た
る
も
の
の

理
解
に
一
つ
の
試
み
を
し
よ
う
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

ら
、
シ
ャ
ル
ル
・
ア
ダ
ン
の
様
に
、
驚
く
可
き
學
問
の
基
礎
を

も
つ
て
、
普
逼
學
又
は
代
敷
學
の
改
革
又
は
一
切
の
性
質
を
線

に
よ
っ
て
表
現
じ
線
自
身
を
代
敷
記
琥
に
よ
っ
て
表
現
す
る
こ

と
解
す
る
こ
と
は
餘
り

と
等
(
A
.
T. X
I
I
.
 
p
.
 
5
0
 
et 
suiv.) 

註――

に
漠
然
に
過
ぎ
、

lJ
ア
ー
ル
の
様
に
方
法
と
解
す
る
場
合
に
は

Q
u
o
d
 vitae 
s
e
c
t
a
b
o
r
 iter
●

如

5

ち
逆
に
言
っ
て
「
未
苓
道

註―――

は
鋪
ら
れ
て
ゐ
た
い
」
と
い
ふ
氣
持
と
合
は
す
、
ア
ム
ラ
ン
の

く、

G
.
o
o
h
e
n
の
様
に
新
に
し
て
普
遍
的
た
學
の
告
示
と
明

そ
の
恩
寵
か
ら
見
は
た
さ
れ
て
ゐ
た
い
啓
示
と
堡
感
」
と
解
し
、

哲
學
研
究

大
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
は
屎
へ
た
5,;o

然
る
に
、
他
方
、
デ
カ

ル
ト
は
夢
の
事
件
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
一
生
の
最
重
要
事
件

と
の
畝
喜
は
大
き
い
。
こ
の
表
見
は
彼
の
哲
學
的
生
涯
の
一
重

で
あ
ら
う
し
、
ま
し
て
自
分
が
そ
の
啓
示
を
受
け
た
と
い
ふ
こ

性
の
壺
見
は
彼
に
紳
の
啓
示
か
と
も
思
ば
れ
る
感
激
を
典
へ
た

か
す
為
に
求
め
た
正
に
そ
の
一
貼
で
あ
る
。
こ
の
絶
競
的
確
賓

つ
て
は
「
私
は
あ
る
」
の
疲
見
は
ア
ル
キ
メ
デ
ス
が
地
球
を
動

私
の
解
繹
を
率
直
に
述
べ
ょ
う
。
私
は
こ
こ
に
「
私
は
あ
る
」

の
直
観
を
も
つ
て
き
た
い
の
で
あ
る
。
賓
際
、
デ
カ
ル
ト
に
と

さ
て
、
我
々
の
解
糠
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
私
は
最
初
か
ら

A. Baillet :
 La
 vie d
e
 
Mr• 

D
e
s
 ,
 
cartes. 
rec!uite 
e
n
 

abr€gce. 

16~p. 

p. 
4
5
.
 

Liard: 
Descartes. 
p. 
1
0
7
.
 

H
a
m
e
l
i
n
:
 L
e
 s
y
s
t
e
m
e
 d
e
 Descartes, 
p. 
44・

た
り
は
し
た
い
か
と
憫
れ
る
の
で
あ
る
。

示
し
て
し
ま
ふ
場
合
に
は
、

『
基
礎
』
と
い
ふ
言
葉
が
不
要
と

七
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デ
カ
ル
ト
の

Cogito,
e
r
g
o
 
sum. Q
哲
學
史
的
一
考
察

七

と
い
ふ
た
ら
學
問
の
み
た
ら
す
生
活
の
方
法
を
も
含
め
て
の
全

い
か
た
る
道
を
辿
る
可
き
で
ふ
る
か
。
そ
れ
は
デ
カ
ル
ト
に
も
方
法
」
で
F'
，
っ
た
と
す
る
解
繹
は
正
確
で
は
た
い
。

「
方
法
」

そ
れ
は
如
何
に
し
て
建
立
さ
る
可
き
で
あ
る
か
。
そ
の
為
に
は

惹
の
全
髄
的
把
握
を
意
味
｛
，
る
、
そ
れ
が
も
つ
ば
ら
「
學
問
の

學
問
は
デ
カ
ル
ト
炉
一
刻
も
忘
れ
ぬ
不
動
の
學
で
あ
る
。
が
、

も
の
は
輩
た
る
基
礎
に
す
ぎ
た
い
。
そ
の
上
に
建
設
さ
る
可
き

言
は
ね
ば
た
ら
た
い
。
併
し
乍
ら
こ
の
様
に
し
て
褻
見
さ
れ
た

8
)

の
た
い
方
法
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
た
い
。
と
も
か
く
、
彼
が

九
年
十
一
月
十
日
で
あ
っ
た
こ
と
は
様
め
て
可
能
的
た
こ
と
と

で
あ
る
と
す
る
た
ら
ば
、

そ
の
日
炉
彼
の
感
激
の
日
、

一
六

は
彫
く
と
も
或
る

l

日
、
忽
然
と
し
て
彼
の
心
を
照
し
た
も
の

た
る
も
の
が
、
今
迄
述
べ
て
き
た
や
う
に
、
或
る
一
瞬
間
、
或

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
う
し
て
若
し

た
ほ
不
明
で
あ
る
。
ゃ
う
や
く
に
し
て
見
出
し
た
學
問
の
甚
礎

徳
士
の
言
は
れ
る
通
り
、

「
唯
の
徴
光
」
に
過
ぎ
す
、
行
く
末

を
恩
つ
て
は
彼
は
「
不
安
と
焦
燥
」
に
お
そ
は
れ
た
こ
と
で
も

註
―
―

あ
ら
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
夢
醒
め
て
翌
日
、
彼
は
箕
理
の
探
求

利
た
る
ロ
レ
ッ
ト
の
聖
母
に
彼
を
紳
に
と
り
た
す
様
に
乞
ひ
、

そ
の
震
地
へ
の
徒
歩
巡
親
さ
へ
も
誓
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
彼

が
方
法
に
つ
い
て
既
に
知
り
得
た
こ
と
が
あ
る
た
ら
ば
、
そ
れ

は
箕
と
個
の
方
法
、
部
ち
中
泄
的
た
中
間
的
箕
理
（
＜
苔

isem-

b
l
a
n
c
e
)
 (
『
デ
カ
ル
ト
選
集
』
第
一
巻
十
六
頁
参
照

Cf.

A
T
.
 VI. p
.
 

喪
見
し
た
驚
く
可
き
學
問
の
基
礎
は
簡
箪
に
方
法
で
あ
る
と
は

考
へ
ら
れ
た
い
。
そ
れ
は
野
田
又
夫
氏
の
言
ば
れ
る
様
に
「
細

C
o
g
i
t
o
,
 
e
r
g
o
 
sum. 

く
の
小
村
の
煽
部
屋
で
あ
っ
た
こ
と
は
一
般
に
承
認
さ
れ
て
ゐ

に
お
い
て
自
分
を
照
し
導
か
れ
る
や
う
に
と
紳
に
祈
り
、
伊
太

か
ら
救
は
れ
た
の
は
一
六
＿
九
年
の
初
冬
、
恐
ら
く
ウ
ル
ム
近

る
°
殊
に
デ
カ
ル
ト
が
方
法
的
懐
疑
に
入
り
、
さ
う
し
て
そ
れ

を
一
つ
の
こ
と
と
す
る
こ
と
は
そ
れ
程
無
理
で
は
た
い
と
考
へ

註
一

と
判
断
し
た
と
、
バ
イ
エ
ぱ
告
げ
て
ゐ
る
。
従
つ
て
こ
の
二
つ

も
、
彼
が
こ
れ
か
ら
進
ま
う
と
す
る
未
末
に
封
し
て
は
、
朝
永
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―
-
、
朝
永
一

1

一
十
郎
著
『
デ
カ
ー
ト
』

1

一
十
四
頁

d
o
t
e
r
a
s
 1
、

h
u
m
a
.
u
i
t
e
d
e
 la, 
s
c
i
e
n
c
e
 1
m
i
v
e
r
s
e
l
l
e
.
"
 
(p. 

一、

Baillet.
0
 p. 
cit. 
p. 
47・ 

あ
る
と
解
し
た
い
の
で
あ
る
。

「
驚
く
可
き
學
問
」
で
は
た
く
、
驚
く
可
き
學
問
の
「
基
礎
」
で

ト
に
は
十
分
知
ら
れ
て
ゐ
た
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で

S
u
m
は

道

(iter)
(
o
o
o
c
;
-
)
部
ち
方
法
（
A
と
。
8
0
へ
）
は
た
ほ
デ
カ
ル

l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 d
e
 t
o
u
t
e
s
 
les 
s
c
i
e
n
c
e
s
 
t
u
 
d
o
i
s
 
l'edifier 

c
o
m
m
.
e
 e
u
x
 a
 t
o
n
 inspiration: 
laisse 
d
e
 c
o
t
e
 
l'en ,
 

s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
livres ;
 les 
g
e
r
m
e
s
 d
e
 r;cience 
q
u
i
 

s
o
n
t
 e
n
 
toi 
s
e
 
d
e
v
e
l
o
p
p
e
r
o
n
t
 
s
p
o
n
t
a
n
e
m
e
n
t
 et 
t
u
 

• 

pn.r 
to1 1s em
e
 
i
m
i
t
e
 
e
n
 
cel11 
les 
p
o
e
t
e
s
,
 
fie ,
 
toi 

「
基
礎
」
と
し
て
學
問
が
建
設
さ
れ
る
可
き
で
あ
る
が
、

そ
の

種
は
自
ら
寝
展
し
、
汝
は
人
類
に
将
遥
學
を
典
へ
む
。
」

"
V
a
,

感
を
信
ぜ
よ
。
害
物
の
数
へ
を
拾
て
よ
。
汝
の
内
た
る
學
問
の

と
を
主
張
し
て
ゐ
る
。
結
局
、
我
々
は
一
六
一
九
年
十
一
月
十

カ
ル
ト
は
こ
こ
で
も
唯
一
の

E
g
o

が
出
骰
黙
と
た
る
可
き
こ

様
に
言
ひ
得
た
い
か
と
言
っ
て
ゐ
る
。
郎
ち
「
行
け
。

一
切
の

の
苦
傍
に
成
る
も
の
に
見
ら
れ
る
ほ
ど
の
完
全
性
は
無
い
。
」

に
か
4
り
色
々
寄
せ
集
め
ら
れ
た
仕
事
に
は
、
し
ば
し
ば
一
人

ヽ
が
方
法
で
は
あ
り
得
た
い
こ
と
を
も
色
々
逃
べ
て
ゐ
る
が
（
五

的
直
観
を
、

そ
の
墨
問
的
側
面
に
闊
す
る
限
り
」
に
於
い
て
デ

第
一
ー
一
百
十
九
琥

註―――

儒
的
ロ
ゴ
ス
と
い
ふ
可
き
で
あ
る
。
」
さ
う
し
て
「
こ
の
全
儒

カ
ル
ト
は
次
の
様
に
言
っ
て
ゐ
る
。

「
さ
ま
ざ
ま
の
棟
梁
の
手

（
『
デ
カ
ル
ト
選
集
』
第
一
巻
―
-
+
]
頁

A.
T. VI. p. 
II)
郎
玉
デ

日
の
疲
見
を
も
つ
て
「
我
あ
り
」
の
確
質
さ
で
あ
り
、
そ
れ
を

哲
學
研
究

こ
の
黙
に
就
い
て
は

G
.
M
i
l
b
弓
(1
:
 Descar1;es 
s
:
w
a
n
t
.
 

に
多
く
の
同
感
を
感
じ
る
。

彼
は
「
驚
く
可
き
學
問
の
基
礎
」

十
四
頁
）
、
彼
の
夢
の
解
繹
は
興
味
深
い
。
彼
は
、
デ
カ
ル
ト
は

紳
の
お
告
げ
を
聴
い
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
紳
の
言
葉
は
次
の

學
問
の
全
憫
を
汝
自
ら
建
設
す
可
し
。
詩
人
に
倣
ひ
、
汝
の
霙

一
、
野
田
叉
夫
著
『
デ
カ
ル
ト
』
十
六
頁

七
四
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ヂ

カ

た

卜

の

Cogito,
ergo 
s
u
m
.
 
Q

哲
學
史
的
一
考
察

・
‘
‘
 

へ
ら
れ
た
い
。
し
か
も
デ
カ
ル
ト
は
容
u
d
i
e
r
e
n
 m
0
1
 ,
 
m
e
m
e
 

た
る
羅
典
語
も
必
す
し
も
我
々
の
解
繹
に
反
す
る
も
の
と
も
考

要
は
た
い
で
あ
ら
う
。
氏
が
よ
り
正
確
た
繹
語
と
す
る
s
e
m
e
l

註

て
ゐ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ら
う
。

七
五

R
e
n
e
 
Descartes :
 Discours 
c
L
 la 
me, hocte. 
T
e
x
t
e
 

et 
c
o
m
m
e
n
t
a
i
r
e
.
 
par 
Et. 
Gilson. 
p. 
1
5
 0
 
et 
suiv. 

若
し
そ
の
ま
4
で
解
し
う
る
場
合
、
そ
れ
を
殊
更
別
に
取
る
必

『
方
法
叙
説
』
に
於
い
て
u
n
j
o
n
r
と
言
っ
て
ゐ
る
こ
と
を
、

カ
ル
ト
は
此
虞
で
自
分
自
身
た
る
も
の
に
特
別
の
闊
心
を
向
け

勺
に
、

H
 

熟
設
す
る
桓
そ
の
正
確
さ
が
強
く
感
ぜ
ら
れ
て
く
る

は
た
く
、

或
る
日
u
u
j
o
u
r
を
ジ
ル
ソ
ン
は
厳
密
に
は
「
或
る
一
日
」
で

註

た
ゞ
漠
然
と
或
る
時
と
解
し
て
ゐ
る
。
併
し
、

箇
所
に
就
い
て
は
私
は
た
ほ
断
定
を
下
し
得
た
い
。
た
だ
、
デ

一
般

る
を
得
た
い
の
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
、

に
再
び
Q
u
o
d
vitn,e 
sect:tbor iter? 
の
句
を
思
ひ
出
さ
ざ

『
方
法
叙
説
』
の
こ
の

く
決
心
し
た
」
と
第
一
部
の
終
り
近
く
で
語
っ
て
ゐ
る
。
こ
の

cboisir 
les 
c
h
e
m
i
u
s
 

「
或
る
日
わ
た
く
し
は
私
自
身
を
深
く
研
究
し
よ
う
、

て
辿
る
可
き
道
を
揮
ぶ
為
に
私
の
精
紳
の
全
力
を
盛
さ
う
と
堅

あ
ら
う
か
。
ま
し
て
そ
の
時
の
デ
カ
ル
ト
の
問
題
が
道
を
捧
ぶ

さ
う
し

間
と
い
ふ
大
き
た
書
物
に
も
満
足
し
た
か
っ
た
デ
カ
ル
ト
は

た
彼
が
そ
の
自
分
を
掘
り
下
げ
、
自
分
の
内
に
研
究
の
歩
を
進

を
典
へ
る
か
も
知
れ
た
い
。
學
校
の
學
問
に
飽
き
足
ら
す
、
批

「
彼
の
精
紳
の
歴
史
」
部
ち
『
方
法
叙
唸
』
も
或
は
我
々
に
同
意

し
よ
う
」
と
言
ふ
の
で
は
た
く
、
又
こ
れ
か
ら
「
自
分
を
研
究

た
ほ
、
こ
の
問
四
に
闊
し
て
は
デ
カ
ル
ト
自
身
の
書
い
た

11101110
と
も
言
っ
て
ゐ
た
い
。
部
ち
彼
は
箪
に
「
獨
力
で
研
究

5
8
)
 

と
言
ぴ
、

etuc1ier 
m
o
i
 ,
 
m
e
m
e
 ,>J
も

etuc1ier
p
a
r
 m

o
i
 ,
 

し
よ
う
」
と
い
ふ
の
で
も
た
い
。
既
に
自
分
の
存
在
を
承
認
し

め
よ
う
と
い
ふ
の
が
容
且
i
e
r
e
n
 m
o
i
-
m
e
m
e
で
は
た
い
で

で
あ
る
の
を
見
る
時
、
我
々
は
こ

4
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極
め
て
順
序
正
し
い
説
明
を
典
へ
て
ゐ
る
。
帥
ち
「
私
は
あ
る
」

か
と
自
ら
問
ひ
、
私
は
「
恩
ふ
も
の
」

u
n
e
c
h
o
s
e
 qui p
e
n
s
e
 

見
易
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
勿
諭
、

こ
の
様
た
思
索
の
褻
展
は
餘

り
に
形
式
的
に
順
序
づ
け
る
こ
と
は
危
瞼
で
あ
る
。
む
し
ろ
質

だ
か
ら
私
は
あ
る
」
と
い
ふ
形
式
が
成
立
す
る
こ
と
は
穣
め
て

で
あ
る
と
答
へ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
ま
で
く
れ
ば
「
私
は
思
ふ
、

で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
延
長
の
自
然
學
が
建
設
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
と
た
る
の

規
準
で
あ
る
。

そ
こ
で
彼
は
問
題
を
そ
こ
へ
移
し
、

e
r
g
o
 s
u
m
.
 
の
確
か
さ
は
一
骰
何
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
と
問

ひ
、
そ
れ
は
明
證
的
で
あ
る
か
ら
と
考
へ
、
明
證
性
を
有
つ
も

S
u
m
以
外
に
明
證
的

た
る
も
の
を
求
め
て
、
物
質
に
於
け
る
延
長
性
を
明
證
と
し
、

の
は
凡
て
箕
で
あ
る
と
一
般
化
し
て
、

ヽ

こ
と
を
知
っ
た
デ
カ
ル
ト
は
、
そ
こ
で
そ
の
私
と
は
何
で
あ
る

Oogito, 

共
れ
に
到
し
て
は
デ
カ
ル
ト
が
『
省
察
』
「
第
二
」

に
於
い
て

め
て
ゐ
る
も
の
は
不
動
の
學
で
あ
り
、
何
よ
り
も
先
づ
腱
理
の

箆
g
o
s
u
m
.
 Q
闘
係
は
ど
う
た
る
の
で
あ
ら
う
か
。
し
か
し
、

た
こ
と
が
導
き
出
さ
れ
る
で
あ
ら
う
か
。
デ
カ
ル
ト
が
常
に
求

で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
よ
り
も
先
づ
、

E
g
o
 s
u
m
 AJ 
Oogito, 

で
は
、
次
に
、
こ
の

Cogito,
e
r
g
o
 s
u
m
•

か
ら
ど
の
や
う

る
。
併
し
乍
ら
、

そ
こ
か
ら
ど
の
様
た
方
法
が
導
き
出
さ
れ
る

理
形
式
が
成
立
し
た
と
見
る
可
き
で
は
た
い
か
と
思
ふ
。

不
動
の
基
礎
と
し
て
、
そ
の
上
に
普
逼
學
を
建
設
し
よ
う
と
す

Cogito, 
e
r
g
o
 s
u
m
.
 と
言
ふ
論

を
し
て
感
激
的
た
夢
を
さ
へ
見
さ
せ
、

又
デ
カ
ル
ト
は
そ
れ
を

こ
の
紳
の
啓
示
と
も
息
は
れ
た
疲
見
へ
の
檄
喜
、
感
激
が
多
少

上
述
し
て
き
た
様
に
「
私
は
あ
る
！
」
の
預
見
が
デ
カ
ル
ト

が
「
私
は
あ
る
」
に
見
出
し
た
思
ぴ
が
け
た
い
確
質
さ
で
あ
り
、

哲
學
釈
究

第
一
ー
一
百
十
九
猿

立
し
た
と
言
ふ
可
き
で
あ
ら
う
。
た
ゞ
デ
カ
ル
ト
の
感
激
は
彼

と
も
冷
孵
に
還
る
と
共
に
、

際
的
に
は
私
が
考
へ
る
ア
ー
と
と
私
が
あ
る
こ
と
と
は
同
時
に
成

七
六
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ヂ
ヵ
を
卜
の

Cogito,
e
r
g
o
 s
u
m
.
 
Q

哲
學
史
的
一
考
祭

覺
や
想
像
や
悟
性
に
よ
る
判
断
の
確
か
さ
で
は
た
＜
ー
否
、

と
つ
て
は

O
o
g
i
t
o
.
e
r
g
o
 s•1m. 

に
於
け
る
蹄
か
さ
は
、
感

こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。
郎
ち
デ
カ
ル
ト
に

の
内
容
の
箕
偽
は
と
も
か
く
そ
の
様
に
判
断
す
る
自
分
の
あ
る

て
、
す
べ
て
外
界
の
事
物
に
就
い
て
判
浙
す
る
毎
に
．
、
そ
の
判
断

は
た
く
、

判
断
の
力

p
u
i
s
s
a
n
c
e
cle 
j
u
g
e
r
 

に
よ
っ
て
、
凡
て
我
々
に
と
つ
て
確
か
た
の
は
判
断
の
内
容
で

の
明
證
性
は
同
一
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
、
ま
た
、

‘̀、

る
」
と
「
物
儒
は
あ
る
」
の
二
つ
の
あ
り
方
の
問
窟
で
も
あ
る

恩
索
を
続
け
る
。

さ
う
し
て
、

の
明
證
性
と
、
延
長

窓
の
外
を
動
く
機
械
を
、
我
々
は
人
間
と
思
ひ
易
い
と
い
ふ
例

で
あ
る
と
し

マ
ン
ト
を
着
、
帽
子
を
冠
つ
て

で
あ
る
と
言
っ
て
後
、
改
め
て
恩
ふ
と
は
ど
う
い
ふ
こ
と
か
と

デ
カ
ル
ト
は
自
分
は
「
思
ふ
も
の
」

u
n
e
c
h
o
s
e
 qu.i 
p
e
n
s
e
 

一
度
「
私
は
あ
る
」
と
は
何
を
意
味
す
る
か
を
考
へ
て
み
よ
う
。

が
、
そ
れ
は
同
一
視
し
得
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
此
虞
で
、
も

併
し
乍
ら
、

C
o
g
i
t
0
.
 
e
r
g
o
 
s
u
m
.
 

「
乱
は
あ

七
七

そ
れ
は
凡
て
疑
は
し
ぃ
ー
た
ゞ
そ
の
様
に
「
．．．． 
と
思
ふ
」

自
分
の
あ
る
と
い
ふ
確
か
さ
で
あ
る
。

一
歩
す
4
め
て
言
ふ
た

そ
れ
は
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ギ
ッ
ク
の
言
ふ
様
に

c
o
唸
tanoo

註

一

註

ニ

ー

の
確
か
さ
で
あ
り
、
ヤ
ス
。
ヘ
ル
ス
の
言
ふ
ゃ
う
に
、

D
e
n
k
a
k
t

gl覺
で
あ
る
u

ル

セ

ン

ヌ

が

「

コ

ギ

ト

、

そ

れ

贔

胃

！

ー

ー

',1’

註―――

経
験
で
あ
る
」
と
言
ふ
の
は
、
こ
の
や
う
た
理
解
を
更
に
一
歩

進
め
た
も
の
に
他
た
ら
た
い
。
結
局
、
能
動
的
主
庫
雙
の
自
覺
が

S
u
m
 
の
明
證
性
で
あ
る
。
従
つ
て
こ

4

に
所
謂
「
あ
る
」
と

L. 
B
r
u
n
s
c
h
v
i
c
g
:
 
Descartes. 
p. 
3
6
.
 

K. Jaspers: 
Descartes unrl 
die 
Phil 0
 sop hie. 
S. 
Ir. 

R. 
L
e
 S
e
n
n
e
:
 
L
e
 devoir. 
p. 
2
3
.
 

ら
は
、
如
何
た
る
こ
と
が
蹄
結
す
る
で
あ
ら
う
か
。
こ

4
で
は

¥

,

＇

＼

'

 

S
u
m

の
確
か
さ
は
、
意
識
内
容
、
又
は
、
人
間
的
知
識
の
確

釦
引
出
た

q
1そ
の
副
剛
伺
問

7
或
は
判
断
作
用
の
内
省
的

併
し
乍
ら
、
こ
の
様
た
。
ぷ
rito,
e
r
g
 ,) 
s
u
m
,
 
の
解
繹
か

3
 

2
 

ー

は

e
x
i
s
t
e
n
c
e
Q

存
在
性
で
あ
る
こ
と
も
明
か
で
あ
ら
う
。

ま‘＇ 
ら
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cogitans
の

農

は

目
〗[
O
之
祠
性
の
農
で
あ
る
こ
と
は
承
認
さ
れ
ね

け
れ
ど
も
此
の
様
た
立
場
は
他
方
に
於
い
て
、
将
遍
性
、
客

exteusa
の
泄
界
と
は
全
く
別
稲
た
、

こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の

C
o
呟
度

e
r
g
o

外
に
紳
の
存
在
の
證
明
も
、
自
然
學
の
創
立
も
不
要
で
あ
っ
た

て
人
間
に
於
け
る
紳
の
似
姿
と
す
る
貼
を
軍
ん
ヤ
る
た
ら
ば
、

と
め
た
も
の
が
箪
に
個
人
の
自
由
丈
で
あ
る
た
ら
ば
、
そ
れ
以

繹
に
よ
る
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
デ
カ
ル
ト
自
ら
意
志
を
も
っ

意
で
は
た
か
っ
た
の
で
は
た
い
か
と
考
へ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
も

あ
る
と
い
ふ
の
は
、
こ
の
様
た

Cogito, 
e
r
g
o
 
s
u
m
 
.• 

の
解

併
し
乍
ら
、
ま
た
、
我
々
は
そ
れ
を
も
つ
て
デ
カ
ル
ト
の
翼

ル
ト
が
デ
カ
ル
ト
は
牽
も
合
理
主
義
で
は
た
く
主
意
主
義
者
で

意
的
傾
向
を
充
分
に
認
め
る
こ
と
も
出
末
る
の
で
あ
る
。
ラ
ボ

負
ふ
可
き
で
あ
ら
う
。

ら
う
。
が
、
彼
は

Cogito,
e
r
g
o
 
s
u
m
を
箪
た
る
出
磋
黙
と

し
て
、
そ
の
研
究
を
着
々
綬
け
、
宇
宙
論
へ
と
進
ん
で
行
っ
た

し
て
、

E
g
o
s
u
m
•

か
ら
出
疲
す
る
デ
カ
ル
ト
は
一
斑
の
責
を

論
』
第
百
六
十
一
）
に
ま
で
唆
逹
す
る
デ
カ
ル
ト
の
道
徳
論
の
卦

る
た
ら
ば
、

こ
4
に
や
が
て
「
尊
く
強
い
」
「
高
邁
」

（
『
俯
念

於
い
て
は
個
人
主
義
よ
り
も
個
性
の
尊
宣
が
そ
の
文
明
を
特
色

と
で
あ
り
、
」
「
そ
こ
に
い
か
た
る
外
か
ら
の
力
の
強
制
を
も
感
れ
が
質
現
さ
れ
た
こ
と
を
我
々
に
告
げ
て
ゐ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に

第
三
百
十
九
紬

極
め
て
簡
明
に
言
ふ
様
に
「
否
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
肯
定
す

る
こ
と
で
あ
り
、
叉
、
追
求
す
る
こ
と
で
あ
り
、
廻
避
す
る
こ

じ
ぬ
こ
と
」
（
『
省
祭
』
「
第
四
」

A.
T. 
X. p
.
 4
6
)

で
あ
る
と
す

す
、
道
徳
的
に
も

individ
ualisme
か
ら

e
g
o
i
s
m
e
に
ま
で

進
展
す
る
憚
れ
は
無
い
で
あ
ら
う
か
。
歴
史
的
事
賓
は
寧
ろ
そ

づ
け
た
の
で
は
無
い
か
と
も
恩
は
れ
る
が
、
一
般
的
に
見
る
場

合
、
近
世
西
洋
文
明
が

e
a
ai
s
m
の
文
化
を
生
ん
だ
こ
と
に
謝

確
質
さ
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
意
志
す
る
と
は
、
デ
カ
ル
ト
が

観
性
を
必
要
と
す
る
學
問
の
成
立
を
不
可
能
に
す
る
の
み
た
ら

哲
學
寄
究

七
八
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デ
カ
ル
ト
の

Cogito.
ergo, 
s
n
m
 Q
哲
學
史
的
一
考
察

り
、
紳
の
存
在
そ
の
も
の
は
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
前
以
て
直
観

ス
ム
が
存
す
る
の
で
あ
り
、

『
省
察
』
を
そ
の
背
理
か
ら
救
ふ

「
紳
の
本
質
に
よ
る
證
明
」
「
紳
の
観
念
の
原
因
の
考
察
に
よ
る

そ
こ
で
、

先
づ
、

紳
の
存
在
の
證
明
で
あ
る
が
、

四

終
ら
ね
ば
た
ら
た
い
。

s
u
m
.
 
の
理
解
は
彼
の
紳
の
存
在
の
證
明
と
、

そ
れ
は

そ
の
上
に
建
設

さ
れ
た
自
然
學
の
構
造
を
み
る
こ
と
た
く
し
て
は
、
不
完
全
に

一
種
の
パ
ラ
ロ
ジ

證
明
」
「
我
の
存
在
よ
り
す
る
證
明
」
の
三
つ
の
方
法
に
よ
っ

、
、
―

て
證
明
さ
れ
た
こ
と
は
改
め
て
言
ふ
ま
で
も
た
い
。
併
し
、
そ

ヽ
｀

の
様
た
證
明
に
は
セ
ル
ュ
ス
の
言
ふ
様
に
、

も
の
は
、
矢
張
り
セ
ル
ュ
ス
の
言
ふ
通
り
、
方
々
に
貼
存
す
る

註

秀
れ
た
直
観
で
あ
る
。
ま
た
、
よ
し
肺
の
存
在
は
見
事
に
證
明

さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
他
人
へ
の
證
明
で
あ

的
に
、
或
は
憫
駿
的
に
把
握
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
た
け
れ
ば
た
ら

七
九

C
h
 Serrus :
 L
a
 
m
e
t
h
o
J
e
 
d
e
 
Descartes 
et 
s
o
n
 

appl.cat1on 
a
 la 
metaphys1que. 
p. 
II9. 

い
っ
た
い
、
デ
カ
ル
ト
を
し
て

s
n
m

の
確
賓
性
を
承
認
せ

想
像
し
た
り
思
考
し
た
り
す
る
こ
と
で
は
た

Y‘

疑
ふ
こ
と
で

し
め
た

Cogit,)
と
は
何
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
は
感
覺
し
た
り
、

註

味
を
考
へ
て
み
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
。

を
明
か
に
す
る
為
に
は
今
一
度

C
o
g
i
t
o
,
箆
g
o
s
u
m
,
 
の
意

例
へ
ば
「
こ
の
廣
大
た
光
明
の
比
類
た
き
美
し
さ
を
、
せ
め
て

私
の
精
稗
の
力
の
及
ぶ
限
り
に
で
も
、
熟
眠
し
、
賞
厳
し
、
熱

愛
し
よ
う
。
」
（
『
省
察
』
「
第
四
」
A
.
T. 
IX. 
p
.
 4
1

)

と
い
ふ
如

き
は
、
彼
に
と
つ
て
紳
は
幕
に
推
理
的
に
導
出
さ
れ
た
り
、
形

而
上
學
的
要
請
と
し
て
も
ち
末
ら
れ
る
も
の
で
は
た
く
、
も
っ

と
切
賞
に
彼
の
魂
の
内
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
の
を
感
ぜ
し

め
る
。

E
g
o
s
u
m
,
 か
ら
出
疲
す
る
デ
カ
ル
ト
は
ど
う
し
て
そ

の
様
た
紳
の
承
認
へ
導
か
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ

た
い
。
デ
カ
ル
ト
が
紳
に
就
い
て
語
る
時
の
感
激
的
た
表
現
、
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第
十
―
―
、

A.T.
X. p. 4
z
1
.
)
 
e¥J 
5:, 
ふ
宵
年
デ
カ
ル
ト
は
『
省
察
』

る
、
だ
か
ら
紳
は
あ
る

S
u
m
,

e
r
g
o
 

D
e
u
s
 est.」
（
「
規
則
」

は
創
造
す
る
こ
と

C
汰
er
.¥J
合
一
す
る
（
A
.
T. I. 
p. 
1
5
3
)

。

p. 
I
 
r
9
)

、
欲
す
る
こ
と

Vonloir
と
理
解
す
る
こ
と

e
n
t
e
n
d
r
e

『
精
紳
指
導
の
規
則
』
．
に
於
い
て
「
私
が
あ

無
限
者
、
肺
、
に
よ
っ
て
存
在
せ
し
め
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
悟

っ
た
の
で
あ
る
。

videre
と
欲
す
る
こ
と

velle
は
一
つ
で
あ
り
（
A
.
T. 
IV・ 

た
。
彼
は
有
限
の
自
分
を
殺
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
自
分
が

あ
ら
う
。

併
し
乍
ら
、
デ
カ
ル
ト
は
そ
の
死
に
よ
っ
て
蘇
つ

め
ら
れ
た
彼
は
遂
に
自
分
を
投
げ
棄
て
ね
ば
た
ら
た
か
っ
た
の

て
、
明
日
の
存
在
を
導
き
出
す
こ
と
は
出
来
た
い
。
私
は
一
瞬

カ
ル
ト
は
そ
こ
で
は
自
分
の
意
志
の
強
さ
を
感
す
る
代
り
に
、

ほ
か
は
た
い
と
い
ふ
窮
地
へ
押
し
つ
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
デ

っ
た
。
そ
こ
か
ら
し
て
デ
カ
ル
ト
は
一
切
の
判
断
を
停
止
す
る

も、

つ
て
却
つ
て
誤
謬
に
陥
ら
ね
ば
た
ら
ぬ
こ
と
を
知
る
こ
と
で
あ
も
、

ま
た
、

て
が
媛
は
し
い
こ
と
、
否
、
更
に
我
々
は
判
断
す
る
こ
と
に
よ

策
―
―
ー
百
十
九
雛

自
分
の
知
識
の
絶
謝
的
無
力
を
痛
感
し
、
絶
壁
の
緑
に
追
ひ
つ

で
あ
る
。
彼
の
判
断
的
自
己
は
こ
の
時
死
ん
だ
と
言
ふ
可
き
で

に
於
け
る
紳
の
存
在
の
證
明
の
前
に
既
に
紳
の
存
在
の
儘
験
を

限
、
永
遠
、
不
動
、
獨
立
、
全
知
、
全
能
の
賓
橙
に
し
て
、
＇
私

も
し
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
、

他
の
凡
て
の
事
物

生
産
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
」

（
『
省
祭
』
「
第
一
―
-
」

A
,
T. 
IX. 
p
p
.
 
3
5

、
3
6
)

寅
際
、
私
は
自
分

を
存
在
せ
し
め
得
た
い
。
私
は
今
日
存
在
す
る
こ
と
か
ら
し

先
き
の
私
の
存
在
す
ら
私
の
自
由
に
よ
っ
て
は
た
し
得
た
い
。

そ
れ
は
凡
て
稗
の
瞬
間
的
に
し
て
連
絞
的
た
創
造
に
よ
っ
て
た

さ
れ
る
の
で
あ
る
（
『
省
察
』
「
第
一
―
-
」

A._
T. 
IX. p. 
3
9
)

私
の

存
在
は
ひ
と
へ
に
紳
に
依
存
す
る
の
で
あ
り
、
私
が
あ
る
と
は

紳
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
紳
に
於
い
て
の
み
見
る
こ
と

っ
―
つ
の
確
か
さ
を
疑
ふ
こ
と
で
は
た
く
、
我
々
の
判
断
の
凡
も
つ
て
ゐ
た
か
と
考
へ
ら
れ
る
。
さ
う
し
て
そ
の
紳
と
は
「
無

あ
っ
た
。
し
か
も
共
の
疑
ひ
と
は
、
そ
れ
ら
の
意
識
内
容
の

哲
學
研
究

八
〇
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る。

デ
カ
ル
ト
の

Cogito,
ergo 
s
u
m
.
 
Q

哲
學
史
的
一
考
察

と
に
よ
り
、
他
の
一
切
の
も
の
が
盤
然
た
る
一
橙
系
を
構
成
す

の
は
絶
蜀
的
置
理
で
は
た
い
が
、

existo. 
に
於
け
る
様
た

existence
の
明
證
性
は
存
在
し
た

註

い
。
併
し
そ
れ
に
代
つ
て

e
s
s
e
n
c
e
の
客
観
的
妥
嘗
性
が
、
そ

の
も
の
を
却
つ
て
學
問
た
ら
し
め
る
。
共
虚
に
見
出
さ
れ
る
も

―
つ
の
座
標
を
決
定
す
る
こ

そ
れ
は
質
憫
の
明
證
性
で
は
た
＜
闘
係
の
明
證
性
で
あ

e
r
g
o
 s
u
m
.
 の
性
界
で
は
た
い
。
そ
こ
に
は

E
g
o
s
u
m
,
 sive 

と
を
、
そ
こ
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
は
や

Cogito,

か
っ
た
で
あ
ら
う
か
。
否
。
デ
カ
ル
ト
は
人
間
の
相
弼
性
を
自

叙
述
し
て
居
ら
れ
る
襟
に
（
朝
永
一
二
十
郎
著
『
ヂ
カ
ル
ト
、

察
録
』
）
、
物
骰
の
存
在
の
可
能
、
蓋
然
、
確
黄
の
順
を
ふ
ん
で
な

註

八

『省

ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
朝
永
博
士
が
柩
め
て
判
然
と
分
析

ヂ
カ
ル
ト
に
於
い
て
延
長
は
準
な
る
可
能
で
は
な
く
存
在
で
あ

る
と
の
反
耐
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
デ
カ
ル
ト
に
於
け
る

物
骰
の
存
在
の
證
明
は
『
省
察
』
「
第
六
」
に
於
い
て
な
さ
れ
て

ら
う
。

能
と
た
っ
た
。
併
し
こ
の
こ
と
に
は
今
少
し
耽
明
が
必
要
で
あ

覺
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
間
の
分
に
應
じ
た
學
問
の
可
能
た
こ

學
問
は
成
立
す
る
。

遍
學
は
質
骰
の
學
で
は
た
く
、
闊
係
の
學
と
し
て
は
じ
め
て
可

t
e
u
c
e
を
知
ら
う
と
し
て
遂
に
知
識
は
不
可
能
と
た
っ
た
。
普

Cogitn.ns
の
批
界
で
は
外
部
の

e
u
s
、

は
、
遂
に
人
間
の
絶
蜀
的
無
力
を
こ

4
に
も
感
ぜ
ね
ば
た
ら
た

場
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
様
た
立
場
を
ま
っ
て
始
め
て
人
間
の

礎
の
上
に
不
動
の
将
遥
學
を
建
設
し
よ
う
と
し
た
デ
カ
ル
ト

る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
有
限
た
る
人
間
に
は
避
け
得
た
い
立

は
何
が
ゆ
る
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
。

E
g
o
s
u
m
.
 
Q

甚

は
、
結
局
、

―
つ
の
仮
説
に
と
ゞ
ま
ら
ね
ば
た
ら
た
い
の
で
あ

が
創
造
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
た
ら
ば
、

い
っ
た
い
人
間
に

言
ふ
ま
で
も
た
い
て
あ
ら
う
が
、

併
し
若
し
我
々
人
間
の
存
在
が
専
ら
紳
に
依
存
し
、
紳
の
み

創
造
は
紳
の
み
の
も
つ
特
櫂
た
の
で
あ
る
。

り
、
現
賓
の
直
證
で
は
た
＜
可
能
の
理
論
で
あ
る
。
今
や
我
々

の
問
題
は
延
長
の
自
然
學
に
移
っ
た
こ
と
は
、
言
葉
を
改
め
て

そ
こ
に
成
立
す
る
宇
宙
論
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が
像
に
理
解
す
る
為
に
は
紳
の
知
性
を
も
た
ね
ば
た
ら
た
い
。

こ
と
を
認
め
る
。
併
し
乍
ら
、

r
．
ー
の
様
た
完
全
さ
を
其
の
あ
る

供
か
ら
大
き
く
た
っ
た
の
で
は
た
く
成
人
と
し
て
創
造
さ
れ
た

れ
、
地
球
は
始
め
か
ら
植
物
で
蔽
は
れ
、
ア
ダ
ム
も
イ
ヴ
も
子

る。

『
哲
學
原
理
』
第
三
部
四
十
六
節
に

地
球
も
月
も
星
も
最
初
か
ら
そ
の
完
全
さ
に
於
い
て
創
造
さ

は
、
如
何
た
る
想
定
を
も
た
し
得
る
と
い
ふ
こ
と
で
は
た
い
。

が
宇
宙
を
瞬
間
に
し
て
創
造
し
た
こ
と
を
承
認
す
る
。
太
陽
も

人
間
が
恨
説
を
自
由
に
立
て
る
と
い
ふ
こ
と

の
と
思
ふ
。

内
容
に
於
い
て
、
個
物
存
在
の
根
本
條
件
で
あ
る
運
動
が
力
で
は

で
は
な
い
。
そ
の
感
覺
を
物
盛
の
存
在
の
證
朋
に
も
ち
末
る
こ
と

造
を
も
ち
、
そ
の
様
に
し
て
成
立
し
た
か
否
か
は
桓
め
て
疑
は

理
解
し
得
る
の
で
あ
る
。
従
つ
て
賓
際
に
事
象
が
そ
の
様
た
構

確
宜
で
あ
る
と
い
ふ
證
朋
に
は
デ
カ
ル
ト
は
感
覺
を
も
つ
て
く
る

さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
最
後
の
物
骰
が
存
在
す
る
こ
と
は

哲
學
研
究

第
一
―
ー
百
十
九
猿

の
で
あ
る
。
併
し
、
我
々
は
、
デ
カ
ル
ト
に
あ
っ
て
は
感
覺
は
身

骰
保
存
の
為
の
道
具
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
即
ち

そ
れ
は
生
活
の
手
段
で
あ
っ
て
學
問
的
認
識
を
可
能
に
す
る
も
の

は
立
揚
の
混
合
で
あ
る
。
我
々
は
延
長
の
存
在
は
あ
く
ま
で
も
可

能
性
に
と
ゞ
ま
る
と
考
へ
た
い
。
デ
カ
ル
ト
の
自
然
學
の
具
骰
的

な
く
闘
係
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
も
我
々
の
見
方
を
後
援
す
る
も

デ
カ
ル
ト
は
『
哲
學
原
理
』
第
三
部
四
十
五
節
に
於
い
て
紳

有
限
た
人
間
に
は
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。
我
々
は
た
だ
極
め

て
明
確
た

(intelligible)
振
め
て
箪
純
た
若
千
の
原
理
を
想

、、

定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
宇
宙
の
事
象
と
•
そ
の
成
立
を
よ
り
よ
く

し
い
、
否
、
事
賓
は
さ
う
で
た
い
と
デ
カ
ル
ト
は
考
へ
る
。
併

し
、
宇
宙
の
現
象
が
人
間
に
よ
っ
て
學
問
櫃
系
の
内
に
把
握
さ

れ
る
為
に
は
、
そ
れ
は
不
可
避
で
あ
る
。
結
局
、
デ
カ
ル
ト
の

自
然
學
は
、
彼
自
ら
の
言
ふ
通
り
、

の
で
あ
る
。

併
し
乍
ら
、

―
つ
の
仮
説
に
過
ぎ
た
い

こ
の
貼
に
於
い
て
は
、
デ
カ
ル
ト
の
自
然
學
を
以
て
演
繹
的
自

然
學
と
非
難
す
る
者
は
、

十
分
注
意
し
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
。
デ
カ
ル
ト
は
言
っ
て
ゐ

「
宇
宙
を
構
成
す
る
凡
ゆ
る
物
儒
は
同
一
の
物
質
よ
り
た

八
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り
、
そ
れ
は
凡
ゆ
る
部
分
に
分
ち
得
、
叉
、
既
に
多
く
の
部
分

に
分
た
れ
て
を
り
、
そ
れ
は
種
々
に
運
動
し
、
そ
の
運
動
は
多

少
と
も
圏
環
的
で
あ
り
、
世
界
に
於
け
る
そ
れ
ら
の
運
動
の
総
．

盤
は
常
に
同
一
で
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
を
私
は
上
末
認
め
て
き

で
あ
り
、
そ
の
運
動
の
速
度
は
ど
れ
だ
け
で
、
如
何
た
る
園
を

で
あ
っ
た
に
過
ぎ
た
い
。
た
ほ
こ
の
こ
と
に
甜
し
て
、
更
に
、

う
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
原
因
を
結
果
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う

と
す
る
の
で
は
た
い
。
」
（
『
哲
學
原
理
』
第
一
＿
一
部
第
四
節
）
と
言
っ

デ
カ
ル
ト
の

C
o
g
i
t
o
,
e
r
g
o
 
sum. Q
哲
學
史
的
一
考
察

デ
カ
ル
ト
が
自
ら
「
自
分
は
結
果
を
原
因
に
よ
っ
て
説
明
し
よ

デ
カ
ル
ト
一
個
人
に
よ
っ
て
そ
れ
が
存
さ
れ
る
こ
と
が
不
可
能

I、

た

に
何
の
順
序
を
も
争
は
ぬ
謝
象
の
間
に
順
序
を
恨
定
し
」
（
『
デ

代
の
観
察
、
賓
験
の
不
充
分
さ
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、

彼
の
自
然
學
が
抽
象
的
で
あ
る
た
ら
ば
、
そ
れ
は
た
だ
そ
の
時

‘̀ 
で
あ
る
。
」
デ
カ
ル
ト
の
意
圏
に
こ
こ
に
明
か
で
あ
る
。

も
し

に
反
す
る
も
の
で
は
た
く
、
却
つ
て
そ
れ
た
く
し
て
は
事
賓
の

理
解
し
得
ぬ
仮
説
で
あ
り
、

（
同
上
、
第
一
一
十
四
節
）

意
味
の
仮
説
を
た
て
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
却
つ
て
デ
カ
ル

あ
る
。
も
し
専
ら
経
験
の
み
に
依
存
し
よ
う
と
す
る
た
ら
ば
、

そ
こ
に
は
如
何
た
る
學
問
個
系
も
成
立
し
た
い
で
あ
ら
う
。

要
す
る
に
デ
カ
ル
ト
は
「
本
末
た
ら
ば
(
n
a
t
u
r
e
l
l
e
m
e
n
t
互

カ
ル
ト
選
集
』
第
一
巻
、
三
十
四
頁

A
.
T. 
VI. p
p
.
 
1
8
,
 
1
9
)
 

の
で
あ
り
、
さ
う
し
て
自
分
が
有
限
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
自

覺
し
た
デ
カ
ル
ト
は
、
紳
の
瞬
間
性
、
全
憫
性
に
蜀
し
て
人
間

の
時
間
性
部
分
性
を
承
認
し
、

「
自
分
の
研
究
し
よ
う
と
す
る

描
く
か
と
い
ふ
こ
と
は
、
同
様
た
仕
方
で
は
決
定
し
得
た
い
。

．．．． 
か
か
い
知
い
が
か
巴
砿
置
か
か
が

i
か
い
、
羞
尉
5

が

ば
た
ら
た
い
。
質
證
科
學
に
は
理
論
と
事
賓
が
何
れ
も
必
喫
で

ト
の
自
然
學
が
充
分
賓
證
科
學
の
性
格
を
も
つ
こ
と
を
認
め
ね

た
。
併
し
そ
の
物
質
が
分
た
れ
て
ゐ
る
部
分
の
大
去
さ
が
何
程

こ
の
様
た

し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
の
立
て
よ
う
と
す
る
俵
暁
は
、
決
し
て
事
寅

的
自
然
學
者
で
あ
る
と
主
張
し
よ
う
と
す
る
か
も
知
れ
た
い
。

て
ゐ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
ひ
と
は
た
ほ
も
、
デ
カ
ル
ト
は
演
繹
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第
一
一
一
百
十
九
琥

ら
は
じ
め
て
、
最
も
複
雑
た
も
の
の
認
識
へ
ま
で
少
し
づ
つ
段

仮
訛
と
分
析
に
よ
る
方
法
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
人
間
は
自
ら

に
よ
る
自
然
の
再
椿
成
を
可
能
と
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

も
し
彼
の
形
而
上
學
に
於
け
る
方
法
を
人
間
よ
り
紳
へ
の
方
法

り
人
間
へ
の
方
法
と
呼
ぶ
こ
と
も
出
末
る
で
あ
ら
う
。
そ
の
第

一
の
も
の
は
『
省
察
』
に
於
い
て
論
ぜ
ら
れ
、
第
二
の
も
の
は

し
『
方
法
叙
説
』
は
そ
の
や
う
た
彼
の

「
精
紳
の
歴
史
」

『
精
紳
指
導
の
規
則
』
に
於
い
て
詳
論
せ
ら
れ
た
。

で
あ

そ
れ
に
到

と
名
づ
け
る
た
ら
ば
、
自
然
學
に
於
け
る
解
析
的
方
法
は
稗
よ

か
さ
す
し
て
｛
令
を
飛
ぶ
機
械
を
疲
明
せ
し
め
て
、
そ
こ
に
人
間

順
序
づ
け
て
展
開
し
て
み
る
た
ら
ば
、
或
は
次
の
通
り
か
と
思

ふ
。
郁
ち
、
先
づ
「
我
あ
り
」
と
直
観
し
た
デ
カ
ル
ト
は
、
で

は
そ
の
我
と
は
何
か
と
自
問
す
る
。
さ
う
し
て
自
分
は
「
思
ふ

色
の
方
面
か
ら
反
省
し
、
考
察
し
た
で
あ
ら
う
。
そ
れ
を
若
し

地
上
の
植
物
・
動
物
の
み
た

ら
す
、
人
間
の
惰
念
を
も
暁
明
す
る
規
模
牡
大
た
自
然
學
を
構

で
も
た
い
で
あ
ら
う
。

最
後
に
上
述
し
て
き
た
と
こ
ろ
を
要
約
し
て
こ
の
試
論
を
終

ら
う
。
我
々
は
先
づ
「
我
あ
り
」
の
直
観
を
も
つ
て
デ
カ
ル
ト

の
骰
駿
の
根
本
的
事
質
で
あ
り
、
彼
の
哲
學
の
第
一
原
理
で
あ

る
と
考
へ
る
。
し
か
し
こ
の
原
始
事
賓
の
含
む
内
容
は
極
め
て

多
様
で
あ
り
、
複
雑
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
恐
ら
く
そ
れ
を
色

こ
の
學
は
箪
た
る
現
象
理
解
に
と
ゞ
ま
ら
す
、
例
へ
ば
翼
を
動

の
學
を
建
設
し
得
る
。
こ
こ
に
普
逼
學
は
確
立
さ
れ
、
し
か
も

五

段
と
登
り
ゆ
か
う
」
（
同
上
）
と
し
た
の
で
あ
る
。
事
賓
、
こ
の

成
し
よ
う
と
し
た
の
が
『
哲
學
原
理
』
で
あ
る
こ
と
は
言
ふ
ま

割
し
、
」
「
知
る
に
最
も
箪
純
で
あ
り
最
も
容
易
で
あ
る
も
の
か

り
よ
き
解
決
の
為
に
要
請
せ
ら
れ
る
か
ぎ
り
の
、
小
部
分
に
分

て
は
、

大
宇
宙
の
登
生
か
ら
、

哲
學
軒
究

問
題
の
お
の
お
の
を
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
、
さ
う
し
て
、
よ

り
、
そ
れ
ら
の
方
法
を
賓
行
し
、
勘
く
と
も
そ
の
意
圏
に
於
い

八
四
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デ
カ
た
卜
の
，

Cogito,
ergo s~m. 

Q

哲
學
史
的

l

考
祭

で
あ
る
こ
と
に
氣
づ
き
、
有
限
た
自
分
は
賞
は
無
限
た
紳
に
よ

つ
て
成
り
立
た
せ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
悟
る
。
郁
ち
自
我
も
自

に
到
し
自
己
の
有
限
さ
を
自
覺
し
た
人
間
は
、
そ
こ
に
却
つ
て

稗
の
瞬
間
的
全
憫
的
知
識
に
封

し
、
そ
れ
は
疲
展
的
分
析
的
學
問
に
す
ぎ
た
い
。
そ
れ
は
も
は

然
も
、
宇
宙
一
切
は
紳
の
創
造
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
、
そ
の
紳

が
問
題
と
た
る
や
、
自
分
の
知
識
は
誤
謬
に
充
ち
自
分
は
無
力

八
五

自
ら
の
學
問
を
椿
成
す
る
。

出
疲
貼
へ
の
復
蹄
を
も
た
ね
ば
た
ら
た
い
。
そ
れ
は
出
疲
貼
の

向
を
も
っ
湯
解
さ
れ
て
ゐ
る
。
併
し
、
正
し
い
演
繹
は
つ
ね
に

か
つ
て
行
く
方
法
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
そ
れ
は
抽
象
へ
の
方

但
し
こ
こ
で
我
々
は
こ
の
演
繹
と
い
ふ
言
葉
に
用
心
し
た
け

そ
れ
は
郁
ち
、
直
観
と
演
繹
。
」
（
『
規
則
論
』
「
規
則
第
三
」

A
.
T
.

X. p
.
 
3
6
8
)
 

れ
ば
た
ら
た
い
。
普
通
、
演
繹
と
は
出
壼
貼
よ
り
次
第
に
遠
ざ

あ
る
が
、

一
旦
そ
の
や
う
に
意
志
的
に
た
さ
れ
る
判
断
の
内
容
識
に
至
る
為
の
我
た
の
悟
性
の
は
た
ら
き
は
二
つ
し
か
た
い
。

に
自
己
の
獨
立
性
と
、
自
分
の
責
務
の
重
さ
を
自
覺
す
る
の
で

か
に
言
っ
て
ゐ
る
。
「
誤
謬
の
虞
れ
た
く
し
て
我
々
が
事
質
の
認

4
6
)

、
を
通
じ
て
自
分
の
強
さ
を
自
認
す
る
。

さ
う
し
て
こ
こ

る
方
向
へ
同
時
に
押
し
披
げ
た
と
も
考
へ
ら
れ
た
い
。
彼
は
明

は
た
ら
く
力
、
郎
ち
、
意
志
（
『
省
察
』
「
第
四
」

A.
T. 
IX. p. 

併
し
方
法
的
性
向
の
強
い
彼
が
、

E
g
o
s
u
m
.
 Q
直
観
を
凡
ゆ

か
ら
し
て
、
こ
の
他
か
ら
強
制
さ
れ
す
に

に
我
あ
り
」
の
形
式
が
成
立
す
る
。
そ
の
時
、
彼
は
判
断
を
停

s~ m
c
e
 d
e
 s
u
s
p
e
n
d
r
e
 
m
o
n
 j
u
g
e
m
e
n
t
.
 
(
『
省
察
』
「
第
一
」

A
.
 T. 
IX. p. 1

8
)
 

ル
ト
の
思
想
の
預
展
は
こ
れ
程
圏
式
的
で
は
た
い
で
あ
ら
う
。

こ
に
新
た
た
宇
宙
が
再
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
無
論
、
デ
カ

止
す
る
力
は
自
分
の
内
に
あ
る
こ
と

II
est 
e
n
 
m
a
 puis ,
 

も
の
」
で
あ
る
こ
と
が
明
か
と
た
り
、
そ
こ
に
「
我
思
ふ
、
故

や
質
憫
の
學
問
で
は
た
＜
闊
係
の
學
問
で
あ
り
、
寅
在
自
罷
の

把
握
で
は
た
く
仮
定
の
棚
系
に
と
ど
ま
る
。
け
れ
ど
も
正
に
そ

の
故
に
、
そ
れ
は
個
々
の
自
我
を
越
え
た
普
過
學
と
た
り
、
そ
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死
は
重
く
、
お
そ
ひ
く
る

他
人
、
皆
、
に
知
ら
れ
つ

4

Ignotus moritur sibi. 

Q
u
i
 notus nin号

o
m
n
i
b
u
s

Illi 
m
o
r
s
 gravis incubo.t, 

「
汝
自
ら
を
卸
れ
」
の

外
に
展
開
し
て
ゆ
く
も
の
、
そ
れ
が
員
の
演
繹
で
た
け
れ
ば
た

ら
た
い
。
さ
う
し
て
デ
カ
ル
ト
に
と
つ
て
は
、
そ
の
直
観
的
事

賞
が
郁
ち
「
私
は
あ
る
1
・
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
結

局
ギ
リ
シ
ャ
以
末
の
哲
學
の
使
命
、

つ
の
現
れ
で
あ
る
と
も
み
ら
れ
る
。
勘
く
と
も
デ
カ
ル
ト
に
と

つ
て
は
、
そ
れ
は
何
ら
か
の
解
決
を
典
へ
ら
れ
ヤ
し
て
は
一
刻

も
や
す
ら
ひ
得
た
い
問
題
で
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
彼
が
セ

ネ
カ
の
『
悲
劇
』
中
の
一
詩
を
自
分
の
愛
句
と
し
た
の
は
、
ま

こ
と
に
尤
も
と
言
は
ね
ば
た
ら
た
い
。

育且―
.
§
9

第
一
ー
一
百
十
九
猿

深
百
ぉ
叫
可
司
す
割
が

01直
観
的
事
賓
の
底
に
潜
入
し
つ
つ

rミェ`
sa

ぉ
~
れ
を
知
ら
ぬ
と
き
に
は

み
づ
か
ら

八
六

（畢）




